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［解答例］
国語〔Ａ方式（11/21）〕

設問 解答例
①

問一

1 4
2 1
3 2
4 1
5 2

問二

6 3
7 5
8 4
9 2
� 1

問三
� 5
� 2

問四
� 3
� 1

問五 � 3
問六 � 2
問七 � 5
問八 � 2

問九
� 7
� 5

②

問一

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

問二
8 4
9 2

問三 � 4

問四
� 1
� 4
� 5

問五 � 2
問六 � 3

問七
� 7
� 6

問八 � 5
問九 � 1

問十
� 3
� 3
� 3

国語〔Ｂ方式（11/21）〕
設問 解答例

①

問一

1 4
2 3
3 2
4 5
5 2

問二
6 2
7 3
8 4

問三

9 7
� 4
� 3
� 6
� 1

問四

� 3
� 4
� 3
� 5

問五
� 4
� 1

問六 � 4
問七 � 3
問八 � 2

問九
� 4
� 3

②

問一

1 5
2 7
3 7
4 7
5 7

問二
6 2
7 4

問三
8 2
9 5

問四 � 4
問五 � 1
問六 � 4

問七
� 4
� 5

問八

� 4
� 4
� 2
� 5
� 2

問九

� 3
� 6
� 3
� 1
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解
答
例
・
解
説

国
語〔
Ａ
方
式
〕

国
語
①

問
五　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「
そ
の
」は
、
前
の
段
落
の「
さ
ま
ざ
ま
な
活
字
や
映
像
の

メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
人
材
」に
つ
い
て
も
、「
人
材
の
発
掘
や
育
成
に
コ
ス
ト
を
払
わ
ず
、
す
で
に
出
回
っ
て
い
る
も

の
を
利
用
」し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、「
同
じ
人
物
が
何
度
も
現
れ
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
」こ
と
を
指
す
。「
そ
の
最

大
の
弊
害
」に
つ
い
て
、
傍
線
部
の
後
の
文
で「
ひ
と
り
の
人
間
が
知
っ
て
い
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
」

た
め
、「
国
民
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
情
報
に
さ
ら
さ
れ
つ
づ
け
」
る
こ
と
と
な
り
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
「
国
民
を
多

様
な
情
報
や
専
門
的
な
考
え
方
か
ら
遮
断
す
る
」こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
民
の
側
の
事
実
認
識
能
力
を
い
ち
じ
る
し
く
低

下
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
形
の
画
一
主
義
を
生
み
か
ね
な
い
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
①
・
②
・
④
・

⑤
は
合
致
す
る
。
③
は「
す
で
に
評
価
の
定
ま
っ
て
い
る
人
た
ち
」の
意
見
に
左
右
さ
れ
る
の
は「
若
手
と
さ
れ
る
人
々
」

に
限
ら
な
い
。
ま
た
、「
専
門
的
知
識
に
左
右
さ
れ
て
」も
本
文
の
内
容
に
合
致
せ
ず
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
六　

空
所
補
充
問
題
。
空
所
は「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー（
自
由
な
民
主
制
）の
存
立
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
」で
あ

り
、「
自
分
と
異
な
る
意
見
を
尊
重
し
、
そ
れ
と
」
に
続
く
部
分
で
あ
る
の
で
、「
二
つ
以
上
の
も
の
が
同
時
に
存
在
す

る
こ
と
」の
意
味
の「
共
存
」が
入
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
異
な
る
意
見
を
も
つ
者
同
士
が
、
互
い
の
意
見

を
尊
重
し
な
が
ら
存
在
す
る
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
の
で
、
①
・
③
・
④
・
⑤
は
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
文
に
「
米
国
社
会
は
、
異
質
な
社
会
的
・
文
化
的
背
景
を
も
つ
も
の

を
受
け
入
れ
つ
づ
け
て
き
た
」と
い
う「
歴
史
的
事
実
の
中
に
は
、
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
入
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、

周
辺
の
文
化
圏
か
ら
異
質
な
力
を
吸
収
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
吸
収
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
、リ
ベ
ラ
ル
・

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
、
国
民
の『
統
治
さ
れ
る
能
力
』が
鍛
え
上
げ
ら
れ
成
熟
化
す
る
過
程
で
あ
っ
た
」と
あ
り
、「『
統

