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［解答例］
国語〔Ａ方式（11/20）〕

設問 解答例
①

問一

1 4
2 4
3 4
4 3

問二
5 2
6 3

問三

7 6
8 5
9 2
� 3

問四
� 3
� 2
� 1

問五 � 5
問六 � 4
問七 � 5
問八 � 1
問九 � 2
問十 � 2

②

問一

1 5
2 6
3 2
4 6
5 1
6 3
7 4
8 1

問二

9 5
� 3
� 2
� 1

問三 � 2

問四
� 1
� 5
� 2

問五 � 4
問六 � 3
問七 � 1
問八 � 2

問九

� 2
� 3
� 4
� 1
� 1
� 3
� 5
� 4
� 6

国語〔Ｂ方式（11/20）〕
設問 解答例

①

問一

1 3
2 3
3 2
4 4
5 5

問二
6 5
7 1
8 3

問三 9 4
問四 � 4
問五 � 1
問六 � 2
問七 � 2
問八 � 5
問九 � 4

②

問一

1 1
2 2
3 1
4 5
5 3
6 2

問二
7 2
8 3

問三
9 1
� 2

問四 � 2
問五 � 2
問六 � 3
問七 � 5
問八 � 4

問九
� 5
� 1

問十

� 1
� 4
� 3
� 2
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解
答
例
・
解
説

国
語〔
Ａ
方
式
〕

国
語
①

問
六　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
空
所
Ｘ
を
含
む
段
落
の
「
自
分
で
は
な
い
過
去
の
人
々
が
作
り
、
使
い
、
伝
え
て
き

た
も
の
」に「
私
た
ち
の
日
々
の
ふ
る
ま
い
」が「
依
拠
し
て
い
る
」と
い
う
点
で
、「
私
た
ち
自
身
が『
歴
史
』を
宿
し
た『
資

料
』で
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
の「
生
物
学
的
記
憶
」や
、
②
の「
遺
伝
的
記
憶
」

は
と
も
に
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
内
容
。
③
は「
歴
史
学
の
研
究
対
象
と
な
り
う
る
か
ら
」が
、
⑤
は「
社
会
の
動

き
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
」が
、
筆
者
が「（
身
体
的
）」と
い
う
言
葉
を
補
足
し
た
理
由
と
し
て
不
適
当
で
あ
る
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
文
に
「
多
様
な
文
献
資
料
の
多
角
的
な
読
解
か
ら
歴
史
的
実
態
の
解

明
が
進
み
、『
一
揆
嗷
訴
』と『
風
水
虫
害
』に
終
始
す
る
農
民
像
は
、
も
は
や
過
去
の
も
の
と
い
っ
て
良
い
」こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が「
喜
ぶ
べ
き
こ
と
」の
例
で
あ
る
の
で
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は
、「
民

俗
学
の
研
究
方
法
の
本
質
」が
、
②
は「
文
献
史
学
の
進
展
が
な
け
れ
ば
解
明
で
き
な
い
」が
、
③
は「
文
献
の
中
に
つ
ぶ

さ
に
見
出
す
こ
と
で
」が
、
④
は「
民
俗
学
の
有
用
性
を
際
立
た
せ
る
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
次
の
段
落
で
、「
歴
史
」の「
読
み
解
き
」の
例
と
し
て
、
柳

田
國
男
が
カ
タ
ツ
ム
リ
の
呼
び
名
と
い
う
現
象
に
焦
点
を
当
て
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落
で
は
、「
柳
田
は
、

こ
の
カ
タ
ツ
ム
リ
を
何
と
呼
ぶ
か
、
全
国
各
地
の
報
告
を
取
り
集
め
て
検
討
し
た
」結
果
、「
カ
タ
ツ
ム
リ
の
方
言
分
布

は
、
京
都
を
中
心
と
し
た
同
心
円
と
見
な
し
う
る
」こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
中
心
部
が
よ
り
新
し
く
、
周
辺
が
よ
り
古

い
と
い
う
時
代
差
を
読
み
取
る
こ
と
」
を
可
能
に
し
、「
空
間
的
差
異
か
ら
時
間
的
推
移
を
捉
え
る
こ
と
」
の
可
能
性
を

示
唆
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
現
象
の
変
異
体
の
分
布
傾
向
か
ら
、「
歴
史
的
変
遷
」を
読
み

