
二
〇
二
一
年
度 

国
語 

中
期 

解
答
・
解
説 

【
五
〇
分
／
一
〇
〇
点 

※
配
点
詳
細
非
公
表
】 

 

【 

一 

】
評
論
（
説
明
的
文
章
） 

〈
出
典
〉「
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
苦
手
、
だ
か
ら
日
本

人
は
す
ご
い
」（
朝
日
新
書
） 

 

日
本
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
グ
ロ
ー

バ
ル
時
代
に
こ
そ
価
値
を
増
す
こ
と
を
述
べ
た

作
品
。「
自
己
主
張
」
が
欧
米
と
異
な
る
理
由
や

対
決
し
な
い
心
を
作
る
日
本
語
の
構
造
な
ど
、 

心
理
学
博
士
の
観
点
か
ら
様
々
な
事
例
を
挙
げ

て
日
本
人
の
美
質
を
説
明
す
る
。 

 

〈
著
者
〉
榎
本
博
明 

東
京
都
出
身
の
心
理
学
者
。
東
京
大
学
教
育

学
部
教
育
心
理
学
科
卒
業
。
東
芝
市
場
調
査
課

勤
務
の
後
、
川
村
短
期
大
学
講
師
、
大
阪
大
学

人
間
科
学
部
助
教
授
、
名
城
大
学
人
間
学
部
教

授
後
退
職
し
、
人
間
科
学
研
究
所
代
表
と
な
る
。 

 

問
一 

漢
字
の
書
き 

ａ 

当
然 

 
 

ｂ 

緊
張 

 

ｃ 

違
和
感 

ｄ 

慎
（
み
） 

ｅ 

協
調 

 

漢
字
力
は
、
正
確
な
読
解
に
欠
か
せ
な
い
重

要
な
力
で
あ
る
。
小
学
校
で
一
〇
二
六
字
、
中

学
校
で
一
一
一
〇
字
、
つ
ま
り
中
学
校
ま
で
に

計
二
一
三
六
字
を
学
習
す
る
。
そ
の
た
め
、
国

語
学
習
の
際
に
は
意
識
し
て
学
習
し
て
ほ
し
い
。

語
彙
の
学
習
は
、
学
校
の
授
業
や
自
学
自
習
を

は
じ
め
、
日
常
生
活
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
気
に
か

け
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
①
読
み
、
②
書
き
、
③

意
味
理
解
、
④
語
彙
の
用
例
、
⑤
構
成
や
故
事

ま
で
気
に
か
け
、
音
読
や
書
く
練
習
を
す
る
、

辞
書
を
引
く
、
語
彙
を
利
用
し
て
短
文
を
つ
く

っ
て
み
る
な
ど
、
工
夫
し
て
学
習
す
る
こ
と
が

大
切
だ
。 

 