治
さ
れ
る
能
力
』
を
持
つ
者
の
中
か
ら
善
き
リ
ー
ダ
ー
は
選
ば
れ
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
誰
も
が
嘆
く
昨
今

の
日
本
の
政
治
機
能
の
不
全
と『
リ
ー
ダ
ー
不
在
』は
、ま
さ
に
こ
の『
統
治
さ
れ
る
能
力
』の
不
足
と
表
裏
一
体
を
な
す
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
昨
今
の
日
本
」で「
政
治
機
能
の
不
全
と『
リ
ー
ダ
ー
不
在
』」が
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、「
知
識
の

均
質
化
」に
よ
っ
て「
異
質
な
社
会
的
・
文
化
的
背
景
を
吸
収
」す
る
機
会
が
な
く
、「『
統
治
さ
れ
る
能
力
』が
成
熟
し
て

い
な
い
」か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は
、「『
大
衆
』に
目
を

向
け
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
」が
、
②
は「
権
力
の
中
枢
に
あ
る『
大
衆
』」「
異
質
な
社
会
的
・
文
化
的
背
景
を
も
つ
も

の
を
受
容
し
て
も
政
治
機
能
の
不
全
と『
リ
ー
ダ
ー
不
在
』は
解
消
さ
れ
ず
」が
、
③
は「
次
世
代
に
向
け
た
人
の
育
成
と

シ
ス
テ
ム
の
整
備
に
時
間
を
か
け
る
」「
討
論
と
合
意
に
基
づ
く
民
主
政
治
の
意
思
決
定
が
画
一
化
さ
れ
」が
、④
は「
意

見
の
画
一
化
が
強
制
さ
れ
る
」「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
不
可
欠
な
政
治
機
能
の
不
全
及
び『
リ
ー
ダ
ー
不
在
』」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
②
に
つ
い
て
前
半
の
一
文
は
、
本
文
の
「
人
材
の
育
成
や
発
掘
に
、
一
世
代
前
ほ
ど
時

間
を
か
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」「
国
民
を
多
様
な
情
報
や
専
門
的
な
考
え
方
か
ら
遮
断
す
る
」「
統
治
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
は
も
ち
ろ
ん
重
要
で
あ
る
が
、
同
じ
く
重
要
な
の
は
、
リ
ー
ド
さ
れ
る
能
力
、
あ
る
い
は
、『
統
治
さ
れ
る
能
力
』

で
あ
ろ
う
」と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
後
半
の
一
文
は
、
本
文
の「
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
の
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
。
政
策

決
定
を
ス
ピ
ー
ド
・
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
機
構
を
集
中
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
決
定

を
民
主
的
手
続
き
に
委
ね
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る『
参
加
』を
標
榜
す
る
近
年
の
時
代
の
流
れ
と
逆
行
す
る

シ
ス
テ
ム
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
の『
国
家
統
治
』に
必
要
な
精
神
的
態
度
は
、
こ
う
し
た『
矛
盾
』を
矛

盾
し
な
い
形
に
峻
別
し
、
使
い
分
け
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

①
は「『
参
加
』を
標
榜
す
る
近
年
の
時
代
の
流
れ
と
逆
行
し
た『
国
家
統
治
』の
シ
ス
テ
ム
の
模
索
が
必
要
」が
、③
は「
時

間
を
か
け
た
人
材
の
育
成
発
掘
に
力
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
の『
統
治
さ
れ
る
能
力
』を
成
熟
化
さ
せ
～
体
制
を
築

く
こ
と
が
必
要
」
が
、
④
は
「
民
主
政
治
に
お
い
て
時
間
が
か
か
る
と
い
う
欠
陥
は
日
本
で
一
層
深
刻
」「
国
民
の
リ
ー

ド
さ
れ
る
能
力
～
条
件
に
す
る
こ
と
が
必
要
」が
、
⑤
は「
地
球
規
模
的
な
経
済
活
動
が
拡
大
し
～
国
家
統
治
に
と
っ
て

重
要
」「
今
日
の
日
本
は
、
専
門
知
識
の
軽
視
が
国
民
の
事
実
認
識
能
力
を
い
ち
じ
る
し
く
低
下
さ
せ
、
新
し
い
形
の

画
一
主
義
を
生
み
か
ね
な
い
状
況
に
あ
る
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

国
語
②

問
六　

波
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
①
は
、
本
文
に「
御
殿
の
う
ち
よ
り『
武
内
』と
召
す（
社
殿
の
中
か
ら『
武
内
』と
お
召

