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［解答例］
国語〔Ａ方式（11/22）〕

設問 解答例
①

問一

1 4
2 2
3 1
4 5
5 2

問二

6 6
7 5
8 1
9 3

問三 � 1
問四 � 5
問五 � 1
問六 � 3
問七 � 1
問八 � 4

②

問一
1 2
2 5
3 8

問二 4 5

問三

5 5
6 2
7 4
8 4

問四 9 2
問五 � 3
問六 � 5

問七

� 3
� 2
� 1
� 5
� 5
� 4
� 6
� 1
� 3

国語〔Ｂ方式（11/22）〕
設問 解答例

①

問一

1 4
2 5
3 2
4 3
5 2

問二

6 2
7 3
8 6
9 1
� 5

問三
� 5
� 3

問四 � 2

問五
� 5
� 3
� 4

問六 � 4
問七 � 5
問八 � 2

② 問一 1 3
問二 2 4
問三 3 5
問四 4 4

問五

5 2
6 1
7 2
8 4
9 4

問六
� 3
� 2
� 4

問七 � 3
問八 � 4

問九
� 5
� 3

問十

� 1
� 5
� 3
� 3



解
答
例
・
解
説

国
語〔
Ａ
方
式
〕

国
語
①

問
三　

空
所
に
適
文
を
入
れ
る
問
題
。
空
所
の
前
に
「
科
学
技
術
者
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
認
識
を
示
す
お
も
し
ろ

い
ジ
ョ
ー
ク
が
あ
る
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
空
所
に
は
一
般
の
人
の
、「
科
学
技
術
者
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
認

識
」を
表
す
文
が
入
る
こ
と
が
わ
か
る
。ジ
ョ
ー
ク
の
中
の
科
学
者
の
発
言
は
、専
門
用
語
や
数
値
を
用
い
る
こ
と
で「
固

い
、
話
が
お
も
し
ろ
く
な
い
」
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
、
選
択
肢
①
が
正
解
。
ま
た
、
こ
の
ジ
ョ
ー
ク
で
は
、
悲

観
論
者
・
楽
観
論
者
・
科
学
者
が
対
比
さ
れ
て
お
り
、
空
欄
に
は
「
科
学
者
」
に
対
す
る
認
識
が
入
る
こ
と
か
ら
、「
悲

観
的
」、「
悲
観
論
者
」と
い
う
言
葉
を
含
む
②
、
⑤
は
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
③
は「
皮
肉
屋
だ
」が
誤
り
。
④
は
本
文
に
そ

の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
四　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
本
文
に
よ
れ
ば
、「
科
学
に
つ
い
て
語
る
」
と
き
、「
従
来
の
流
儀
で
は
、
い
わ
ゆ
る

科
学
技
術
の『
専
門
家
』が
情
報
を
与
え
、『
素
人
』が
そ
れ
を
拝
聴
す
る
と
い
う
構
図
」と
な
り
、「
一
方
通
行
的
な
意
識

に
立
っ
た
も
の
と
な
り
が
ち
」で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
流
儀
で
は「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
り
立
た
な
い
」こ
と
を

筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
原
因
と
し
て
、「
専
門
の
細
分
化
に
と
も
な
い
、
科
学
技
術
者
が
異
分
野
の
人

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
」や
、「
一
般
に
、
科
学
は
難
し
い
も
の
、
取
っ
つ

き
に
く
い
も
の
と
い
う
認
識
が
蔓
延
し
て
い
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
⑤
が

正
解
。
①
は「
意
欲
が
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」が
、
②
は「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
一
つ
の
専
門
技
術
と
し
て

細
分
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」が
、
③
は「
意
欲
的
な『
素
人
』に
啓
蒙
的
な
知
識
伝
達
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
」、「
科

学
技
術
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
意
欲
も
お
し
な
べ
て
薄
れ
て
し
ま
っ
た
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
④
は
、
本
文
に

そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
六　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
筆
者
は
傍
線
部
の
後
の
文
で
、
科
学
者
が
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
よ

う
な
場
に
登
場
す
る
こ
と
の
「
本
人
に
と
っ
て
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
は
、
第
三
者
に
自
分
の
科
学
を
語
る
こ
と
自
体
が

思
わ
ぬ
発
見
に
つ
な
が
り
う
る
こ
と
」で
あ
り
、
そ
れ
は「
社
会
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
③
が
正
解
。
①
・
⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。
②
は

