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1．試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。 

 

2．解答する途中で、ページの落丁・乱丁や印刷不鮮明の箇所および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙
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3．HB の黒鉛筆を使用し、訂正する場合は消しゴムで完全に消してからマークしてください。 

 

4．氏名を記入し、番号欄を正しくマークしてください。 

 

5．試験終了の合図と同時に解答を止め、鉛筆を置いてください。 

 

6．解答用紙は試験官の指示に従って提出してください。 
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問
題
一 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

『
竹
取
物
語
』
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
読
み
や
す
い
物
語
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
の
理
解
に
は
古
典
語
の
文
法
や
、
古
典
語
の
語
彙
に
通
じ

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
が
、
ほ
ぼ
自
分
た
ち
の
言
葉
で
あ
っ
た
時
代
の
女
性
に
と
っ
て
は
、
１

こ
れ
は
ま
こ
と
に
興
味
津
々
た
る
物
語

で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
物
語
は
、
竹
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
三
寸
ば
か
り
の
少
女
が
た
ち
ま
ち
に
し
て
成
長
し
、
五
人
の
男
性
に
言

い
寄
ら
れ
る
。
そ
の
一
人
一
人
に
難
題
を
課
し
て
、
男
性
が
虚
偽
の
申
し
立
て
を
す
る
の
を
一
つ
ず
つ
暴
露
し
て
行
く
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
天
皇
か

ら
求
婚
さ
れ
る
。

―
そ
う
し
た
こ
と
が
当
時
の
宮
廷
・
貴
族
の
夢
見
勝
ち
な
女
性
に
と
っ
て
、
ど
ん
な
に
破
天
荒
な
幸
福
・
悦
楽
で
あ
っ
た
こ
と
か
。

し
か
も
か
ぐ
や
姫
は
そ
れ
を
拒
否
し
て
、
自
分
は
月
世
界
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
、
秋
の
名
月
の
夜
に
昇
天
し
て
し
ま
う
。 

愛
さ
れ
た
い
と
か
、
昇
天
し
て
し
ま
い
た
い
と
か
い
う
、
女
性
の
本
能
的
な
願
望
を
見
事
に
満
足
さ
せ
る
よ
う
に
こ
の
作
品
は
書
か
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
若
い
女
性
を
目
指
し
て
作
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
に
は
、
日
本
の
古
典
そ
の
他
に
通
じ
た
人
間
で
な
け
れ
ば
名
づ

け
る
こ
と
の
出
来
な
い
よ
う
な
学
問
的
な
裏
づ
け
の
あ
る
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
文
体
に
は
漢
文
訓
読
に
だ
け
見
え
る
よ
う
な
語
句
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
が
漢
文
の
世
界
に
な
じ
ん
だ
し
か
る
べ
き
男
の
文
章
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
竹
取
物
語
』
は
、
下
級

官
人
が
、
宮
廷
の
若
い
女
性
の
歓
心
を
求
め
て
造
形
し
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
女
手
に
よ
る
『
古
今
集
』
の
成
立
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
世
界
を
導
き

出
し
た
。 

し
か
し
、
女
手
が
本
当
に
女
手
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
の
は
、
男
性
が
女
手
を
使
っ
て
女
性
の
た
め
の
文
藝
を
産
出
し
た
場
合
で
は
な
か
っ
た
。

女
が
自
分
自
身
の
た
め
に
、
自
分
自
身
の
生
命
を
こ
れ
に
よ
っ
て
刻
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
２

こ
こ
に
女
手
の
真
実
の
意
味
、
本
当

の
価
値
が
あ
る
。 

ま
ず
そ
の
第
一
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
で
あ
る
。 

こ
れ
は
一
人
の
受
領
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
女
性
が
、
時
の
権
力
者
の
第
二
夫
人
と
な
っ
た
と
き
に
当
然
味
わ
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
女
の
苦
し
み
を
、

あ
ら
わ
に
記
し
た
日
記
風
の
文
章
で
あ
る
。 

女
手
で
日
記
を
書
く
こ
と
は
、
太
后
穏
子
の
い
わ
ゆ
る
『
太
后
日
記
』
の
例
が
す
で
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、 

太
后
御
記
云 

お
と
ど
の
御
賀
を
実
頼
の
中
将
つ
か
う
ま
つ
れ
り 

四
尺
の
御
屛
風
よ
ろ
こ
び
御
て
を
う
へ
に
か
か
せ
た
て
ま
つ
ら
せ
給 

こ
の
よ
う
に
実
務
的
な
記
録
を
中
心
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
女
手
で
書
い
た
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
持
つ
意
味
は
、
そ
う
し
た
実
務
的
な
日
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常
の
記
録
を
、
女
が
自
ら
書
き
得
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
３

な
ま
の
言
葉
、
つ
ま
り
自
分
が
母
親
か
ら
教
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
精
神

と
能
力
と
を
養
い
育
て
て
来
た
言
葉
を
使
っ
て
、
女
が
女
と
し
て
生
き
る
喜
び
と
苦
し
み
と
を
あ
り
あ
り
と
書
き
込
む
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
著
者
の
父
親
は
、
文
章
生
出
身
の
、
受
領
階
級
の
一
人
で
あ
っ
た
。
衛
府
の
下
級
官
人
と
し
て
務
め
て
い
た
と
き
に
、

そ
の
娘
、
当
時
、
日
本
の
三
美
人
の
一
人
と
さ
れ
て
い
た
娘
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
著
者
を
、
第
二
夫
人
と
し
た
い
と
す
る
衛
府
の
上
官
、
藤
原
兼

家
の
申
込
み
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
申
込
み
を
受
け
入
れ
、
兼
家
が
通
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
二
カ
月
後
に
は
、
お
そ
ら
く
兼

