
令
和
四
年
度 

中
期 

高
校
入
試
問
題 

解
説 

【
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
※
配
点
詳
細
非
公
表
】  

【
一
】
説
明
的
文
章
（
論
説
） 

〈
出
典
〉 

『
国
語
教
育
第
１
１
４
号
―
豊
か
な
言
葉
と

は
何
だ
ろ
う
「
語
彙
の
森
を
育
て
る
教
育
」』（
大

修
館
書
店
） 

 

〈
著
者
〉 

斎
藤
孝
（
さ
い
と
う
た
か
し
） 

明
治
大
学
文
学
部
教
授
。
専
門
は
教
育
学
、

身
体
論
。
著
書
に
「
語
彙
力
こ
そ
が
教
養
で
あ

る
」「
大
人
の
語
彙
力
ノ
ー
ト
」
「
教
養
と
し
て

の
日
本
語
」
な
ど
多
数
。 

 

問
一 

漢
字
の
読
み
書
き 

漢
字
の
学
習
は
読
み
書
き
を
基
本
と
し
て
行

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
意
味
・
使
い

方
・（
熟
語
の
）
構
成
に
も
意
識
を
向
け
て
学
習

し
よ
う
。
漢
字
の
意
味
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
、

音
訓
を
含
め
た
読
み
の
能
力
に
つ
な
が
る
う
え

に
、
初
め
て
み
る
熟
語
の
意
味
も
推
測
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
他
教
科
で
も
国
語
で
も

初
め
て
見
る
熟
語
は
増
え
て
く
る
。
そ
の
際
に

意
味
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
学
習
者
を
助
け
て

く
れ
る
。
ま
た
、
熟
語
の
構
成
や
漢
字
の
成
り

立
ち
か
ら
の
構
成
を
意
識
す
る
こ
と
も
同
様
で

あ
る
。
語
彙
は
す
べ
て
の
基
本
。
多
く
身
に
つ

け
て
い
こ
う
。 

 

問
二 

同
音
異
義
語
の
理
解 

同
音
異
義
語
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
問
う
問

題
。
文
中
で
の
意
義
を
考
え
て
適
切
な
漢
字
表

記
が
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
る
。 

「
は
か
る
」
は
①
測
る
→
長
さ
、
面
積
を
測

量
、
測
定
す
る
。
②
図
る
→
意
図
・
工
夫
。
③
諮

る
→
意
見
を
求
め
る
。
④
計
る
→
計
画
・
計
算
。

⑤
量
る
→
重
さ
・
容
量
を
計
測
す
る
。
⑥
謀
る

→
だ
ま
す
・
計
略
に
か
け
る 

な
ど
、
同
音
異
義

の
多
い
語
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
応
じ
、
使
い

分
け
る
能
力
は
文
章
読
解
に
お
い
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
。
ア
正
解
は
ア
。 

問
三 

接
続
詞
の
空
欄
補
充 

接
続
詞
は
文
章
の
前
後
の
つ
な
が
り
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
そ
の
正
確
な
把
握
は
、
論
理
的

に
文
章
を
読
解
す
る
上
で
重
要
。 

（
１
）
は
後
に
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
る
た
め
、

ウ
「
例
え
ば
」。（
２
）
は
形
式
段
落
３
・
４
を
う

け
て
、
二
つ
目
の
方
法
（
も
う
ひ
と
つ
）
に
つ
い

て
述
べ
て
い
る
た
め
、
エ
「
そ
し
て
」
。（
３
）
は

前
述
の
内
容
を
受
け
て
、
ま
と
め
の
内
容
が
続

く
た
め
、
ア
「
つ
ま
り
」
が
正
解
。 

 

問
四 

因
果
関
係
の
読
解 

傍
線
部
①
の
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
根
拠
を

述
べ
て
い
る
の
が
形
式
段
落
２
。
根
拠
の
内
容

を
ま
と
め
て
い
る
（
要
約
）
の
が
、
接
続
詞
「
つ

ま
り
」
に
続
く
一
文
と
な
る
。
接
続
詞
を
手
掛

か
り
に
、
具
体
例
・
要
約
・
主
張
な
ど
文
章
の
各

文
の
役
割
が
把
握
で
き
る
。 

 