し
に
な
っ
た
）」「
御
殿
よ
り
被
レ
仰
て
曰
く
、『
こ
の
女
房
あ
ま
り
に
嘆
き
申
す
こ
と
あ
り
。
よ
き
や
う
に
相
は
か
る

べ
し
』（
社
殿
よ
り
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
言
う
こ
と
に
は
、『
こ
の
女
房
が
あ
ま
り
に
嘆
き
申
す
こ
と
が
あ
る
。
よ
い
よ
う

に
取
り
計
ら
う
が
よ
い
』）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
致
す
る
。
②
は
、
本
文
に
「
武
内
申
さ
く
、『
こ
の
女
人
が
申
す
ご

と
く
に
か
な
へ
候
は
ば
、
そ
の
罪
ふ
か
く
し
て
地
獄
に
落
つ
べ
く
候
ふ
』（
武
内
が
申
す
こ
と
に
は
、『
こ
の
女
人
が
言

う
と
お
り
に
（
望
み
を
）
か
な
え
ま
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
罪
が
深
い
た
め
に
地
獄
に
墜
ち
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
』）」

に
合
致
す
る
。
③
は
、
本
文
の
「
貴
船
と
お
ぼ
し
く
て
、
白
髪
な
る
老
翁
参
り
給
ふ
。
～
承
り
て
、
北
の
門
に
出
で
て
、

北
に
向
か
ひ
て
鏑
矢
を
放
ち
給
ふ
（
貴
船
と
思
わ
れ
る
、
白
髪
の
老
翁
が
参
上
な
さ
っ
た
。
～
承
知
し
て
、
北
の
門
に

出
て
、
北
に
向
か
っ
て
鏑
矢
を
お
放
ち
な
さ
っ
た
）」が
、「
武
内
大
明
神
が
」「
鏑
矢
を
放
っ
た
」に
合
致
し
な
い
。
よ
っ

て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。
④
は「
そ
の
音
お
び
た
だ
し
く
て
聞
こ
え
け
れ
ば（
そ
の
音
が
大
き
く
聞
こ
え
た
の
で
）」に
合

致
す
る
。
⑤
は
、
本
文
の
、
八
幡
宮
の
社
殿
か
ら「
武
内
」を
召
す
声
が
し
、「
武
内
」は「
貴
船
」を
召
し
た
と
い
う
内
容

に
合
致
す
る
。

問
八　

登
場
人
物
の
心
情
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。「
こ
こ
に
本
妻
の
思
は
く
」
以
下
に
着
目
す
る
と
、「
我
、
養
子
の
娘

を
恨
み
て
こ
そ
召
し
取
り
給
へ
と
呪
詛
を
い
た
し
つ
る
を
、
罪
業
を
除
き
給
は
ん
と
の
御
方
便
に
て
中
柱
を
失
は
せ
給

へ
る
神
慮
、
よ
く
よ
く
案
ず
る
に
か
た
じ
け
な
く
尊
し
。
年
ご
ろ
相
つ
れ
て
浅
か
ら
ぬ
契
り
あ
る
夫
の
命
失
せ
ぬ
る
こ

と
、
そ
の
由
来
を
た
づ
ぬ
れ
ば
、
嫉
妬
の
ほ
む
ら
よ
り
お
こ
れ
り
。
か
へ
す
が
へ
す
も
あ
さ
ま
し
。
髪
を
そ
り
衣
を
染

め
て
誠
の
道
に
入
ら
ん
に
は
し
か
じ
（
私
は
、
養
子
の
娘
を
恨
ん
で
神
仏
に
お
召
し
取
り
く
だ
さ
い
と
呪
詛
を
い
た
し

て
し
ま
っ
た
が
、
悪
業
を
お
除
き
な
さ
ろ
う
と
い
う
ご
方
便
に
よ
っ
て
頼
り
に
し
て
い
た
夫
を
失
わ
せ
な
さ
っ
た
神
の

御
心
は
、
よ
く
よ
く
考
え
る
と
畏
れ
多
く
尊
い
も
の
で
あ
る
。
長
年
一
緒
に
い
て
浅
く
は
な
い
前
世
か
ら
の
縁
が
あ
る

夫
の
命
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
元
を
た
ど
れ
ば
、
嫉
妬
の
炎
か
ら
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
く
づ
く
驚
き
あ