家
の
口
き
き
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
、
娘
の
父
親
、
倫と

も

寧や
す

は
陸
奥
府
の
長
官
に
任
命
さ
れ
て
赴
任
す
る
。 

兼
家
は
当
時
の
右
大
臣
家
の
三
男
で
あ
り
、
後
に
大
納
言
を
経
て
、
関
白
に
至
っ
た
人
物
で
あ
る
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
著
者
に
と
っ
て
第
二
夫

人
と
い
う
位
置
は
、
は
じ
め
か
ら
覚
悟
の
位
置
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
初
の
妊
娠
・
出
産
の
直
後
、
町
の
小
路
の
女
へ
の
兼
家
の
手
紙
を
手
箱
の
中

に
発
見
す
る
。

―
こ
こ
か
ら
一
人
の
女
と
し
て
の
苦
し
み
が
始
ま
る
。
自
分
の
美
貌
と
歌
才
と
に
つ
い
て
の
自
信
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
合
せ

の
場
に
出
さ
せ
て
も
も
ら
え
な
い  
４ 

 

。
第
一
夫
人
に
子
供
が
生
ま
れ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
ａ

シ
ョ
ウ
撃
と
し
て
何
も
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
町
の
小
路
の
女
に
子
供
が
出
来
た
と
き
の
逆
上
、
そ
し
て
そ
の
子
供
の
死
ん
だ
と
き
の
凱
歌
を
あ
げ
る
に
似
た
喜
び
の
書
き
振
り
。 

そ
の
文
章
は
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
比
較
す
れ
ば
必
ず
し
も
上
手
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
無
造
作
に
書
か
れ
た
部
分
も
目
立
つ
。
し
か

し
、
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
、
日
本
文
章
史
で
の
意
味
は
、
女
が
自
分
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
思
う
ま
ま
に
文
章
化
す
る
と
い
う
道
を
こ
こ
に
つ
け
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

女
が
心
の
奥
底
の
悲
し
み
を
文
章
化
し
た
と
い
う
点
で
は
、
『
源
氏
物
語
』
も
同
じ
で
あ
る
。 

『
源
氏
物
語
』
の
著
者
も
ま
た
受
領
階
級
出
身
の
女
性
で
あ
る
。
記
憶
力
と
構
想
力
と
表
現
力
に
恵
ま
れ
、
稀
な
天
才
的
な
能
力
を
持
っ
て
い
て
も
、

女
で
あ
る
が
故
に
、
そ
し
て
受
領
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
が
故
に
、
紫
式
部
は
現
世
的
な
幸
福
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

学
問
の
能
力
の
あ
る
女
が
、
現
代
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
紫
式
部
ほ
ど
の
学
識
を
身
に
つ
け
た
な
ら
、
凡
ｂ

ヨ
ウ
に
見
え
る
男
と
結
婚
す
る
気

に
は
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
あ
げ
く
は
全
く
の
晩
婚
の
形
で
結
婚
す
る
。
そ
の
相
手
は
や
は
り
受
領
の
一
人
で
あ
る
が
、
年
齢
は
四
十
の
半
ば

に
近
く
、
す
で
に
三
人
の
妻
と
別
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
妻
に
子
供
の
あ
る
男
の
、
第
四
番
目
の
妻
と
し
て
紫
式
部
は
結
婚
し
た
。
そ
の
男
と
の
間
に
一
人

の
女
子
を
設
け
た
が
、
そ
の
夫
も
間
も
な
く
死
ん
だ
。
そ
の
後
、
彼
女
は
、
藤
原
道
長
の
邸
に
出
仕
す
る
。
つ
ま
り
今
日
の
女
中
と
し
て
つ
と
め
に
出

た
。
後
の
記
録
で
あ
る
『
尊
卑
分
脈
』
の
紫
式
部
の
項
に
「
道
長
妾
」
と
あ
る
の
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
彼
女
の
目
の
前
に
は
、
天
皇
、
皇
后
、
左
大
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臣
、
右
大
臣
、
そ
の
子
供
た
ち
の
豪
奢
な
生
活
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
５

受
領
の
娘
風
情
に
は
手
の
と
ど
か
な
い
世
界
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』

は
は
じ
め
、
そ
の
華
麗
な
世
界
の
主
人
公
、
光
君
を
た
た
え
、
予
言
の
実
現
に
向
っ
て
展
開
す
る
宮
廷
生
活
を
描
く
。
そ
の
間
の
、
光
君
の
輝
き
の
蔭

に
見
え
る
隠
し
ご
と
を
写
し
て
行
っ
た
作
者
の
目
に
、
宮
廷
の
女
た
ち
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
悲
し
み
が
あ
き
ら
か
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
女

が
出
会
う
宿
命
を
書
く
に
至
る
。 

こ
の
作
者
は
、
当
時
の
男
子
が
読
ん
で
い
た
『
白
氏
文
集
』
『
史
記
』
な
ど
極
め
て
多
く
の
漢
籍
に
通
じ
、
仏
教
を
原
典
で
読
み
、
『
古
今
集
』
以

下
の
日
本
の
古
典
を
そ
ら
ん
じ
て
い
る
女
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
光
と
い
え
ば
陰
、
栄
え
と
い
え
ば
衰
え
、
喜
び
に
は
悲
し
み
と
い
う
、
物
事
の
相
反

す
る
面
を
絶
え
ず
見
す
え
な
が
ら
、
微
か
な
動
き
を
と
ら
え
、
ほ
の
か
な
味
わ
い
を
失
わ
な
い
文
体
で
、
五
十
四
帖
に
わ
た
る
物
語
を
完
成
し
た
。 