取
れ
る
こ
と
を
示
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
最
後
の
段
落
で「
民
俗
資
料
」に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る「
歴
史
」は「
単
体
か

ら
は
不
可
視
だ
が
、
大
量
の
比
較
を
通
じ
て
空
間
差
か
ら
時
間
差
を
抽
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
に
合
致
す
る
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
は「
話
者
の
日
常
生
活
を
描
写
す
る
」が
誤
り
。

③
は「
同
心
円
状
に
分
布
す
る
現
象
を
収
集
し
」が
、
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
。
カ
タ
ツ
ム
リ
の
呼
び
名
と
い
う
現

象
が「
同
心
円
状
に
分
布
」し
て
い
た
こ
と
は
、
調
査
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、「
歴
史
」を
引
き
出
す
方

法
の
要
件
で
は
な
い
。
④
は「
年
長
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
遡
っ
て
い
く
」が
、
⑤
は「
様
々
な
角
度
か
ら
」「
特

別
な
人
々
の
特
別
な
歴
史
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
十　

本
文
の
構
成
を
問
う
問
題
。
本
文
で
は
、
最
初
の
段
落
で
「
民
俗
学
の
目
的
」
を
明
示
し
た
後
、「
時
を
超
え
て
伝
わ

る
資
料
」に
つ
い
て
分
類
を
提
示
し
、
民
俗
学
は「（
身
体
的
）記
憶
」と
い
う
資
料
を
特
に
重
視
し
て
扱
う
こ
と
を
説
明

し
て
い
る
の
で
、
④
は
合
致
す
る
。
そ
し
て
、「
記
録
文
書
主
義
の
罪
」を
批
判
し
た
柳
田
國
男
の
言
葉
を
引
用
し
た
後
、

文
字
を
残
せ
る
の
は「
特
別
な
人
々
」で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
の
で
③
は
合
致
す
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
文
献

資
料
の
難
点
へ
の
批
判
か
ら「
多
様
な
文
献
資
料
の
多
角
的
な
読
解
か
ら
歴
史
的
実
態
の
解
明
が
進
」ん
だ
例
を
挙
げ
て

い
る
の
で
、
⑤
は
合
致
す
る
。
さ
ら
に
、「
私
た
ち
」
を
「
無
数
の
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ
れ
た
ス
マ
ホ
の
よ
う
な

も
の
」と
い
う
意
外
な
比
喩
を
用
い
て
説
明
し
た
後
、
柳
田
國
男
の『
蝸
牛
考
』を
紹
介
し
、
民
俗
学
が
ど
の
よ
う
に
歴

史
を
読
み
解
く
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
①
は
合
致
す
る
。
②
は
「
本
質
的
に
適
切
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
は
ず

の
」が
、
本
文
の
空
所
６
を
含
む
段
落
で
、「
文
字
資
料
」は「
一
側
面
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
全
体
像
で
は
な
い
」と
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

国
語
②

問
五　

波
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
波
線
部
の「
え
も
い
は
ぬ
」は「
え
も
い
は
ず（
言
い
よ
う
の
な
い
く
ら
い
見
事
だ
）」の

連
体
形
で「
菊
」を
修
飾
し
て
い
る
。
ま
た「
そ
こ
ば
く（
た
く
さ
ん
）」と
あ
る
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
六　

登
場
人
物
の
心
情
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。波
線
部
の
前
で
、仙
人
は
客（
＝
淮
南
王
劉
安
）に
対
し
て「
さ
て
は
、汝
、

こ
の
所
に
縁
あ
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
こ
こ
は
仙
宮
な
り
。（
さ
て
は
、
あ
な
た
は
、
こ
の
場
所
に
縁
が
あ
っ
た
の
だ

な
あ
。
こ
こ
は
仙
宮
だ
。）」と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
波
線
部
に「
し
か
る
べ
し（
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
）」「
か
り
そ
め

に（
ち
ょ
っ
と
思
い
立
ち
）」「
お
ぼ
つ
か
な
し（
気
が
か
り
で
あ
る
）」と
あ
る
。
つ
ま
り
、
客
は「（
仙
宮
に
）と
ど
ま
る

こ
と
に
な
る
の
は
望
む
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
ち
ょ
っ
と
思
い
立
ち
出
て
き
た
ふ
る
里
の
こ
と
も
気
が
か
り
で
あ
る
」