「
科
学
の
諸
分
野
の
統
合
が
も
た
ら
さ
れ
る
」が
、
④
は「
科
学
者
で
は
な
い
人
に
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「
こ
ん
な
の
」と
は
、
前
の
段
落
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、「
デ

イ
ナ
セ
ン
タ
ー
」で
開
か
れ
て
い
る
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
指
し
て
お
り
、「
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
行
な
わ
れ
る
本
来

の
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
が
ミ
ニ
コ
ミ
だ
と
し
た
ら
、
マ
ス
コ
ミ
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
目
指
し
た
の
が
デ
イ
ナ
セ
ン
タ
ー
の

サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
の
後
の
段
落
で
、
日
本
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
サ
イ
エ

ン
ス
カ
フ
ェ
の
様
式
や
イ
ベ
ン
ト
が
試
行
錯
誤
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
筆
者
は
「
各
地
の
実
情
に
合
っ

た
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
の
実
現
」
に
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
①

が
正
解
。
②
は「
マ
ス
コ
ミ
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
目
指
す
方
向
に
か
じ
を
切
る
の
は
や
む
を
得
な
い
」が
、
③
は「
自
身
と

し
て
は
日
本
の
実
情
に
密
着
し
た
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
立
ち
あ
げ
る
」が
、
④
は「
日
本
ロ
ー
カ
ル
の
ミ
ニ
コ
ミ
的
サ

イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
世
界
進
出
さ
せ
る
と
い
う
理
想
を
抱
い
て
い
る
」が
、
⑤
は「
ダ
ラ
ス
氏
の
理
想
を
一
つ
の
極
論
と

し
て
」「
筆
者
自
身
の
計
画
す
る
地
域
に
根
ざ
し
た
サ
イ
エ
ン
ス
カ
フ
ェ
を
対
置
す
る
」が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述

は
な
い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
か
ら
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
本
文
に
、「
困
る
の
は
、
科
学
技
術
に
対
す
る
不
信
感
が
芽
生
え
る
こ
と

で
あ
る
」と
あ
り
、
筆
者
は「
科
学
技
術
は
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
の
安
心
・
安
全
を
保
証
し
て
く
れ
る
の
か
と
い
う
疑

念
、
あ
る
い
は
無
力
感
」
が
、「
反
科
学
や
偽
科
学
、
怪
し
げ
な
宗
教
の
台
頭
を
招
き
か
ね
な
い
」
こ
と
を
懸
念
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は
、
本
文
の
「
科
学
技
術
に
対
す
る
関
心

度
の
低
下
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
い
い
」
と
合
致
し
な
い
た
め
誤
り
。
②
・
③
・
⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い

の
で
誤
り
。

国
語
②

問
四　

波
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
波
線
部
の
前
の
部
分
に「
一
日
の
身
命
を
助
け
が
た
き
ほ
ど
の
貧
窮
の
者
な
り（
一
日

の
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
貧
窮
し
て
い
る
者
で
あ
る
）」
と
あ
る
。
ま
た
、
波
線
部
の
後
の
部
分
に
「
夢
想

に
聖
人
来
た
り
て
曰
く
、『
汝
は
、
前
生
無
二
施
心
一
故
に
、
貧
窮
に
生
ま
れ
た
り
～
』（
夢
に
聖
人
が
出
て
き
て
言
う

こ
と
に
は
、『
お
前
は
、
前
世
で
施
し
の
心
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
貧
困
の
者
と
し
て
う
ま
れ
た
～
』）」と
あ
る
。
よ
っ

て
、
男
が
し
っ
か
り
食
事
を
し
て
い
な
か
っ
た
理
由
は
、
前
世
で
の
所
行
の
報
い
に
よ
る
貧
困
か
ら
、
わ
ず
か
な
食
糧

し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
五　

波
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
波
線
部
の
理
由
は
、
傍
線
部
Ａ
で
、「
主
だ
に
死
す
れ
ば
、
力
用
失
せ
て
、
隠
れ
蓑
、

隠
れ
笠
も
顕
は
れ
見
ゆ
る
な
り
」と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
主
」で
あ
る「
鬼
」が
死
ん
だ
の
で
、「
隠
れ
蓑
」「
隠
れ
笠
」の

効
力
が
消
え
て
、「
鬼
」
自
身
も
、「
隠
れ
蓑
」「
隠
れ
笠
」
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択