作
者
は
当
時
の
男
性
以
上
に
漢
字
・
漢
語
に
精
通
し
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
正
面
に
振
り
か
ざ
し
て
表
現
を
綺
羅
綺
羅
し
く
は
し
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
多
少
古
い
言
葉
遣
い
の
和
文
体
で
、
あ
ら
わ
を
避
け
、
薄
衣
を
ま
と
う
女
性
の
姿
体
を
思
わ
せ
る
筆
づ
か
い
に
よ
っ
て
事
を
精
ｃ

チ
に
書

き
上
げ
た
。
こ
れ
は
漢
語
に
頼
ら
ず
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
だ
け
に
よ
る
表
現
の
極
致
で
あ
り
、
女
手
を
も
っ
て
し
た
か
ら
こ
そ
成
就
し
得
た
文
章
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
６

散
文
精
神
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
強
靭
な
精
神
が
脈
打
っ
て
い
た
。 

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
め
げ
ず
に
、
忍
耐
強
く
、
執
念
深
く
、
み
だ
り
に
悲
観
も
せ
ず
、
楽
観
も
せ
ず
生
き
通
し
て
行
き
、
す
ぐ
得
意
に
な
っ
た

り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
と
同
時
に
、
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
薄
暗
さ
を
見
て
す
ぐ
悲
観
し
た
り
、
滅
入
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
く
、
無

暗
に
音ね

を
あ
げ
ず
、
じ
っ
と
我
慢
し
て
冷
静
に
も
の
を
見
す
え
る
。
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
お
び
え
た
り
、
ｄ

セ
ン
慄
し
た
り
目
を
蔽
っ
た
り

し
な
い
で
、
何
処
ま
で
も
現
実
を
見
つ
め
な
が
ら
堪こ

ら

え
堪
え
て
生
き
て
行
く
。
こ
の
よ
う
な
「
散
文
の
精
神
」
が
、
は
や
く
こ
こ
に
具
現
さ
れ
て
い
る

の
を
見
る
。 

男
子
は
漢
字
の
世
界
に
生
き
て
い
て
、
常
に
中
国
の
空
を
望
ん
で
は
そ
の  

７ 
 

を
心
の
何
処
か
で
行
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
そ
の
目
に
は
男
と
女
と

の
間
の
本
当
の
関
係
を
見
て
表
現
す
る
力
は
養
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
女
は
、
自
分
の
悲
し
み
と
苦
し
み
と
を
、
な
ま
の
言
葉
で
直
接
文
字

化
で
き
る
女
手
の
世
界
に
生
き
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
達
成
が
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。 

『
源
氏
物
語
』
ま
で
は
「
物
語
」
は
、
女
房
が
声
を
あ
げ
て
読
み
、
そ
れ
を
貴
族
の
子
弟
、
女
た
ち
が
集
ま
っ
て
聴
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た

か
も
韓
国
で 

諺
文

お
ん
も
ん

が
創
成
さ
れ
た
と
き
、
男
子
は
漢
字
に
執
着
し
て
こ
れ
を
顧
み
な
か
っ
た
に
対
し
、
女
・
子
供
が
、
こ
の
諺
文
に
よ
る
創
作
の
音

読
を
集
ま
っ
て
聴
い
た
と
い
う
の
と
、
全
く  

８ 
 

を
一
に
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
は
朗
読
の
た
め
の
台
本
な
ど
で
は
決
し

（
注
） 
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て
な
い
。
ま
た
、
何
人
も
の
人
間
に
よ
っ
て
書
き
つ
が
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
ま
が
う
か
た
な
く
一
人
の
超
え
て
す
ぐ
れ
た
女
、
受
領
階
級
に
生
ま
れ

た
女
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
完
結
さ
れ
た
、
一
貫
し
た
主
題
の
発
展
の
あ
る
物
語
で
あ
る
。
も
し
、
語
り
、
朗
読
す
る
た
め
の
文
章
な
ら
ば
、
も
っ
と
類

型
的
表
現
が
多
く
あ
る
は
ず
で
あ
る(

あ
た
か
も
『
平
家
物
語
』
の
よ
う
に)

。
『
源
氏
物
語
』
の
宮
廷
の
描
写
の
中
に
は
同
一
の
状
況
と
思
わ
れ
る
場

面
が
い
く
度
か
ｅ

セ
イ
起
す
る
が
、
そ
こ
で
全
く
同
一
の
表
現
の
繰
返
し
を
発
見
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
作
者
は
事
態
を
こ
ま
か
く
見
て

精
細
に
状
況
を
書
き
分
け
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
は
全
く
、
個
々
の
読
み
手
が
そ
の
女
手
に
よ
る
表
現
を
一
字
一
字
、
一
語
一
語
読
み
分
け
、
味
わ

い
分
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ
だ
け
の
文
章
と
し
て
は
、
遂
に
こ
れ
を
超
え
る
作
品
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。 

（
大
野
晋
『
日
本
語
の
世
界
』
よ
り
） 

  

（
注
）
諺
文
…
朝
鮮
固
有
の
文
字
。
ハ
ン
グ
ル
。 

    

問
一 

傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解

答
番
号
は  

１ 
 

～  

５ 
 

。 

 

① 

風
邪
の
シ
ョ
ウ
状
が
出
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

病
後
の
静
ヨ
ウ
を
す
る
。 

② 

シ
ョ
ウ
動
買
い
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

資
金
を
運
ヨ
ウ
す
る
。 

ａ 

シ
ョ
ウ
撃 

 

③ 

シ
ョ
ウ
細
を
語
る
。 

 
 
 
 
 

 

ｂ 

凡
ヨ
ウ 

 
③ 

中
ヨ
ウ
を
保
つ
。 

 

１ 
 

 
 

④ 

言
語
の
シ
ョ
ウ
壁
が
あ
る
。 

 
 

 
 

  
 

２ 
 

 