と
い
う
思
い
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
八　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
波
線
部
の
前
で
、
淮
南
王
劉
安
は
「
わ
が
家
は
、
跡
か
た
な
く
な
り
て
う

せ
た
り
。（
わ
が
家
が
跡
か
た
な
く
消
え
失
せ
て
い
た
。）」と
い
う
光
景
を
見
て
老
翁
に「
こ
と
の
よ
し（
物
事
の
い
き
さ

つ
）」を
尋
ね
て
い
る
。
よ
っ
て
、
老
翁
が
答
え
た「
さ
る
こ
と
」は
淮
南
王
劉
安
の
家
が
消
え
失
せ
た
理
由
を
説
明
す
る

内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
波
線
部
の
後
に「
わ
れ
ら
が
七
世
の
お
ほ
ぢ
の
代
に
こ
そ
承
り
及
べ
れ
。（
わ
た
し
た
ち
の
七
世

代
前
の
じ
い
さ
ん
の
代
に
お
聞
き
し
た
）」
と
あ
る
。
仙
人
が
、
淮
南
王
劉
安
が
仙
宮
に
着
い
た
と
き
に
は
「
す
で
に

一
千
歳
を
へ
た
り
（
す
で
に
千
年
た
っ
た
）」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
も
ふ
ま
え
る
と
、
淮
南
王
劉
安
が
行
方
不
明
に
な
っ

て
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
た
の
で
、
そ
の
家
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
老
翁
が
述
べ
る「
さ

る
こ
と
」
と
し
て
は
「
淮
南
王
劉
安
と
い
う
人
物
が
こ
の
里
に
住
ん
で
い
た
が
、
あ
る
日
突
然
行
方
不
明
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
」と
い
う
内
容
が
適
当
で
あ
り
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
九　
（
１
）
空
所
補
充
問
題
。 

�
和
歌
の
前
書
き
で
、
そ
の
歌
の
背
景
を
述
べ
た
も
の
を
「
詞
書
」
と
い
う
の
で
、
選
択
肢

②
が
正
解
。
�【
Ａ
】の
和
歌
に
は「
い
つ
か
千
歳
を
我
は
へ
に
け
む（
い
つ
の
ま
に
か
千
年
を
送
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）」と

あ
る
。
ま
た
、【
Ｂ
】で
、
仙
人
が
、
淮
南
王
劉
安
が
仙
宮
に
着
い
た
と
き
に
は「
す
で
に
一
千
歳
を
へ
た
り（
す
で
に
千

年
た
っ
た
）」と
述
べ
て
い
た
こ
と
も
ふ
ま
え
る
と
、
素
性
法
師
は
和
歌
を
淮
南
王
劉
安
に「
な
り
き
っ
て
」詠
ん
だ
こ
と

が
わ
か
る
の
で
、
選
択
肢
③
が
正
解
。 

�【
Ｂ
】で「
こ
の
歌
の
心（
こ
の
和
歌
の
意
味
）」の
中
に「
山
路
の
菊
の
露
に
ぬ

れ
た
る
袖
の
、ほ
す
ほ
ど
も
い
ま
だ
な
き
ひ
ま
に（
山
道
で
菊
の
露
で
濡
れ
た
袖
が
乾
く
間
も
な
く
）」と
あ
る
の
で
、「
つ

ゆ
」は「
露
」と「
ご
く
わ
ず
か
の
間
」と
い
う
二
つ
の
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。 

�【
Ａ
】の
和

歌
の「
つ
ゆ
」の
よ
う
に
一
語
に
二
つ
の
意
味
を
も
た
せ
る
修
辞
法
を「
掛
詞
」と
い
う
の
で
、
選
択
肢
①
が
正
解
。 

�

空
所
の
次
の
文
に「
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、
素
性
法
師
が
若
々
し
い
姿
で
藤
原
家
隆
の
前
に
現
れ
て
、『
我
は
仙
人
な
り
。

今
も
仙
郷
に
あ
り
』と
言
っ
た
、
と
い
う
話
を
挙
げ
て
い
る
」と
あ
る
。
つ
ま
り
、【
Ｃ
】で
は
、
素
性
法
師
が
仙
人
で
あ