き
れ
る
こ
と
だ
。
髪
を
剃
り
、
黒
染
め
の
衣
を
着
け
て
仏
道
に
入
る
の
が
最
も
よ
い
だ
ろ
う
）」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
選

択
肢
⑤
が
正
解
。

問
九　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
神
が
養
母
の
願
い
を
そ
の
ま
ま
聞
き
届
け
ず
、
養
女
で
は
な
く
養
父
を
殺

し
た
理
由
に
つ
い
て「
こ
の
女
人
が
申
す
ご
と
く
に
か
な
へ
候
は
ば
、
そ
の
罪
ふ
か
く
し
て
地
獄
に
墜
つ
べ
く
候
ふ（
こ

の
女
人
が
言
う
と
お
り
に（
望
み
を
）か
な
え
ま
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
罪
が
深
い
た
め
に
地
獄
に
墜
ち
る
こ
と
に
な
る
で

し
ょ
う
）」と
あ
る
。
よ
っ
て
、
①
の「
後
生
を
弔
う
も
の
が
い
な
く
な
っ
て
義
母
が
地
獄
に
墜
ち
る
こ
と
に
な
る
」が
本

文
の
内
容
に
合
致
せ
ず
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
・
③
は
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
。
本
文
に
「
夫
は
～
一
筋
に
念
仏

申
し
て
臨
終
正
念
に
し
て
を
は
り
け
り
。
定
め
て
弥
陀
の
来
迎
引
接
に
あ
づ
か
る
ら
ん
と
お
ぼ
え
た
り
（
夫
は
～
ひ
た

す
ら
念
仏
を
唱
え
て
心
静
か
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
臨
終
を
迎
え
た
。
き
っ
と
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
に
導
か

れ
た
と
思
わ
れ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
④
は
合
致
す
る
。
本
文
に
「
こ
の
娘
、
涙
に
む
せ
び
て
申
し
け
る
は
、『
か
や

う
に
打
ち
と
け
承
る
こ
そ
は
、
か
へ
す
が
へ
す
も
あ
り
が
た
く
候
へ
。
～
お
な
じ
く
尼
に
な
り
て
、
～
念
仏
の
御
と
ぎ

を
し
た
て
ま
つ
ら
ん
』と
て
、
二
人
の
尼
、
誠
の
道
に
ぞ
入
り
に
け
る（
こ
の
娘
が
む
せ
び
泣
き
な
が
ら
言
う
こ
と
に
は
、

『
こ
の
よ
う
に
打
ち
と
け
て
く
だ
さ
る
の
は
つ
く
づ
く
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
～
同
じ
く
尼
に
な
っ
て
、

～
念
仏
の
お
相
手
を
し
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
』
と
言
っ
て
、
二
人
の
尼
は
仏
の
道
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
）」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
⑤
は
合
致
す
る
。
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解
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国
語〔
Ｂ
方
式
〕

国
語
①

問
六　

空
所
に
適
文
を
入
れ
る
問
題
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の
「
人
間
的
因
果
性
と
神
的
因
果
性
は
悲
劇
作
品
の
中
で
混
じ
り
合
う

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、「
神
的
因
果
性
に
お
い
て
は
人
は
運
命
の
被

害
者
」で
あ
り
、「
人
間
的
因
果
性
に
お
い
て
は
、
人
は
あ
る
決
定
的
な
何
か
を
も
た
ら
し
た
加
害
者
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
」
が
、「
そ
れ
ら
は
決
し
て
混
同
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
両
方
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
空
所

を
含
む
段
落
の
例
に
あ
て
は
め
る
と
、「
ダ
イ
モ
ー
ン
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
不
幸
」は「
神
的
因
果
性
」で
あ
り
、

「
自
分
が
引
き
起
こ
し
た
不
幸
」は「
人
間
的
因
果
性
」と
な
る
が
、
こ
の
二
つ
が「
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」と
い
う
こ

と
で
あ
る
の
で
、
選
択
肢
④「
そ
の
一
方
を
他
方
に
還
元
し
な
い
」が
正
解
。
①
・
②
・
③
・
⑤
は
い
ず
れ
も「
神
的
因

果
性
」と「
人
間
的
因
果
性
」を
と
も
に
肯
定
す
る
も
の
で
な
い
た
め
、
誤
り
。

問
七　

二
重
傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
、
ス
ネ
ル
、
リ
ヴ
ィ
エ
の
「
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
行
為