④ 
抑
ヨ
ウ
を
つ
け
る
。 

⑤ 

安
全
を
保
シ
ョ
ウ
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 

準
備
が
肝
ヨ
ウ
だ
。 
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① 

チ
密
な
案
を
立
て
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

セ
ン
細
な
模
様
だ
。 

② 

チ
拙
な
文
を
直
す
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

② 

セ
ン
鋭
的
な
理
論
だ
。 

ｃ 

精
チ 

 
 
 

③ 

旧
チ
の
仲
に
再
会
す
る
。 

 
 
 
 

ｄ 

セ
ン
慄 

 

③ 

終
結
を
セ
ン
言
す
る
。 

 

３ 
 

 
 

④ 

チ
安
を
維
持
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

４ 
 

 

④ 

セ
ン
練
さ
れ
た
味
だ
。 

⑤ 

チ
位
協
定
を
結
ぶ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 

セ
ン
争
を
終
え
る
。 

 

① 

法
案
が
セ
イ
立
す
る
。 

② 
セ
イ
来
の
気
質
で
あ
る
。 

ｅ 

セ
イ
起 

 
 

③ 
セ
イ
貧
を
保
つ
。 

 

５ 
 

 
 

④ 

セ
イ
人
君
子
然
と
す
る
。 

⑤ 

セ
イ
耕
雨
読
の
日
々
。 

 

問
二 

傍
線
部
１
「
こ
れ
は
ま
こ
と
に
興
味
津
々
た
る
物
語
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
」
の
理
由
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

６ 
 

。 

① 

主
人
公
と
自
分
を
重
ね
て
読
め
た
か
ら
。 

② 

自
分
た
ち
の
時
代
の
言
葉
で
書
か
れ
て
い
た
か
ら
。 

③ 

あ
り
得
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
に
魅
了
さ
れ
た
か
ら
。 

④ 

ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
が
早
く
願
望
を
か
な
え
て
く
れ
た
か
ら
。 

⑤ 

古
典
に
通
じ
る
学
問
的
な
裏
付
け
が
あ
る
か
ら
。 

 

問
三 

傍
線
部
２
「
こ
こ
に
女
手
の
真
実
の
意
味
、
本
当
の
価
値
が
あ
る
」
の
説
明
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー

ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

７ 
 

。 
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① 

女
が
自
分
の
苦
し
み
、
悲
し
み
を
思
う
ま
ま
に
文
章
化
し
た
こ
と
。 

② 

女
手
に
よ
る
「
古
今
集
」
が
成
立
し
て
、
新
し
い
世
界
を
導
き
出
し
た
こ
と
。 

③ 

最
初
の
妊
娠
、
出
産
直
後
か
ら
女
と
し
て
の
苦
し
み
が
始
ま
る
こ
と
。 

④ 
実
務
的
な
記
録
の
中
に
、
生
き
る
喜
び
と
苦
し
み
を
あ
り
あ
り
と
書
き
込
ん
だ
こ
と
。 

⑤ 

娘
と
し
て
父
親
の
出
世
の
た
め
に
結
婚
生
活
を
受
け
入
れ
る
こ
と
。 

 

問
四 

傍
線
部
３
「
な
ま
の
言
葉
」
と
反
対
の
意
味

、
、
、
、
、
に
な
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

８ 
 

。 

① 

和
文
体 

 
 

② 
ヤ
マ
ト
コ
ト
バ 

 
 

③ 

古
い
言
葉
遣
い 

 
 
 

④ 

漢
語 

 
 
 

⑤ 
女
手 

 

問
五 

空
欄
４
に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

９ 
 

。 

① 

不
満 

 
 

② 

未
練 

 
 

③ 
後
悔 

 
 

④ 

誤
解 

 
 

⑤ 

羞
恥 

 

問
六 

傍
線
部
５
「
受
領
の
娘
風
情
」
の
意
味
す
る
こ
と
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

10 
 

。 

① 

目
立
た
な
い
容
姿 
 
 

② 

学
識
の
無
さ 

 
 

③ 

身
分
の
低
さ 

 
 

④ 

世
間
知
ら
ず 

 
 

⑤ 

怖
い
も
の
知
ら
ず 

 

問
七 

傍
線
部
６
「
散
文
精
神
」
の
意
味
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

11 
 

。 

① 

多
少
古
い
言
葉
遣
い
の
和
文
体 

 
 

② 

韻
律
に
頼
ら
な
い
文
体 

 
 

③ 

テ
ン
シ
ョ
ン
を
押
さ
え
た
表
現 

④ 

強
い
感
情
を
貫
き
通
す
心 

 
 
 
 

⑤ 

現
実
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い
態
度 

 

問
八 

空
欄
７
に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

12 
 

。 

① 

空
想 

 
 

② 

憧
憬 

 
 

③ 

創
作 

 
 

④ 

模
倣 

 
 

⑤ 

実
現 
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問
九 

空
欄
８
に
入
る
最
も
適
切
な
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

13 
 

。 

① 

軌 
 
 

② 

機 
 
 

③ 

期 
 
 

④ 

気 
 
 

⑤ 

基 

 

問
十 
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い

、
、
、
、
、
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

14 
 

。 

① 

竹
取
物
語
は
、
男
の
書
き
手
が
若
い
女
性
読
者
の
気
を
引
く
た
め
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。 

② 

女
が
日
記
を
書
く
こ
と
は
実
務
的
な
記
録
が
中
心
だ
っ
た
が
、
倫
寧
の
娘
は
、
生
き
る
喜
び
と
苦
し
み
を
生
の
言
葉
で
書
い
た
と
こ
ろ
が
新