り
、
千
年
を
送
っ
た
の
は
素
性
法
師
自
身
の
「
体
験
」
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
選
択
肢
①
が
正
解
。 

� 『
古

今
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
の
は
九
〇
五
年
、『
新
古
今
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
の
は
一
二
〇
五
年
な
の
で
、
選
択
肢
③
が

正
解
。 

�『
新
古
今
和
歌
集
』を
藤
原
家
隆
と
と
も
に
撰
集
し
た
の
は
藤
原
定
家
な
の
で
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。 

�
陰

暦
の
九
月
九
日
を
重
陽
の
節
句
ま
た
は
菊
の
節
句
と
い
い
、
奈
良
時
代
以
降
の
日
本
で
は
宮
中
で
菊
の
宴
が
催
さ
れ
た
。

よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

　
　
　
（
２
）漢
文
の「
令
」は
使
役
を
意
味
し
、「
～
ヲ
シ
テ
～
シ
ム（
～
に
～
さ
せ
る
）」と
読
む
。
よ
っ
て
、
使
役
の
対
象
で

あ
る「
人
」に「
を
し
て
」を
続
け
て
読
ん
で
い
る
選
択
肢
⑥
が
正
解
。
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Ｂ
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式
〕

国
語
①

問
六　

傍
線
部
の
前
後
の
文
脈
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
前
で
は「
豆
腐
」と
い
う
和
食
の
食
材
、傍
線
部
の
後
で
は「
和

食
を
育
む
自
然
が
誕
生
し
た
地
質
学
的
な
背
景
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
話
題
が
転
換
し
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
部

の
後
の
「
和
食
の
本
質
に
迫
る
に
は
、
特
色
あ
る
食
材
が
ど
の
よ
う
な
自
然
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
の
か
を
き
ち
ん
と
理

解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
転
換
す
る
前
の
話
題
を
ふ
ま
え
た
主
張
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
・
③
・
④
・
⑤
は
い
ず
れ
も
本
文
の
展
開
に
合
う
も
の
で
な
い
た
め
、
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
後
で「
瀬
戸
内
海
に
は
、
高
速
潮
流
の
瀬
戸（
海
峡
）と
、
比
較
的
海

が
広
が
り
穏
や
か
な
灘
が
交
互
に
配
置
し
て
い
る
。
瀬
戸
で
は
潮
流
が
鯛
や
蛸
を
育
み
、
灘
は
泥
質
の
海
底
に
穴
子
や

鱧
が
暮
ら
す
」と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
ま
と
め
た
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は「
自
然
災
害
が
比
較
的
少

な
く
一
神
教
が
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
地
帯
」
が
、
③
は
「
日
本
か
ら
は
る
か
に
離
れ
て
い
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
プ

レ
ー
ト
」が
、
④
は「
淡
路
島
・
六
甲
山
地
と
い
う
沈
降
域
と
大
阪
湾
と
い
う
隆
起
域
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
⑤
は
、

本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の「
地
球
科
学
者
」が
、「
気
に
な
る
こ
と
」と
し
て
、「
直
近
で
は
わ
ず

か
七
三
〇
〇
年
前
」に「
発
生
し
た
超
巨
大
噴
火
」を
挙
げ
て
お
り
、「
今
後
の
一
〇
〇
年
間
に
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
、

決
し
て
安
心
で
き
な
い
確
率
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は

な
い
の
で
誤
り
。
②
は「
そ
の
差
を
も
過
大
評
価
し
な
い
」が
、
③
は「
悠
久
の
よ
う
に
感
じ
て
」が
、
④
は「
ほ
ん
の
短

い
時
間
と
錯
覚
し
が
ち
な
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
九　

本
文
の
要
旨
を
問
う
問
題
。
④
は
本
文
の
「
私
た
ち
は
、
海
の
穀
倉
地
帯
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
豊
か
な
瀬
戸
内
海
の

恩
恵
に
浴
す
一
方
で
、
直
下
型
地
震
と
い
う
試
練
も
与
え
ら
れ
て
い
る
」や
、「
日
本
列
島
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
発

生
す
る
こ
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
は
、
現
状
の
ま
ま
で
は
日
本
喪
失
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
」
と
い
う
内
容
と
合
致
す
る
。