肢
③
が
正
解
。

問
六　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
男
は
一
日
の
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
貧
窮
し
、「
は
か
ば
か

し
く
食
事
も
せ
ぬ
身
」
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
塔
の
心
柱
を
立
て
る
仕
事
を
手
伝
い
、「
思
は
ぬ
ほ
か
に
被
レ
因
、

非
能
の
力
を
尽
く
し
て
疲
れ
た
る
か
な
」と
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
択
肢
①
は
合
致
す
る
。「
心
柱
に
手
を
付
け
て

結
縁
し
た
り
し
故
に
、
宝
塔
の
利
生
に
て
、
如
レ
此
鬼
の
二
宝
を
授
け
た
り
（
心
柱
に
手
を
付
け
て
仏
道
に
入
る
縁
を

結
ん
だ
た
め
に
、
宝
塔
の
ご
利
益
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
鬼
の
二
宝
を
授
け
た
）」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
選
択
肢
②
は

合
致
す
る
。
男
が
鬼
の
蓑
笠
を
は
い
で
行
く
と
、「
知
人
に
行
き
あ
ひ
、
あ
る
い
は
家
に
行
き
た
れ
ど
も
、
た
れ
も
何

と
も
言
は
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
の
姿
も
、
蓑
笠
も
見
え
な
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
は

合
致
す
る
。「
こ
れ
は
、
鬼
の
持
た
る
隠
れ
蓑
、
隠
れ
笠
な
り
」と
わ
か
っ
た
男
は
、
人
の
家
か
ら
物
を
取
る
こ
と
を
く

り
返
し
、「
如
レ
此
す
る
ほ
ど
に
、
財
宝
充
満
せ
り（
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
と
、
財
宝
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
）」と
あ

る
こ
と
か
ら
、
選
択
肢
④
は
合
致
す
る
。
男
の
夢
に
現
れ
た
聖
人
は
、
男
が
心
柱
に
手
を
付
け
る
こ
と
で
仏
道
に
入
る

縁
を
結
ん
だ
た
め
に
、
隠
れ
蓑
と
隠
れ
笠
を
授
け
た
と
説
明
し
、「
信
心
を
致
し
て
、
親
の
た
め
塔
を
建
て
、
所
願
成

就
す
べ
し（
神
仏
の
力
を
信
じ
て
祈
り
、
親
の
た
め
に
塔
を
建
て
、
願
い
を
か
な
え
る
が
よ
い
）」と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ

て
、
選
択
肢
⑤
の「
い
ず
れ
そ
の
報
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」が
本
文
の
内
容
に
合
致
せ
ず
、
選
択
肢
⑤
が

正
解
。
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方
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〕

国
語
①

問
四　

空
所
補
充
問
題
。
空
欄
Ａ
に
入
る
語
は
、「『
あ
す
と
ら
か
ん
』
と
い
う
言
葉
」「
古
代
の
象
」「
夢
」
で
あ
り
、「
在
り

し
日
の
歌
」の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
言
葉
に
つ
い
て
、「
あ
る
と
き
の
空
と
雲
の
あ
り
方
の
正
確
な
ジ
ョ
ジ
ュ

ツ
」で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
概
念
に
よ
る
と
、
Ａ
は「
意
味
す
る
も
の
＝
言
葉
そ
の
も

の
」に
対
す
る「
観
念
」で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、
Ａ
は
言
葉
の
も
つ「
イ
メ
ー
ジ
」で
あ
る
と
わ
か
る
。

ま
た
、
空
欄
Ｂ
を
含
む
段
落
の
冒
頭
に
「
詩
の
言
葉
は
、
～
く
も
り
ガ
ラ
ス
み
た
い
な
も
の
で
、
～
ガ
ラ
ス
自
体
の
存

在
が
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
あ
る
」「
音
と
か
目
で
見
た
と
き
の
字
の
感
じ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
大
切
」と
あ
り
、
詩

の
中
で
は
言
葉
が
、そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、Ｂ
は「
も
の
」

が
適
当
。
以
上
か
ら
、
空
欄
Ａ
・
Ｂ
と
も
に
適
当
な
語
と
な
っ
て
い
る
選
択
肢
②
が
正
解
。
な
お
、
Ａ
を「
内
容
」や「
対