し
い
。 

③ 

紫
式
部
は
記
憶
力
、
構
想
力
、
表
現
力
に
天
才
的
な
能
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
身
分
が
低
か
っ
た
の
で
幸
福
な
結
婚
生
活
を
送
れ
な
か
っ
た
。 

④ 

兼
家
の
第
二
夫
人
は
、
第
二
夫
人
と
い
う
位
置
を
わ
き
ま
え
て
い
た
が
、
自
分
よ
り
身
分
の
低
い
女
の
出
産
で
は
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
て
い

る
。 

⑤ 

源
氏
物
語
の
作
者
は
、
漢
籍
と
仏
教
を
原
典
で
読
ん
で
い
た
の
で
、
五
十
四
帖
に
わ
た
る
物
語
の
文
体
に
も
そ
れ
ら
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。 
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《

10
ペ
ー
ジ
以
降
に
も
問
題
が
あ
り
ま
す
》 
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問
題
二 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

ど
の
神
話
で
も
時
間
を
生
み
、
暦
に
よ
っ
て
時
間
を
司
る
の
は
神
で
あ
る
。
も
し
古
い
神
と
新
し
い
神
が
争
っ
て
古
い
神
が
破
れ
れ
ば
古
い
神
の
時

間
は
新
し
い
神
の
時
間
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
改
暦
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
１

日
本
で
は
明
治
六
年
の
改
暦
の
際
に
は
そ
れ
ま
で
千
三
百
年

近
く
使
わ
れ
て
き
た
月
の
暦
が
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
す
ん
な
り
と
太
陽
の
暦
に
切
り
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。 

『
遅
刻
の
誕
生
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
、
同
志
社
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
生
で
あ
っ
た
川か

わ

和わ

田だ

晶あ
き

子こ

さ
ん
の
論
文
「
明
治
改
暦
と
時
間
の
近

代
化
」
に
も
書
い
て
あ
る
こ
と
だ
が
、
福
沢
諭
吉
は
「
太
陽
暦
に
は
閏

う
る
う

月づ
き

が
無
い
た
め
、
経
営
上
の
損
失
が
少
な
く
て
済
む
」
と
い
う
論
を
立
て
て
改

暦
を
後
押
し
し
た
。
旧
暦
で
は
五
年
に
二
回
の
割
合
で
一
年
が
十
三
か
月
あ
る
閏

う
る
う

年ど
し

が
め
ぐ
っ
て
く
る
。
こ
の
閏
年
に
は
会
社
の
社
長
は
従
業
員
の
給

料
を
十
三
回
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
太
陽
暦
だ
と
閏
月
が
な
い
の
で
一
年
は
い
つ
で
も
十
二
か
月
、
給
料
も
十
二
回
で
い
い
と
い
う
話
で
あ
る
。

改
暦
に
つ
い
て
福
沢
で
さ
え
そ
れ
く
ら
い
の
認
識
だ
っ
た
。 

明
治
六
年
、
旧
暦
は
太
陽
暦
に
切
り
か
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
旧
暦
と
太
古
の
暦
に
新
た
に
太
陽
暦
が
加
わ
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
っ

た
。
こ
う
し
て
、
三
つ
の
水
流
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
て
流
れ
る
よ
う
に
三
つ
の
時
間
が
流
れ
は
じ
め
た
。 

日
本
人
の
生
活
の
中
を
三
つ
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
空
間
に
引
き
写
す
な
ら
ば
、
日
本
の
ど
の
町
や
村
に
も
神
社
が
あ
り
お
寺
が

あ
り
教
会
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
人
は
正
月
に
は
神
社
に
初
詣
で
を
し
、
教
会
で
結
婚
式
を
あ
げ
、
お
寺
で
葬
式
を
し
て
も

何
の  

 

２ 
 

 

も
感
じ
な
け
れ
ば
矛
盾
し
て
い
る
と
も
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
神
々
や
諸
仏
の
分
業
体
制
を
当
然
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。

せ
い
ぜ
い
時
折
、
我
な
が
ら
身
勝
手
な
も
の
よ
と
ａ

タ
ン
息
す
る
く
ら
い
の
こ
と
だ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
こ
と
が
い
と
も
た
や
す
く
で
き
て
し
ま
う
の
は
日
本
人
が
も
と
も
と
八
百
万

や

お

よ
ろ

ず

の
神
々
を
祭
る
人
々
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
ユ
ダ
ヤ

教
や
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
一
神
教
の
国
で
あ
れ
ば
、
神
は
自
分
以
外
の
神
を
認
め
ず
、
も
し
別
の
神
が
現
わ
れ
れ
ば
滅
ぼ
そ
う
と
す

る
。
そ
の
結
果
、
勝
て
ば
敗
れ
た
神
を
根
絶
や
し
に
す
る
し
、
逆
に
敗
れ
れ
ば
根
絶
や
し
に
さ
れ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
八
百
万
の
神
々
は
こ
れ
と
い
っ
た
摩
擦
も
な
く
分
業
体
制
を
と
り
な
が
ら
、
こ
の
国
の
野
山
の
あ
ち
こ
ち
に
ｂ

チ
ン
座
し
て
い
る
。
互

い
に
争
う
こ
と
も
あ
る
が
、
相
手
を
根
絶
や
し
に
す
る
こ
と
な
ど
滅
多
に
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
敗
れ
た
神
を
ふ
た
た
び
神
と
し
て
祭
る
こ
と
さ
え

あ
る
。
大
和
の
神
々
に
敗
れ
た
出
雲
の
神
々
は
ふ
た
た
び
大
い
な
る
神
と
し
て
崇あ

が

め
ら
れ
た
。
藤
原
時と

き

平ひ
ら

の
姦
計

か
ん
け
い

に
陥
れ
ら
れ
、
大
宰
府
に
追
放
さ
れ

て
憤
死
し
た
菅
原
道
真

す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

は
朝
廷
に
よ
っ
て
天
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
。
明
治
政
府
に
敗
れ
た
西
郷