ま
た
、
最
後
の
段
落
の「
変
動
帯
の
民
は
、
荒
ぶ
る
日
本
列
島
に
暮
ら
し
な
が
ら
和
食
文
化
を
培
っ
て
き
た
。
私
た
ち
も
、

和
食
を
い
た
だ
け
る
有
り
難
さ
を
嚙
み
し
め
な
が
ら
、
こ
の
日
本
列
島
か
ら
の
恩
恵
を
、
子
々
孫
々
も
享
受
で
き
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
強
か
に
考
え
た
い
も
の
だ
。
こ
れ
が
私
た
ち
の
世
代
の
責
任
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
う
内

容
に
も
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
ま
と
め
た
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
「
地
殻
変
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
瀬
戸
内
海
の
豊
富
な
海
産
物
が
有
効
」が
、②
は「
地
質
学
を
も
あ
わ
せ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」が
、③
は「
進

ん
だ
食
材
加
工
技
術
を
も
取
り
入
れ
て
ゆ
く
べ
き
」が
、
⑤
は「
和
食
が
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
な
く

な
っ
て
し
ま
う
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

国
語
②

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は「
御
曹
司
」が「
弁
慶
が
姿
を
御
覧
じ
」た
感
想
を
述
べ
た
台
詞
の
最
後
の
部

分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
以
前
の「
御
曹
司
」の
台
詞
や「
弁
慶
」の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
手
掛
か
り
と

し
て
選
択
肢
を
検
討
す
る
。
①
は
本
文
の「
そ
れ
も
人
間
の
者
な
れ
ば
、か
ほ
ど
に
色
黒
く
、背
高
く
は
よ
も
あ
ら
じ（
そ

れ
で
も
人
間
で
あ
れ
ば
、
よ
も
や
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
色
黒
く
、
背
が
高
い
は
ず
は
あ
る
ま
い
）」に
合
致
す
る
。
②
は
本

文
に「
西
塔
の
武
蔵
坊
弁
慶
と
て
、
日
本
一
の
を
こ
の
者
あ
り
と
聞
き
し
が（
西
塔
の
武
蔵
坊
弁
慶
と
い
っ
て
、
日
本
一

お
ろ
か
な
者
が
い
る
と
聞
い
た
が
）」と
あ
る
も
の
の
、「
鬼
で
あ
る
」と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
文
の
内
容
に
合

致
し
な
い
。
③
は
本
文
の「
愛
宕
、
比
良
の
天
狗
は
我
に
慣
れ
た
れ
ば
、
大
概
見
知
り
て
覚
ゆ
る
な
り（
愛
宕
、
比
良
の

天
狗
は
私
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
、
大
概
顔
を
見
知
っ
て
覚
え
て
い
る
）」
に
合
致
す
る
。
④
は
本
文
の
「
も
の
け
し
か
ら

ず
の
あ
り
さ
ま
や（
ど
こ
と
な
く
怪
し
げ
な
様
子
だ
な
あ
）」と
合
致
す
る
。
⑤
は
本
文
の「
八
尺
余
り
の
八
角
棒
、
左
右

に
石
突
を
す
げ
さ
せ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
金
疣
を
打
た
せ
、
中
の
手
だ
ま
り
を
ば
琴
の
糸
に
て
み
し
と
巻
き
、
弓
手
の

小
脇
に
か
い
こ
う
で
、
神
前
の
広
庭
に
仁
王
立
ち
に
ぞ
立
ち
た
り
け
る
（
八
尺
余
り
の
長
さ
の
八
角
棒
を
、
左
右
に
石

突
を
取
り
付
け
、
随
所
に
金
疣
を
打
た
せ
て
、
中
の
持
ち
手
を
琴
の
弦
で
し
っ
か
り
と
巻
い
て
、
左
手
の
脇
に
抱
え
て
、

神
社
の
広
い
庭
で
仁
王
立
ち
し
て
い
た
）」に
合
致
す
る
。
適
当
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
の
で
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
解
釈
を
問
う
問
題
。「
よ
し
」は
、
し
ば
し
ば「
～
と
も
」等
を
伴
っ
て「
た
と
え
～
で
も
」と
い
う
意
味
を
表

す
の
で
、「
よ
し
何
に
て
も
」は「
た
と
え
何
で
あ
っ
て
も
」と
い
う
意
味
に
な
る
。
残
り
の「
あ
ら
ば
あ
れ
」の「
あ
ら
ば
」