問
五 

漢
熟
語
の
適
切
な
用
い
方 

漢
熟
語
は
誤
用
の
多
い
も
の
で
も
あ
り
、
特

に
重
複
表
現
の
誤
り
が
目
立
つ
。
そ
れ
は
漢
文

読
み
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。 

例
え
ば
ア
「
未
納
」
を
「
未
だ
納
め
ず
」
と
い

う
漢
文
読
み
が
で
き
れ
ば
「
ま
だ
」
と
い
う
言



葉
を
つ
け
た
重
複
表
現
の
誤
り
が
な
く
な
る
。

漢
熟
語
は
事
物
を
端
的
に
表
現
で
き
る
為
、
文

章
を
書
く
上
で
必
須
の
知
識
。
漢
熟
語
力
も
つ

け
て
い
こ
う
。
イ
「
専
有
」
の
「
専
」
は
「
も
っ

ぱ
ら
」
な
の
で
重
複
表
現
。
ウ
「
承
服
」
は
「
相

手
の
い
う
こ
と
を
承
知
し
て
そ
れ
に
従
う
こ
と
」

の
意
。「
賛
同
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
」
と

い
う
前
述
に
合
わ
な
い
。
こ
の
場
合
は
「
承
服

い
た
し
か
ね
る
」
が
正
し
い
。
エ
「
感
服
」
は

「
強
く
心
に
感
じ
尊
敬
す
る
こ
と
」
の
意
。
文

章
の
内
容
と
合
っ
て
お
り
、
正
解
は
エ
。 

 

問
六 

主
旨
の
理
解 

生
徒
の
会
話
に
つ
い
て
も
熟
読
が
必
要
。
会

話
中
の
要
素
が
、
本
文
と
照
ら
し
て
正
し
い
か

ど
う
か
、
資
料
の
読
み
取
り
は
正
確
か
、
論
理

的
読
解
を
進
め
て
き
た
か
が
問
わ
れ
る
総
合
問

題
で
あ
る
。 

生
徒
Ａ
は
「
日
本
語
の
乱
れ
に
つ
い
て
危
惧

し
て
い
る
」
が
誤
り
。
ま
た
、「
漱
石
の
時
代
の

正
し
い
日
本
語
」
と
い
う
表
現
も
誤
り
。
筆
者

は
日
本
語
の
正
誤
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。

生
徒
Ｂ
は
「
大
学
生
の
低
学
力
化
を
憂
え
て
い

る
」
が
誤
り
。
筆
者
は
大
学
生
の
会
話
か
ら
語

彙
量
や
読
書
経
験
、
ひ
い
て
は
「
教
養
」
が
汲
み

と
れ
る
こ
と
は
述
べ
て
い
る
が
、「
低
学
力
化
」

は
述
べ
て
い
な
い
。
生
徒
Ｃ
は
「
日
本
語
の
特

性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
」
が
誤
り
。
資
料
の

読
み
取
り
は
正
確
だ
が
、
漱
石
の
作
品
を
読
む

こ
と
が
言
葉
本
来
の
意
味
を
取
り
戻
す
た
め
に

必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
生
徒

Ｄ
は
「
漢
文
の
素
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
」
に

漱
石
の
作
品
を
読
む
こ
と
を
筆
者
が
勧
め
て
い

る
の
で
は
な
い
の
で
誤
り
。
生
徒
Ｅ
は
正
解
。

筆
者
は
形
式
段
落
２
で
「
語
彙
の
総
量
」
＝
「
語

彙
力
」
そ
れ
が
「
教
養
」
に
比
例
す
る
こ
と
指
摘

し
、「
日
本
語
の
語
彙
力
を
鍛
え
る
」
方
法
と
し

て
具
体
例
を
形
式
段
落
３
～
７
で
述
べ
て
い

る
。
語
彙
量
が
多
い
「
漱
石
の
作
品
を
読
む
」
こ

と
を
筆
者
が
す
す
め
て
い
る
。 

 