さ
い
ご
う

隆
盛

た
か
も
り

は
明
治
政
府
に
よ
っ
て
英
雄
と
し
て
た
た
え
ら
れ
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た
。
寛
容
と
い
え
ば
寛
容
、
い
い
加
減
と
い
え
ば
い
い
加
減
。 

こ
の
３

八
百
万
の
神
々
へ
の
信
仰
が
複
数
の
宗
教
を
何
の
や
ま
し
さ
も
感
じ
る
こ
と
な
く
受
け
容
れ
る
の
を
可
能
に
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

複
数
の
時
間
を
受
け
容
れ
る
土
壌
と
も
な
っ
た
。
会
社
や
学
校
、
電
車
や
飛
行
機
な
ど
表
向
き
は
太
陽
暦
で
動
い
て
い
る
も
の
の
、
奥
向
き
に
は
旧
暦

や
太
古
の
暦
が
今
な
お
ど
っ
し
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。
こ
の
入
り
組
ん
だ
時
間
の
流
れ
の
中
で
暮
ら
し
て
い
て
何
の
不
都
合
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、

不
思
議
と
さ
え
思
わ
な
い
の
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
な
ど
と
い
う
と
か
え
っ
て
不
思
議
が
ら
れ
る
。 

し
か
も
、
太
陽
の
時
間
と
二
つ
の
月
の
時
間
を
日
本
人
は
さ
な
が
ら
電
車
を
乗
り
か
え
る
よ
う
に
自
在
に
乗
り
か
え
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
複
数
の
時
間
が
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に
ど
の
時
間
に
沿
っ
て
行
動
す
る
か
、
４

そ
の
選
択
権
が
人
間
の
手
に
与

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
日
本
は
時
間
の
選
択
制
を
と
っ
て
い
る
社
会
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正
月
は
太
陽
暦
で
祝
っ
て
も
、

お
盆
は
月
遅
れ
で
営
む
。
昼
は
太
陽
暦
に
従
っ
て
会
社
で
働
い
た
あ
と
、
夜
は
太
古
の
暦
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
仲
秋
の
名
月
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
て
も
古
い
も
の
が
消
え
去
る
こ
と
な
く
残
る
。
注
意
し
て
眺
め
な
お
す
と
、
神
仏
や
時
間
ば
か
り
で
は
な
く
こ
う
し
た
も
の

が
日
本
と
い
う
国
に
は
い
く
ら
も
あ
る
。
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
は
短
歌
で
あ
る
。
短
歌
の
前
身
で
あ
る
和
歌
は  

 

５ 
 

 

の
初
め
に
俳
譜
の
発
句
、

の
ち
の
俳
句
の
出
現
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
消
滅
す
る
こ
と
な
く
今
な
お
盛
ん
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
の

詩
歌
は
型
式
を
増
や
し
、
い
い
か
え
る
と
詩
歌
を
詠
も
う
と
す
る
人
に
と
っ
て
の
選
択
肢
を
増
や
し
て
き
た
。 

仮
名
遣
い
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
語
の
仮
名
遣
い
は
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
年
）
、
内
閣
告
示
に
よ
っ
て
新
仮
名
遣
い
に
改
め
ら
れ
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
旧
仮
名
遣
い
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
半
世
紀
後
に
書
か
れ
た
丸ま

る

谷や

才さ
い

一い
ち

の
『
輝
く
日
の
宮
』
は
大
半
が
旧
仮

名
遣
い
で
あ
る
が
、
多
く
の
人
々
が
何
の
ｃ

テ
イ
抗
感
も
な
く
す
ら
す
ら
と
読
め
る
。 

短
歌
は
今
で
は
新
仮
名
で
書
く
歌
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
俳
句
は
旧
仮
名
で
書
く
俳
人
の
方
が
多
い
。
私
自
身
は
文
章
は
新
仮
名
、

俳
句
は
旧
仮
名
と
使
い
分
け
て
い
る
が
、
と
き
ど
き
、
な
ぜ
俳
句
は
い
ま
だ
に
旧
仮
名
遣
い
な
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
質
問
者
の
気
持
ち

を
推
ｄ

ソ
ク
す
れ
ば
、
な
ぜ
滅
び
て
し
ま
っ
た
旧
仮
名
で
書
く
の
か
、
な
ぜ
わ
ざ
と
古
め
か
し
く
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

し
か
し
、
旧
仮
名
は
滅
ん
だ
の
で
も
な
け
れ
ば
、
俳
句
は
滅
び
た
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
敗
戦
後
の
新
仮
名
遣
い
の
採
用
は
仮

名
遣
い
の
選
択
肢
、
そ
れ
も
あ
ま
り
芳
し
く
な
い
選
択
肢
を
一
つ
加
え
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
旧
仮
名
は
新
仮
名
と
と
も
に
今
も
な
お
生
き
て

い
る
。
旧
仮
名
が
も
し
死
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
た
だ
眠
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
眠
っ
て
い
る
か
ら
と
き
ど
き
目
を
覚
ま
す
。 
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こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
八
百
万
の
神
々
を
祭
っ
て
き
た
６

日
本
人
の
精
神
構
造
が
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

日
本
人
は
季
節
感
の
豊
か
な
国
民
で
あ
る
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
き
た
が
、
昔
は
い
ざ
知
ら
ず
、
昨
今
の
日
本
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
み
れ
ば
空
々
し

い
お
世
ｅ

ジ
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
当
の
日
本
人
自
身
も
自
分
た
ち
は
季
節
に
敏
感
な
国
民
で
あ
る
と
今
な
お
思
い
こ
ん
で
い
る
節
が
あ
る
が
、
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
ま
だ
気
が
つ
い
て
い
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。 