は
、「『
あ
り
』の
未
然
形
＋
ば
」の
形
で
順
接
の
仮
定
条
件「
も
し
～
な
ら
ば
」と
い
う
意
味
に
な
り
、「
あ
れ
」は「
あ
り
」

の
命
令
形
で
あ
る
の
で
、「（
そ
う
で
）あ
る
な
ら
ば（
そ
う
で
）あ
れ
」、
す
な
わ
ち「
ど
う
と
で
も
な
る
が
よ
い
」、「
な

る
よ
う
に
な
れ
」と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
で
は「
御
曹
司
」と「
弁
慶
」の
戦
闘
が
描
か
れ
て
お
り
、「
御
曹
司
」が「
何

の
宿
意
ぞ
、
御
坊
よ
。
出
家
の
姿
な
れ
ば
、
命
を
ば
助
く
る
ぞ
。
は
や
罷
り
退
け
（
私
に
何
の
恨
み
が
あ
る
の
か
、
御

坊
よ
。
出
家
し
た
姿
で
あ
る
か
ら
、
命
だ
け
は
助
け
よ
う
。
速
や
か
に
退
散
し
ろ
）」と「
弁
慶
」を
牽
制
し
た
こ
と
に
対

し
て
、「
弁
慶
」が「
安
か
ら
ず
思
ひ
て（
穏
や
か
な
気
持
ち
で
な
く
な
っ
て
）」放
っ
た
言
葉
が
傍
線
部
を
含
む
台
詞
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
次
の
段
落
に「
半
時
が
ほ
ど
こ
そ
戦
ひ
け
れ（
一
時
間
ほ
ど
戦
っ
た
）」と
あ
る
の
で
、
傍
線
部

の
後
も
戦
闘
が
継
続
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
を
含
む
台
詞
は
更
な
る
戦
闘
へ
と
発
展
す
る
よ
う
な
台

詞
で
あ
る
の
で
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
、
逆
接
の「
が
」に
続
い
て
、「
弁
慶
」は「
多
く
の
者
に
会
ひ
た
れ
ど
も
、

こ
れ
ほ
ど
に
程
な
く
、
目
算
に
も
及
ば
ず
、
負
け
た
る
こ
と
は
い
ま
だ
な
し（
今
ま
で
多
く
の
者
に
出
会
っ
た
け
れ
ど
も
、

こ
れ
ほ
ど
に
短
時
間
で
、（
勝
つ
た
め
の
）も
く
ろ
み
さ
え
立
た
ず
、
負
け
た
こ
と
は
い
ま
ま
で
な
い
）」と
、「
御
曹
司
」

に
完
敗
を
喫
し
た
こ
と
を
振
り
返
り
、「
腹
立
ち
さ
よ
（
腹
の
立
つ
こ
と
だ
）」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
返
事

も
せ
ざ
り
し（
返
事
も
し
な
か
っ
た
）」間
は
負
け
を
認
め
ら
れ
ず
、
戦
い
を
振
り
返
る
中
で「
御
曹
司
」の
実
力
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
悔
し
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
の
「
太
刀
を
取
り

上
げ
る
と
い
う
非
道
な
行
い
」は
本
文
中
に
言
及
が
な
い
の
で
誤
り
。
②
の「
相
手
を
油
断
さ
せ
よ
う
と
し
た
」は
、
傍

線
部
の
後
の「
我
が
物
な
れ
ば
惜
し
き
な
り
。
賜
び
給
へ（
私
の
物
な
の
で
惜
し
い
。
お
与
え
く
だ
さ
い
）」と
い
う
返
事

の
裏
に
あ
る「
今
の
遺
恨
を
散
ぜ
む（
今
の
遺
恨
を
解
消
し
よ
う
）」と
い
う
意
図
で
あ
り
、「
返
事
も
せ
ざ
り
し
」理
由
と

し
て
は
誤
り
。
③
は「
目
が
く
ら
ん
で
」い
た
描
写
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て「
言
葉
が
出
な
く
な
っ
て
い
た
」と
い
う

描
写
が
な
い
の
で
誤
り
。
⑤
は「
太
刀
を
取
ら
れ
た
原
因
を
考
え
て
い
た
」が
誤
り
。