と
行
為
者
の
関
係
」の
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
読
み
取
る
。
ス
ネ
ル
は「
断
固
た
る
決
断
と
い
う
心
中
の
出
来
事
こ
そ
が
人
間

の
行
動
の
本
質
を
な
す
と
い
う
考
え
」を「
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
」の
な
か
か
ら
読
み
取
り
、「
意
志
に
連
な
る
考
え
方
が
す

で
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
胚
胎
し
つ
つ
あ
っ
た
」と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
リ
ヴ
ィ
エ
は「
悲
劇
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
に
重
要
な
の
は
、
人
間
が
断
固
た
る
決
意
で
何
か
を
や
ろ
う
と
し
て
も
神
的
な
運
命
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
」と
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
は「
悲
劇
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち
に
は（
人
間
的
因
果
性
に
お
け
る
）

加
害
者
で
あ
る
側
面
と（
神
的
因
果
性
に
お
け
る
）被
害
者
で
あ
る
側
面
が
混
ざ
り
あ
っ
て
」お
り
、「
そ
の
両
方
が
肯
定

さ
れ
て
い
る
」と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
ま
と
め
た
選
択
肢
③
が
正
解
。
①
は「
意
志
の
概
念
を
見
出
そ

う
」「
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
行
わ
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
」
が
、
②
は
「
超
人
的
な
力
を
重
ん
じ
て
人
間
を
加
害
者
と

見
よ
う
と
し
」「
人
間
を
免
罪
」「
共
感
し
て
い
る
」が
、
④
は「
人
間
が
為
し
た
こ
と
が
思
わ
ぬ
効
果
を
持
っ
て
し
ま
う

こ
と
を
重
視
」「
二
つ
の
状
況
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
断
言
」
が
、
⑤
は
「
神
的
因
果
性
を
人
間
的
因
果
性
と

誤
っ
て
認
識
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

二
重
傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
本
文
に
「
行
為
と
行
為
者
の
関
係
が
～
そ
れ
を
常
に
意
志
を
通
じ
て
と
ら

え
よ
う
と
す
る
現
代
と
は
違
う
形
で
存
在
し
て
い
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
近
代
的
な
自
立
し
た
人
間
像
」
と
は
、
自

ら
の
意
志
で
行
動
す
る
人
間
像
、
つ
ま
り「
決
意
に
よ
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
人
間
像
」だ
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
②
が
正
解
。
①
は「
意
図
を
持
っ
て
い
る
」だ
け
で
は
不
足
な
の
で
、
誤
り
。
③
は「
責
任
を
取
る
」が
、
誤
り
。
④
・

⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
九　

Ａ
群　

本
文
に
「
神
的
因
果
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
」
と
、「
不
思
議
な
こ
と
に
、
次
第
に
そ
の
人
が
自
分
の
行
動
の

責
任
を
引
き
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
①
は
合
致
す
る
。
本
文
に「
帰
責
性
は
社
会
に
と
っ
て
と

て
も
大
切
な
こ
と
」で
あ
り
、「
引
き
起
こ
さ
れ
た
罪
の
帰
属
先
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、法
律
の
根
幹
を
な
す
と
い
っ

て
も
よ
い
考
え
方
」だ
が
、「
帰
責
性
と
責
任
は
同
じ
で
は
」な
く
、「
帰
責
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
が
責
任
を

感
じ
る
と
は
限
ら
な
い
」と
あ
る
の
で
、
②
は
合
致
す
る
。
本
文
に
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の「
神
的
因
果
性
と
人
間
的
因
果
性

の
同
時
肯
定
」と
同
じ
思
想
が
、「
最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
当
事
者
研
究
に
も
」「
見
出
せ
る
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
③
は

合
致
す
る
。
④
は
本
文
に「
帰
責
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
人
が
責
任
を
感
じ
る
と
は
限
ら
な
い
」と
あ
る
が
、「
責

任
を
心
か
ら
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
主
体
の
意
志
の
強
さ
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
」
と
い
う
内
容
は
な
い

の
で
、
本
文
の
内
容
に
合
致
せ
ず
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

　
　

Ｂ
群　

本
文
に「
故
意
に
や
っ
た
こ
と
を『
～（
へ
コ
ー
ン
）』と
い
い
、故
意
で
は
な
く
行
っ
た
こ
と
を『
～（
ア
コ
ー
ン
）』