問
七 

図
表
の
読
解 

資
料
の
正
し
い
読
み
取
り
に
は
項
目
、
数
字
、

変
化
と
そ
の
要
因
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

読
み
取
っ
た
こ
と
を
分
析
、
正
し
く
文
章
化
す

る
力
を
問
う
問
題
。 

ウ
は
「
新
し
い
表
現
に
は
興
味
が
な
い
こ
と

が
読
み
取
れ
る
」
と
い
う
分
析
が
あ
や
ま
り
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
興
味
の
有
無
を
判
断
す
る

こ
と
は
不
適
。 

 

問
八 

文
章
の
構
造
理
解 

各
形
式
段
落
が
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
と
な

り
、
論
理
を
構
築
し
て
い
る
か
を
読
み
解
く
力

を
問
う
問
題
。
筆
者
の
主
張
を
正
確
に
読
み
取

る
為
に
必
須
の
力
。
形
式
段
落
の
冒
頭
の
接
続

詞
や
、
前
段
落
を
受
け
る
指
示
語
、
さ
ら
に
文

末
表
現
な
ど
に
着
目
し
、
意
見
部
分
・
根
拠
部

分
・
具
体
例
部
分
な
ど
、
そ
の
役
割
を
読
み
分

け
る
こ
と
で
正
確
な
読
解
が
可
能
と
な
る
。
本

文
は
、
形
式
段
落
１
が
話
題
提
示
。
大
学
生
の

話
し
言
葉
を
例
に
、「
語
彙
」
に
つ
い
て
の
話
題

を
提
示
し
て
い
る
。
形
式
段
落
２
は
接
続
詞
「
こ

う
し
た
」
で
前
段
落
を
受
け
、「
語
彙
力
の
有
無

が
教
養
を
も
示
す
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
述

べ
て
い
る
。
形
式
段
落
３
は
２
を
受
け
て
、
次

の
段
落
で
述
べ
る
内
容
に
つ
い
て
示
し
て
お
り
、

こ
の
３
つ
の
段
落
の
つ
な
が
り
は
１
―
２
―



３
と
な
る
。
形
式
段
落
４
・
５
は
「
語
彙
力
を

鍛
え
る
一
つ
目
の
方
法
」
に
つ
い
て
筆
者
の
意

見
を
述
べ
て
お
り
、
同
列
の
つ
な
が
り
。
形
式

段
落
６
・
７
は
二
つ
目
の
方
法
に
つ
い
て
筆
者

の
意
見
を
述
べ
て
お
り
、
同
列
。
形
式
段
落
８

で
そ
の
ま
と
め
と
し
て
「
読
む
学
習
」
の
効
果

を
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
正
解
は
ウ
。 

  

【
二
】
文
学
的
文
章
（
小
説
） 

〈
出
典
〉 

『
南
風
吹
く
』（
光
文
社
・
二
〇
一
七
年
） 

 

瀬
戸
内
海
に
浮
か
ぶ
五
木
島
。
過
疎
が
進
み
、

航
太
の
通
う
高
校
も
再
来
年
に
は
廃
校
に
な
る
。

家
業
の
和
菓
子
屋
を
継
ぐ
こ
と
を
父
親
に
反
対

さ
れ
、
宙
ぶ
ら
り
ん
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

航
太
を
、
俳
句
甲
子
園
を
目
指
す
同
級
生
の
日

向
子
が
仲
間
に
誘
う
。
幼
馴
染
の
恵
一
や
個
性

豊
か
な
後
輩
た
ち
を
仲
間
に
引
き
込
ん
で
、
俳

句
甲
子
園
を
目
指
す
。 

 

〈
著
者
〉
森
谷
明
子 

二
〇
〇
三
年
に
『
千
年
の
黙 

異
本
源
氏
物
語
』

で
第
十
三
回
鮎
川
哲
也
賞
を
受
賞
し
て
デ
ビ
ュ

ー
。
そ
の
ほ
か
の
作
品
に
、
本
文
と
同
じ
く
俳

句
甲
子
園
を
題
材
に
し
た
『
春
や
春
』（
光
文
社
・

二
〇
一
五
年
）
が
あ
る
。 

 