象
」と
す
る
と
、
直
後
の「
ま
た
は
観
念
」に
合
わ
な
い
た
め
、
選
択
肢
①
・
④
は
誤
り
。
Ａ
を「
形
式
」と
す
る
と
、「
形

式
」は「
意
味
さ
れ
る
も
の
」で
は
な
く
、
直
前
の「
意
味
さ
れ
る
も
の
＝
」に
合
わ
な
い
た
め
、
選
択
肢
③
・
⑤
は
誤
り
。

さ
ら
に
、
Ｂ
を「
内
容
」と
す
る
と
、
後
の
文
の「
同
時
に
意
味
が
そ
れ
に
重
な
っ
て
く
る
」に
合
わ
な
い
た
め
、
選
択
肢

⑥
は
誤
り
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
文
に「
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
葉
で
は
、《signifiant

》と《signifié

》

の
両
方
が
大
切
で
す
。
音
と
か
目
で
見
た
と
き
の
字
の
感
じ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も
大
切
で
す
」
と
あ
り
、
詩
に
お

い
て
は「
意
味
さ
れ
る
も
の
」だ
け
で
な
く
、「
意
味
す
る
も
の
」も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
傍

線
部
は
、
詩
人
は「
ガ
ラ
ス（
言
葉
が「
話
さ
れ
た
と
き
の
音
や
書
か
れ
た
と
き
の
形
」）を
見
る
と
同
時
に
、
外
の
景
色

（「
言
葉
が
も
つ
意
味
」）を
見
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
・
⑤
は
、

本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。
②
は「
言
葉
の
透
明
性
を
重
視
す
る
」が
、
③
は「
ほ
と
ん
ど
重
視
し
て

い
な
い
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
文
に
「
す
べ
て
の
詩
の
翻
訳
は
、
意
味
の
訳
で
あ
る
と
同
時
に
、

原
作
の
言
葉
そ
の
も
の
の
も
っ
て
い
る
味
わ
い
の
、
別
の
言
葉
で
の
つ
く
り
替
え
、
つ
ま
り
、
創
作
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
し
ょ
う
」と
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
の
翻
訳
で
は
、
原
作
の
意
味
を
単
に
訳
す
だ
け
で
は
な
く
、「
原
作
の
言
葉
そ
の

も
の
の
も
っ
て
い
る
味
わ
い
」を
も
た
ら
し
て
い
る「
意
味
す
る
も
の
」を
別
の
言
葉
で
表
現
し
直
す
こ
と
に
な
る
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
・
③
・
④
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は

な
い
の
で
誤
り
。
②
は「『
意
味
さ
れ
る
も
の
』を
も
超
え
る
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
」が
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
か
ら
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
を
含
む
段
落
に
「
詩
に
お
け
る
言
葉
の
使
い
方
は
、
日
常
生
活
に

お
け
る
使
い
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
て
」、「
そ
う
い
う
特
徴
は
、
詩
ば
か
り
で
な
く
、
多
か
れ
少
か
れ
文
学
一
般

に
つ
い
て
も
い
え
る
」と
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
の
中
で
育
ま
れ
る「
実
体
と
し
て
の
言
葉
に
対
す
る
感
覚
」の
違

い
が
、
作
家
ご
と
の
文
体
の
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
②

が
正
解
。
①
・
③
・
⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。
④
は
、「
自
ら
の
感
性
や
思
考
の
自
然
な

流
れ
に
即
し
て
」が
誤
り
。

国
語
②

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
Ａ
は
、「
明
る
い
」を
意
味
す
る
形
容
詞「
あ
か
し
」に
過
去
の
助
動
詞「
け
り
」

が
付
い
て
い
る
た
め
、「
月
が
明
る
か
っ
た
夜
」
と
い
う
現
代
語
訳
と
な
る
。
ま
た
、
傍
線
部
Ｂ
は
、「
夜
明
け
ま
で
過

ご
す
」と
い
う
意
味
の
動
詞「
あ
か
す
」に
、
尊
敬
の
助
動
詞「
す
」・
尊
敬
の
補
助
動
詞「
給
ふ
」が
付
い
て
い
る
た
め
、「
南

面
で
夜
明
け
ま
で
過
ご
さ
れ
る
」と
い
う
現
代
語
訳
と
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。「
か
の
恨
み
」は「
あ
の
未
練
」、「
い
ま
だ
消
え
失
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
」は「
ま
だ
消
え