日
本
人
の
季
節
感
が
次
第
に
平
板
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
冷
暖
房
が
普
及
し
、
野
菜
が
一
年
中
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
な
ど
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
一
つ
に
は
明
治
六
年
の
改
暦
が
大
い
に
影
響
し
て
い
る
と
思
う
。
明
治
改
暦
は
日
本
人
の
季
節
感
を
根
底

か
ら
揺
さ
ぶ
る
大
事
件
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
日
本
人
が
平
然
と
し
て
い
ら
れ
た
の
は
そ
の
重
大
さ
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
気
づ
い
て
い

た
と
し
て
も
季
節
感
な
ど
ど
う
な
ろ
う
が
、
日
本
の
近
代
化
と
い
う
国
家
の
一
大
事
に
比
べ
れ
ば
些
細
な
代
償
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

明
治
改
暦
に
よ
る
最
大
の
変
化
は
新
暦
の
月
の
め
ぐ
り
は
旧
暦
よ
り
ひ
と
月
早
ま
る
た
め
に
、
江
戸
時
代
ま
で
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た

月
ご
と
の
季
節
感
と
年
中
行
事
が
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

旧
暦
時
代
、
春
は
一
月
か
ら
三
月
、
夏
は
四
月
か
ら
六
月
、
秋
は
七
月
か
ら
九
月
、
冬
は
十
月
か
ら
十
二
月
と
い
う
具
合
に
一
年
十
二
か
月
が
四
季

に
よ
っ
て
き
れ
い
に
四
等
分
さ
れ
て
い
た
。
細
か
く
み
れ
ば
、
立
春
の
前
後
に
一
月
一
日
が
め
ぐ
っ
て
く
る
よ
う
暦
が
調
整
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
よ
う

に
立
夏
前
後
に
四
月
に
入
り
、
立
秋
前
後
に
七
月
が
始
ま
り
、
立
冬
前
後
に
は
十
月
が
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
十
二
か
月
の
め
ぐ
り
に
沿
っ

て
二
十
四
節
気
と
年
中
行
事
が
水
が
流
れ
る
よ
う
に
整
然
と
並
び
、
こ
う
し
た
時
間
の
地
図
の
上
で
日
本
人
の
季
節
感
が
育
ま
れ
た
。 

今
、
一
年
の
要
で
あ
る
暮
れ
か
ら
正
月
に
か
け
て
の
流
れ
を
眺
め
て
み
る
と
、
旧
暦
で
は
十
一
月
（  

 

７ 
 

 

）
の
冬
至
を
過
ぎ
る
と
や
が
て

十
二
月
（  

 

８ 
 

 

）
が
始
ま
り
、
寒
に
入
る
。
寒
の
内
が
旧
暦
の
暮
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
晦
日

お

お

み
そ

か

、
明
け
て
元
旦
、
そ
の
前
後
に
節
分
、
寒

明
け
、
立
春
が
順
に
め
ぐ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
七
種

な
な
く
さ

、
小
正
月
と
続
く
。
正
月
は
文
字
通
り
初
春

は
つ
は
る

で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
明
治
改
暦
以
降
は
十
二
月
も
押
し
詰
ま
っ
て
冬
至
と
ク
リ
ス
マ
ス
が
あ
り
、
す
ぐ
に
大
晦
日
、
元
旦
。
そ
の
後
、
寒
に
入
る
の
で
立
春

は
新
年
か
ら
一
か
月
も
あ
と
の
二
月
初
め
に
め
ぐ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
正
月
を
初
春
と
は
い
っ
て
も
こ
れ
か
ら
寒
を
迎
え
る
の
で
あ
る
か
ら
正
月

の
季
節
感
な
ど
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。 

（
長
谷
川
櫂
『
俳
句
的
生
活
』
よ
り
） 
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問
一 

傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解

答
番
号
は  

15 
 

～  

19 
 

。 

 

① 

タ
ン
独
で
登
山
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

チ
ン
守
の
森
に
参
る
。 

② 

君
子
は
タ
ン
交
す
る
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

前
代
未
聞
の
チ
ン
事
だ
。 

ａ 

タ
ン
息 

 

③ 

休
職
を
タ
ン
願
す
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

ｂ 

チ
ン
座 

 

③ 

都
庁
に
チ
ン
情
す
る
。 

 

15 
  

④ 

真
実
を
タ
ン
求
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
 

 

④ 

冷
静
チ
ン
着
に
対
応
す
る
。 

⑤ 
解
決
の
タ
ン
緒
と
な
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 

チ
ン
貸
を
契
約
す
る
。 

 

① 

規
約
に
テ
イ
触
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

① 

規
ソ
ク
を
守
る
。 

② 

対
戦
相
手
を
テ
イ
察
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

中
止
を
ソ
ク
断
す
る
。 

ｃ 

テ
イ
抗 

 

③ 

山
村
に
テ
イ
住
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

ｄ 

推
ソ
ク 

 

③ 

販
売
を
ソ
ク
進
す
る
。 

 

17 
  

④ 

プ
ラ
ン
を
テ
イ
案
す
る
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

18 
 

 

④ 

幅
を
ソ
ク
定
す
る
。 

⑤ 

業
務
が
テ
イ
滞
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

⑤ 

拙
ソ
ク
を
い
さ
め
る
。 

 

① 

仕
事
を
ジ
職
す
る
。 

② 

ジ
悲
深
い
ふ
る
ま
い
だ
。 

ｅ 

世
ジ 
 
 

③ 

新
規
ジ
業
を
起
こ
す
。 

 