問
一 

語
彙
・
慣
用
句 

Ａ
「
緊
張
の
色
の
薄
い
」
の
「
色
」
は
、「
表

情
や
態
度
に
現
れ
る
、
そ
の
時
々
の
心
身
の
状

態
」
の
意
。「
色
」
が
「
薄
い
」
の
で
、
正
解
は

ウ
。
Ｂ
「
目
を
丸
く
し
た
」
は
、「
驚
い
て
目
を

見
張
る
」
の
意
の
慣
用
句
で
あ
る
た
め
、
正
解

は
エ
。 

 

問
二 

類
比
関
係
と
対
比
関
係 

傍
線
部
「
一
般
的
な
母
と
の
類
似
性
」
の
直

前
を
確
認
す
る
と
「
そ
れ
と
」
と
あ
る
。「
そ
れ
」

は
「
舟
」
の
こ
と
。
前
述
の
「
水
の
中
で
は
生
き

ら
れ
な
い
私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
舟
」
、「
舟

に
上
が
っ
た
時
の
、
心
か
ら
の
安
心
感
」
な
ど

の
舟
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
「
一
般
的
な
母
」

の
像
を
導
き
出
す
問
題
。
正
答
は
ア
。
イ
は
「
強

引
に
」
が
、
ウ
は
「
常
に
見
守
る
」
が
、
エ
は

「
自
ら
の
危
険
を
か
え
り
み
ず
」
が
本
文
を
根

拠
に
す
る
と
不
適
切
。 

 

問
三 
同
義
関
係
の
要
点
要
約 

傍
線
部
「
今
の
解
釈
」
は
恵
一
の
台
詞
中
に

あ
っ
て
、
河
野
の
解
釈
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

よ
り
詳
し
く
読
む
と
、
恵
一
は
台
詞
冒
頭
で
「
そ

う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
『
舟
』
の
字
を
使
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る
。「
そ
う
い
っ
た
」
を
追
っ
て
ゆ
く

と
、
前
述
の
河
野
の
台
詞
末
尾
で
「
人
間
は
水

の
上
で
は
舟
を
頼
り
に
す
る
け
ど
、
で
も
、
そ

の
舟
も
実
は
結
構
ぐ
ら
ぐ
ら
し
た
り
、
危
な
っ

か
し
か
っ
た
り
す
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を

受
け
る
か
た
ち
で
河
野
は
「
そ
れ
が
私
の
解
釈

の
、『
稚
魚
』
に
も
ぴ
っ
た
り
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と

思
っ
た
」
と
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
後
者
の
「
『
稚

魚
』
に
も
ぴ
っ
た
り
の
イ
メ
ー
ジ
」
に
関
し
て

は
、
本
文
を
遡
り
、
河
野
の
台
詞
「
手
放
さ
れ
る

か
ら
こ
そ
～
」
を
根
拠
と
し
て
参
照
す
る
。
ア

は
「
人
の
手
に
よ
っ
て
滅
ん
で
し
ま
う
稚
魚
の

イ
メ
ー
ジ
」
が
河
野
の
解
釈
と
不
一
致
。
イ
の

「
優
し
い
反
面
気
弱
で
あ
る
恵
一
の
母
の
イ
メ

ー
ジ
」
は
恵
一
の
意
見
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
河



野
の
「
今
の
解
釈
」
に
あ
た
ら
な
い
。
ウ
は
正

答
。
エ
は
「
必
ず
」
が
本
文
中
に
な
い
記
述
。 

 

問
四 

文
脈
に
応
じ
た
語
彙
と
心
情
理
解 

「
虚
を
衝
か
れ
る
」
は
「
油
断
し
て
い
て
隙

を
つ
か
れ
る
」
の
意
。
こ
の
慣
用
句
を
踏
ま
え
、

本
文
中
の
恵
一
の
心
情
を
読
み
取
り
、
適
切
な

答
え
を
選
び
と
り
た
い
。
ア
は
「
納
得
し
て
し

ま
い
」、
イ
は
「
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、

ウ
は
「
弱
気
に
な
っ
て
し
ま
う
」
が
不
適
切
。
エ

は
正
答
。 

 