失
せ
て
い
な
い
の
で
」と
い
う
意
味
で
あ
る
た
め
、
傍
線
部
は「
あ
の
こ
と
を
残
念
に
思
う
気
持
ち
が
、
ま
だ
無
く
な
っ

て
い
な
い
の
で
」と
い
う
現
代
語
訳
と
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
傍
線
部
の
前
の
文
に
、「
貞
敏
が
た
め
に

今
一
曲
を
残
し
て
、
再
会
長
く
黙
止
せ
り
（
貞
敏
に
伝
え
る
べ
き
曲
を
一
曲
残
し
た
ま
ま
再
会
で
き
な
か
っ
た
）」、
傍

線
部
の
直
後
に「
こ
の
曲
を
君
に
奉
り
、
す
み
や
か
に
妄
念
を
払
ひ
、
執
心
を
休
め
侍
る
べ
し（
こ
の
曲
を
あ
な
た
様
に

伝
え
る
こ
と
で
、
迷
い
を
払
い
執
着
心
を
安
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
）」と
あ
る
よ
う
に
、
廉
承
武
の
霊
は
残
念
な
気
持

ち
に
と
ら
わ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
九　

Ａ
群　

廉
承
武
の
霊
は
、「
仙
雲
に
乗
り
て
、
た
だ
今
、
空
を
過
ぎ
侍
る
に
、
御
琵
琶
の
散
音
ら
う
た
く
し
て（
仙
雲

に
乗
っ
て
、た
だ
今
、空
を
通
り
過
ぎ
る
と
き
に
、あ
な
た
様
の
琵
琶
の
演
奏
が
美
し
く
て
）」、そ
の
美
し
さ
に「
心
茫
々

た
り
。
仙
術
、
験
を
失
ひ
て
、
既
に
こ
こ
に
推
参
を
企
つ
る
（
う
っ
と
り
と
な
る
あ
ま
り
、
仙
術
が
解
け
て
し
ま
い
、

こ
こ
を
訪
れ
ま
し
た
）」と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
廉
承
武
の
霊
は
以
前
か
ら
源
高
明
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
選
択
肢
⑤
が
問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
。
①
は「
恐
ろ
し
く
思
っ
て
」が
、
②
は「
あ
な
ど
る
気
持
ち
」が
、
③

は「
恐
ろ
し
い
姿
を
見
せ
て
」が
、
④
は「
霊
の
話
に
驚
き
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

　
　
　

Ｂ
群　

本
文
の
最
後
の
段
落
に
、「
古
事
談
と
て
、
江
帥
卿
の
書
き
お
き
給
へ
る
物
語
に
は
、
村
上
の
聖
主
、
清
涼

殿
に
し
て
玄
上
を
あ
そ
ば
さ
れ
け
る
に
、
こ
の
霊
、
孫
廂
に
推
参
の
よ
し
を
記
し
給
へ
る
と
か
や
。
さ
し
も
の
才
卿
、

定
め
て
見
給
ふ
所
こ
そ
侍
ら
め
ど
も
、
村
上
の
帝
は
御
筝
ば
か
り
な
り
。
御
琵
琶
の
沙
汰
は
、
有
り
と
も
承
ら
ず（『
古

事
談
』と
い
っ
て
、
大
江
匡
房
卿
が
書
き
残
さ
れ
た
物
語
に
は
、
村
上
天
皇
が
清
涼
殿
で
玄
上
を
お
弾
き
に
な
っ
た
お
り
、

こ
の
霊
が
孫
廂
に
参
上
し
て
こ
の
曲
を
伝
え
た
と
書
か
れ
て
い
る
と
か
。
学
才
の
優
れ
た
卿
の
こ
と
で
す
か
ら
、
何
か

典
拠
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
村
上
天
皇
は
筝
ば
か
り
を
お
弾
き
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
琵
琶
を
お
弾
き
に
な
っ
た
と

は
承
っ
て
お
り
ま
せ
ん
）」と
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
は
、
村
上
天
皇
が
筝
ば
か
り
を
弾
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
霊
か
ら
琵

琶
の
曲
を
伝
え
ら
れ
た
と
す
る『
古
事
談
』の
内
容
に
対
し
て
疑
問
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
清
涼
殿
」は
天
皇
の
日

常
の
居
所
で
あ
り
、宮
中
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
、選
択
肢
③
の「
こ
の
話
の
本
当
の
舞
台
は
宮
中
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
」

が
問
題
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
。
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