19 
  

④ 

行
き
過
ぎ
に
ジ
重
す
る
。 

⑤ 

ジ
候
の
挨
拶
を
す
る
。 
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問
二 

傍
線
部
１
「
日
本
で
は
明
治
六
年
の
改
暦
の
際
に
は
そ
れ
ま
で
千
三
百
年
近
く
使
わ
れ
て
き
た
月
の
暦
が
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
す
ん
な
り
と
太
陽

の
暦
に
切
り
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

20 
 

。 
① 
福
沢
は
経
営
的
な
視
点
の
み
で
改
暦
を
捉
え
て
い
る
が
、
改
暦
に
よ
っ
て
三
つ
の
時
間
が
流
れ
は
じ
め
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。 

② 

福
沢
は
給
料
の
支
払
い
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
改
暦
が
も
た
ら
す
八
百
万
の
神
々
の
分
業
体
制
に
つ
い
て
顧
慮
し
て
い
な
か
っ
た
。 

③ 

福
沢
は
太
陽
暦
は
経
営
者
に
有
利
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
改
暦
は
日
本
人
の
季
節
感
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
大
事
件
で
あ
っ
た
。 

④ 

福
沢
は
暦
の
近
代
化
が
日
本
の
近
代
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
た
が
、
改
暦
は
日
本
人
に
時
は
金
な
り
と
い
う
時
間
意
識
を
芽
生
え
さ
せ
た
。 

⑤ 

福
沢
は
会
社
の
社
長
の
立
場
を
中
心
に
考
え
た
が
、
改
暦
が
年
中
行
事
に
混
乱
を
も
た
ら
し
て
働
き
方
の
変
化
を
招
い
た
。 

 

問
三 

空
欄
２
に
入
る
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

21 
 

。 

① 

不
都
合 

 
 

② 

や
ま
し
さ 

 
 

③ 

罪
悪
感 

 
 

④ 

て
ら
い 

 
 

⑤ 

う
し
ろ
め
た
さ 

 

問
四 

傍
線
部
３
「
八
百
万
の
神
々
」
と
反
対
の
意
味

、
、
、
、
、
に
な
る
言
葉
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

22 
 

。 

① 

一
神
教 

 
 

② 

古
い
神 

 
 

③ 

新
し
い
神 

 
 

④ 

神
話 

 
 

⑤ 

近
代
化 

 

問
五 

傍
線
部
４
「
そ
の
選
択
権
が
人
間
の
手
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
」
を
漢
字
二
字
の
熟
語
で
言
い
換
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な

言
葉
に
な
る
か
。
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

23 
 

。 

① 

矛
盾 
 
 

② 

寛
容 

 
 

③ 

認
識 

 
 

④ 

人
権 

 
 

⑤ 

自
在 

 

問
六 

空
欄
５
に
入
る
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

24 
 

。 

① 

古
代 

 
 

② 

中
古 

 
 

③ 

中
世 

 
 

④ 

近
世 

 
 

⑤ 

近
代 
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問
七 

傍
線
部
６
「
日
本
人
の
精
神
構
造
」
を
具
体
的
に
説
明
す
る
と
き
、
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い

、
、
、
、
、
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

25 
 

。 

① 

短
歌
の
前
身
で
あ
る
和
歌
が
、
俳
諧
の
発
句
の
出
現
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
た
後
も
、
短
歌
は
今
な
お
盛
ん
に
詠
ま
れ
て
い
る
。 

② 
昭
和
二
十
一
年
、
内
閣
告
示
に
よ
っ
て
新
仮
名
遣
い
に
改
め
ら
れ
た
後
も
、
旧
仮
名
遣
い
を
使
う
人
が
存
在
し
て
い
る
。 

③ 

日
本
人
は
、
季
節
感
が
豊
か
な
国
民
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
の
に
、
新
暦
が
採
用
さ
れ
て
か
ら
時
間
に
厳
格
に
な
っ
た
。 

④ 

正
月
に
神
社
に
初
詣
を
し
て
、
教
会
で
結
婚
式
を
挙
げ
、
お
寺
で
葬
式
を
す
る
。 

⑤ 

明
治
六
年
以
降
、
旧
暦
と
太
古
の
暦
は
奥
向
き
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら
、
新
暦
で
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
る
。 

 

問
八 

空
欄
７
・
８
に
入
る
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は
、
７
＝ 

26 
 

、
８
＝ 

27 
 

。 

① 

神
無
月 

 
 

② 

如
月 

 
 

③ 

霜
月 
 
 

④ 

師
走 

 
 

⑤ 

長
月 

 

問
九 

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
せ
よ
。
解
答
番
号
は  

28 
 

。 

① 

日
本
人
の
季
節
感
は
、
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
二
十
四
節
気
と
年
中
行
事
が
整
然
と
並
ん
で
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
て
き

た
。 

② 

日
本
人
の
季
節
感
が
平
板
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
冷
暖
房
が
普
及
し
、
野
菜
が
一
年
中
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。 

③ 

十
二
月
も
押
し
詰
ま
っ
て
ク
リ
ス
マ
ス
、
大
晦
日
、
元
旦
、
正
月
と
行
事
が
続
く
の
も
、
八
百
万
の
神
々
へ
の
信
仰
と
無
関
係
で
は
な
い
。 

④ 

日
本
人
の
生
活
に
流
れ
て
い
る
三
つ
の
時
間
と
、
神
々
や
諸
仏
の
分
業
体
制
は
根
本
的
に
繫
が
っ
て
い
て
、
他
の
文
化
圏
と
は
異
な
っ
て
い

る
。 

⑤ 

日
本
人
の
生
活
の
中
に
流
れ
る
三
つ
の
時
間
は
、
そ
の
ま
ま
空
間
に
引
き
写
し
て
考
え
る
こ
と
で
、
精
神
構
造
を
説
明
で
き
る
。 

 

《
以
下
余
白
》



 

  