問
五 

解
釈
の
変
化
の
要
点
と
本
文
の
要
旨 

問
題
文
の
空
欄
部
に
、
本
文
中
か
ら
適
切
な

言
葉
を
抜
き
出
す
問
題
。
抜
き
出
し
に
あ
た
っ

て
は
、
字
数
の
制
限
や
問
題
文
の
文
脈
を
踏
ま

え
て
答
え
る
。
航
太
の
解
釈
を
追
っ
て
い
く
と
、

「
航
太
の
頭
の
中
に
、
ぱ
っ
と
新
し
い
解
釈
が

浮
か
ん
だ
」
と
あ
り
、
そ
の
直
前
部
の
河
野
の

台
詞
を
根
拠
に
、
空
欄
部
Ａ
は
「
手
放
せ
る
」
か

「
鮎
の
放
流
」
が
適
切
。
空
欄
部
Ｂ
は
傍
線
部

直
後
に
「
恵
一
は
さ
っ
き
、『
海
』
と
い
っ
た
」

と
あ
り
、
こ
の
「
さ
っ
き
」
を
遡
り
、
恵
一
の
台

詞
を
根
拠
に
し
て
「
京
」
が
適
切
。
空
欄
部
Ｃ
は

「
根
底
に
あ
る
の
は
、
海
が
苦
手
だ
か
ら
舟
も

苦
手
で
、
漁
師
で
あ
る
お
父
さ
ん
と
仲
良
く
な

れ
な
い
恵
一
の
気
持
ち
な
の
だ
」
を
踏
ま
え
て

記
述
す
る
。
問
題
文
で
「『
海
』
に
つ
い
て
の
発

言
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
～
」
と
あ

る
た
め
、
記
述
に
際
し
て
は
「
海
が
苦
手
だ
か

ら
舟
も
苦
手
で
」
の
要
素
を
割
愛
し
て
し
ま
う

と
記
述
と
し
て
不
完
全
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

問
六 

助
詞
の
用
法
に
よ
る
解
釈
の
変
化 

 

「
『
舟
』
は
『
母
』
と
似
て
い
る
」
の
助
詞
「
は
」

は
「
舟
」
を
と
り
た
て
て
い
る
た
め
、
ａ
は
「
舟
」

が
適
切
。「
『
母
』
と
『
舟
』
は
似
て
い
る
」
の
助

詞
「
と
」
は
「
母
」
と
「
舟
」
と
を
比
較
す
る
は

た
ら
き
を
し
て
い
る
。
本
文
で
は
字
形
の
類
似

が
度
々
触
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
ｂ
は
「
字
形

が
似
て
い
る
」
が
適
切
。「『
母
』
は
『
舟
』
に
似

て
い
る
」
の
助
詞
「
は
」
は
ａ
を
解
く
と
き
と
同

様
の
は
た
ら
き
を
し
て
お
り
、
ｃ
は
「
母
」
が
適

切
。 

 

問
七 

複
数
資
料
の
解
釈
を
基
に
し
た
考
察 

複
数
テ
キ
ス
ト
を
読
解
し
、
思
考
す
る
問
題
。

選
択
肢
エ
（
生
徒
Ｄ
）
の
「
そ
ん
な
不
安
定
な
自

分
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
舟
を
詠

ん
で
い
た
。」
が
不
適
切
。
問
四
で
も
確
認
し
た

が
、
恵
一
は
「
虚
を
つ
か
れ
た
顔
」
を
し
て
お

り
、
意
図
し
て
は
い
な
い
。 

  

【
三
】 

古
文
読
解 

〈
出
典
〉『
古
今
著
聞
集
』 

 

鎌
倉
中
期
の
説
話
集
。
橘
成
季
編
。
平
安
中
期

か
ら
鎌
倉
初
期
の
説
話
約
七
〇
〇
余
話
を
集
め

る
。 

 