と
い
い
」、「
意
志
の
概
念
は
な
く
て
も
、
た
と
え
ば
殺
人
と
過
失
致
死
と
を
区
別
す
る
概
念
装
置
は
あ
っ
た
」
と
あ
る

の
で
、
①
は
合
致
す
る
。
本
文
に
「
行
為
と
行
為
者
の
関
係
が
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
常
に
意
志
を
通
じ
て

と
ら
え
よ
う
と
す
る
現
代
と
は
違
う
形
で
存
在
し
て
い
た
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
②
は
合
致
す
る
。
本
文
に「
近
代
的
な

考
え
方
」で
は「
神
的
因
果
性
を
認
め
る
こ
と
は
そ
の
人
を
免
罪
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
的
因
果
性
に
注
目
す

る
こ
と
は
～
運
命
の
力
を
無
視
す
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
④
は
合
致
す
る
。
本
文
に
、

ヴ
ェ
ル
ナ
ン
の
考
え
方
で
は
、「
悲
劇
に
お
け
る
登
場
人
物
た
ち
に
は
加
害
者
で
あ
る
側
面
と
被
害
者
で
あ
る
側
面
が

混
ざ
り
あ
っ
て
」「
そ
れ
ら
は
決
し
て
混
同
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
両
方
が
肯
定
さ
れ
て
」
お
り
、「
人
は
加
害
者
で
あ

る
が
被
害
者
で
あ
り
、
被
害
者
で
あ
る
が
加
害
者
で
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
被
害
者
で
あ
る
か
加
害
者
で

あ
る
か
は
決
定
で
き
な
い
」が
本
文
の
内
容
と
一
致
せ
ず
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

国
語
②

問
四　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
文
に
、「
そ
の
十
の
数
知
り
し
に
や（
そ
の
十
の
数
を
知
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
）」と
あ
る
。
ま
た
、
前
の
部
分
で「
た
ぬ
き
」が「
十
筋
み
な
い
」た
の
を
見
は
か
ら
っ
て「
上
に
か
づ
き
し

物
（
う
え
に
か
ぶ
っ
て
い
た
鍋
）」
を
わ
き
へ
の
け
て
、
飛
び
か
か
っ
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選

択
肢
④
が
正
解
。

問
五　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
は「
ま
し
て
～
を
や
」の
形
で
、
あ
る
例
を
挙
げ
て
、
他
を
類
推
し
て
い
る
。

ま
た
、
傍
線
部
の
前
の
文
に「
た
ぬ
き
す
ら
そ
れ
を
く
り
て
う
か
が
ふ（
た
ぬ
き
さ
え
も
そ
れ
を
数
え
て
様
子
を
う
か
が

う
）」と
あ
る
の
で
、
矢
の
数
を
数
え
て
、
十
本
射
っ
た
と
こ
ろ
で
飛
び
か
か
っ
て
き
た「
た
ぬ
き
」の
例
を
挙
げ
、「
ま

し
て
や
人
の
悪
知
恵
な
ど
は
た
ぬ
き
よ
り
さ
ら
に
悪
質
で
あ
る
の
で
気
を
つ
け
た
方
が
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
九　
（
４
）　
「
再
斯
可
矣
」は
、「
三
思
而
後
行（
三
回
思
案
し
て
か
ら
行
う
）」と
い
う「
季
文
子
」に
対
す
る「
子（
孔
子
）」の

発
言
で
あ
り
、「
再
び
せ
ば
斯
れ
可
な
り
」と
読
み
、「
二
度
思
案
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
」の
意
味
。
ま
た
、『
御
伽
物
語
』

に
お
け
る
筆
者
の
主
張
は
、
本
文
の
最
後
で「
四
明
年
に
こ
と
く
ど
き
人
も
、
我
に
お
い
て
う
る
さ
し（
念
が
入
り
す
ぎ

て
く
ど
い
人
も
、
私
に
は
う
る
さ
く
思
わ
れ
る
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
気
を
つ
け
心
を
く
ば
ら
ば
、
も
の
ご
と
よ

く
と
と
の
ふ
べ
き
も
の
を
や（
気
を
つ
け
て
心
を
配
る
な
ら
ば
、
物
事
は
よ
く
成
就
す
る
は
ず
で
あ
る
）」が
、「
あ
ま
り

念
を
入
れ
す
ぎ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
」と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
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