問
一 

基
本
的
な
古
語
の
理
解 

ａ
「
や
う
や
う
」
は
物
事
が
少
し
ず
つ
移
り

変
わ
る
様
子
を
示
し
、
し
だ
い
に
。
だ
ん
だ
ん
。

な
ど
と
訳
す
。「
枕
草
子
」
で
の
「
や
う
や
う
白

く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
・
・
・
」
な
ど
、
既
習
事
項
。

イ
が
正
解
。
ｂ
「
ひ
そ
か
に
」
は
人
に
し
ら
れ
な

い
よ
う
に
す
る
様
子
を
表
す
。
口
語
と
も
同
義

の
た
め
本
文
に
即
し
、
イ
が
正
解
。
ｃ
「
め
で
た



く
」
は
強
く
心
を
惹
か
れ
、
ほ
め
た
た
え
る
気

持
ち
を
表
し
、
①
大
変
素
晴
ら
し
い
、
立
派
だ
。

②
祝
う
べ
き
だ
喜
ば
し
い
。
③
愚
か
だ
。
な
ど

と
訳
す
。
正
解
は
ウ
。 

 

問
二 

古
文
の
解
釈
（
因
果
関
係
と
内
容
展
開
） 

１
は
傍
線
部
を
含
む
会
話
に
注
目
。「
こ
の
僧

正
は
篳
篥
を
嫌
い
な
さ
る
人
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
の
で
、
」
に
続
く
「
乗
る
べ
か
ら
ず
・
（
乗

っ
て
は
い
け
な
い
）」
な
の
で
、
理
由
は
前
述
部

分
と
な
る
。 

２
に
つ
い
て
は
、
用
枝
が
「
そ
う
で
あ
れ
ば

打
楽
器
を
で
も
演
奏
し
よ
う
」
と
言
っ
て
、「
し

い
て
乗
り
て
け
り
（
無
理
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
）」

の
で
正
解
は
エ
。 

 

問
三 

指
示
内
容
の
理
解 

 

「
さ
に
は
あ
ら
ず
」
の
「
さ
」
は
指
示
語
で
あ

る
。
人
々
か
ら
「
篳
篥
か
」
と
問
わ
れ
、
そ
の
答

え
と
し
て
「
さ
に
は
あ
ら
ず
。（
そ
う
で
は
な
い
）」

と
し
て
い
る
の
で
、「
さ
」
の
指
す
も
の
は
、「
ひ

ち
り
き
」
と
な
る
。 

 

問
四 

要
旨
と
登
場
人
物
の
心
情
理
解 

１
こ
こ
で
の
「
よ
し
な
き
も
の
」
は
、
用
枝
で

あ
る
。
会
話
冒
頭
で
、
「
だ
か
ら
言
っ
た
の
だ
」

と
あ
り
、「
よ
し
な
き
も
の
（
用
枝
）」
を
乗
せ

た
こ
と
で
楽
人
た
ち
が
心
配
し
て
い
た
こ
と
が

起
こ
り
、
嘆
い
て
い
る
。
僧
正
の
機
嫌
を
損
ね
、

宴
の
場
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
恐

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
２
の
正
解
は
エ
。 

 

問
五 

内
容
理
解
の
問
題 

「
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
」
の
出
題
に
注
意
。

正
解
は
オ
。
僧
正
が
「
口
惜
し
き
こ
と
な
り
」
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
会
話
冒
頭
か
ら
の
仏
の
教

え
に
あ
る
こ
と
を
信
じ
ず
に
い
た
こ
と
に
対
し

て
」
で
あ
る
。
迦
陵
頻
の
声
に
似
て
い
る
篳
篥

を
忌
み
嫌
い
、
こ
れ
ま
で
聞
か
な
か
っ
た
こ
と

を
後
悔
す
る
僧
正
の
悔
し
さ
で
あ
る
。 

 

問
六
「
係
り
結
び
」
の
知
識 

助
動
詞
の
活
用
に
つ
い
て
は
高
校
入
学
後
の

学
習
内
容
で
あ
る
が
、
係
り
結
び
の
知
識
が
あ

れ
ば
解
け
る
問
題
。
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結
び
で

あ
る
の
で
、
オ
が
正
解
。 

 
問
七 
文
学
史
の
理
解 

「
古
今
著
聞
集
」
は
鎌
倉
中
期
の
説
話
集
。

古
文
は
時
代
の
流
れ
や
作
者
の
理
解
な
ど
で
よ

り
理
解
が
深
ま
る
。 

 

問
八 

主
題
の
把
握 

本
文
の
口
語
訳
を
正
確
に
行
い
、
登
場
人
物

の
心
情
・
行
動
・
そ
の
理
由
を
と
ら
え
る
こ
と

が
大
切
。 

本
文
は
、
僧
正
が
仏
の
教
え
に
合
っ
た
言
葉

「
篳
篥
は
迦
陵
頻
の
声
を
学
ぶ
」
を
信
じ
ず
に
、

己
の
考
え
だ
け
で
篳
篥
を
憎
ん
で
い
た
こ
と
を

「
口
惜
し
き
こ
と
な
り
」
と
後
悔
す
る
言
葉
を

発
し
て
い
る
。
よ
っ
て
ウ
が
正
解
。 

 

【
現
代
語
訳
例
】 

志
賀
僧
正
明
尊
は
、
昔
か
ら
篳
篥
を
嫌
う
人

で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
明
月
の
夜
、
湖
上
に
三
つ

の
舟
を
浮
か
べ
て
、
管
弦
・
和
歌
・
漢
詩
文
の

（
優
れ
た
）
人
を
乗
せ
て
宴
遊
し
た
が
、
楽
人

た
ち
が
そ
の
舟
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
き
に
言
う



こ
と
に
は
、「
こ
の
僧
正
は
篳
篥
を
嫌
い
な
さ
る

人
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
た
め
用
枝
は
乗
っ
て

は
な
ら
な
い
。」
と
言
っ
て
、
乗
せ
な
か
っ
た
と

こ
ろ
、
用
枝
は
、「
そ
れ
な
ら
ば
打
楽
器
で
も
演

奏
し
申
し
上
げ
よ
う
」
と
言
っ
て
、
無
理
に
乗

っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

だ
ん
だ
ん
夜
が
更
け
て
い
く
う
ち
に
、
用
枝
は

ひ
そ
か
に
篳
篥
を
抜
き
出
し
て
、
湖
水
に
浸
し

て
湿
ら
せ
た
。
人
々
が
見
て
、「
篳
篥
か
」
と
尋

ね
た
と
こ
ろ
、「
そ
う
で
は
な
い
。
手
を
洗
う
の

だ
」
と
答
え
て
、
何
と
も
な
い
様
子
で
座
っ
て

い
る
。
し
ば
ら
く
し
て
、（
用
枝
は
）
と
う
と
う

音
取
り
の
曲
を
吹
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

ま
わ
り
の
楽
人
た
ち
が
、「
だ
か
ら
言
っ
た
の
だ
。

と
ん
で
も
な
い
者
を
乗
せ
て
、
興
趣
が
き
っ
と

冷
め
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
と
、
顔
色
を
青
ざ
め

て
嘆
き
合
っ
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
曲
が
す
ば

ら
し
く
す
ぐ
れ
て
い
て
（
人
々
の
心
に
）
し
み

た
。
聞
く
人
は
み
な
涙
が
落
ち
た
。
長
年
篳
篥

を
嫌
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
僧
正
が
、
人
よ
り
特

に
泣
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
に
は
、「
正
教

に
、
篳
篥
（
の
音
）
は
迦
陵
頻
の
声
に
な
ぞ
ら
え

ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
言

葉
を
信
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
残
念
な
こ
と
だ
、

今
こ
そ
思
い
知
っ
た
。
今
夜
の
褒
美
の
品
は
他

の
人
に
授
け
て
は
な
ら
な
い
。
用
枝
一
人
に
授

け
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。（
僧
正
は
）
こ
の
こ

と
を
後
々
ま
で
言
葉
に
出
し
て
、
お
泣
き
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 