問
二  

文
法
：
接
続
語
の
知
識 

接
続
詞
の
理
解
は
、
文
と
文
、
段
落
と
段
落

の
つ
な
が
り
や
文
章
の
構
成
を
確
認
し
な
が
ら

読
解
す
る
「
構
造
的
読
み
」
を
確
立
す
る
上
で

重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
く
こ
と

で
、
論
理
的
文
章
を
書
く
力
も
養
わ
れ
る
。
接

続
詞
を
何
と
な
く
あ
て
は
め
て
み
る
と
い
っ
た

感
覚
的
な
解
き
方
で
な
く
前
と
後
の
つ
な
が
り

を
し
っ
か
り
と
見
極
め
た
う
え
で
接
続
詞
を
選

択
す
る
よ
う
に
心
が
け
よ
う
。 

空
欄 

Ａ 

は
、
英
語
の
「
Ｉ
」
と
日
本
語

の
「
私
」
の
使
わ
れ
方
と
、
欧
米
人
と
日
本
人
の

姿
の
描
写
の
間
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
空

欄 

Ａ 

を
含
む
文
が
「
～
よ
う
だ
。」
と
結
ば

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
下
に
比
況
表
現
を
伴
い
、

何
か
が
他
の
別
の
も
の
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と

を
表
す
語
で
あ
る
「
ま
る
で
」
を
選
択
し
よ
う
。 

空
欄 

Ｂ 

は
、
「
お
互
い
を
『
お
父
さ
ん
』

『
お
母
さ
ん
』
と
呼
び
合
う
夫
婦
、『
じ
っ
ち
ゃ

ん
』『
ば
っ
ち
ゃ
ん
』
と
呼
び
合
う
老
夫
婦
」
と

い
う
日
本
で
の
日
常
風
景
を
受
け
、「
欧
米
流
の

感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
非
常
に
お
か
し
な
こ
と
に



違
い
な
い
。」
と
い
う
筆
者
の
考
え
の
間
に
位
置

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
先
の
内
容
と
後
に
続

く
内
容
が
反
対
の
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
す
接

続
詞
「
だ
が
」
を
選
択
し
よ
う
。 

空
欄 

Ｃ 

は
、
相
手
と
の
関
係
性
に
よ
っ

て
自
然
に
自
称
詞
を
変
え
る
日
本
人
の
姿
か
ら

「
自
己
主
張
を
慎
み
、
相
手
に
対
す
る
思
い
や

り
を
中
心
に
動
く
日
本
人
の
心
の
特
徴
」
へ
の

展
開
を
受
け
、
目
下
の
者
に
と
っ
て
の
立
場
を

優
先
し
自
称
詞
を
用
い
る
と
い
う
説
明
の
間
に

位
置
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
前
に
述
べ
た
事

柄
に
対
し
て
後
で
述
べ
る
事
柄
で
説
明
や
言
い

換
え
を
す
る
こ
と
を
示
す
接
続
詞
「
す
な
わ
ち
」

を
選
択
し
よ
う
。 

 

問
三 

対
比
的
読
解
と
要
約 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
自
称
詞

の
「
Ｉ
」
と
「
私
」
の
違
い
に
つ
い
て
本
文
で
ど

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
対
比
関
係

に
あ
る
二
つ
の
項
目
の
特
徴
を
整
理
す
る
力
が

求
め
ら
れ
る
。 

 

傍
線
部
①
の
直
後
の
段
落
で
は
「
Ｉ
」
に
つ

い
て
、
そ
の
後
の
段
落
で
は
「
私
」
に
つ
い
て
説

明
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
よ
る
と
、「
Ｉ
」
は
ど

の
よ
う
な
文
脈
で
も
変
わ
ら
な
い
が
、「
私
」
は

文
脈
に
よ
っ
て
姿
形
を
変
え
る
と
い
う
特
徴
が

あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、「
Ｉ
」
の
使
わ
れ
方
で

あ
る
エ
を
選
択
し
よ
う
。 

ア
は
「
私
」
の
使
わ
れ
方
の
説
明
の
た
め
不

適
当
。
イ
は
後
半
部
分
が
不
適
当
。
相
手
の
出

方
に
関
わ
ら
ず
「
だ
れ
が
何
と
言
お
う
と
『
Ｉ
』

は
『
Ｉ
』
な
の
だ
」
と
い
う
の
が
筆
者
の
意
見
で

あ
る
。
ウ
は
全
体
的
に
不
適
当
。「
Ｉ
」
は
ど
の

よ
う
な
状
況
で
も
「
Ｉ
」
と
い
う
形
は
変
わ
ら

な
い
。
ま
た
、
本
文
で
「
自
己
の
確
立
」
に
つ
い

て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

問
四 

対
比
と
因
果
関
係 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
自
称
詞

「
Ｉ
」
と
「
私
」
の
違
い
と
、
欧
米
人
と
日
本
人

と
の
対
人
場
面
に
お
け
る
心
の
あ
り
方
の
違
い

が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
解
く
必
要
が
あ

る
。 

 

傍
線
部
②
の
前
の
段
落
で
は
相
手
が
だ
れ
で

あ
る
か
に
よ
っ
て
姿
形
を
変
え
て
い
く
『
私
』

と
い
う
自
称
詞
の
「
揺
ら
ぎ
や
す
さ
」
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
、
傍
線
部
②
の
直
前
で
は
「
絶
え

ず
相
手
の
出
方
を
う
か
が
い
つ
つ
相
手
に
合
わ

せ
て
自
分
の
出
方
を
決
め
よ
う
と
す
る
」
と
い

う
日
本
人
の
姿
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
イ
を
選
択
し

よ
う
。 

ア
は
後
半
部
分
「
自
分
の
要
求
を
伝
え
な
い

日
本
人
の
姿
勢
」
が
不
適
当
。
本
文
で
「
相
手
に

合
わ
せ
て
自
分
の
出
方
を
決
め
よ
う
と
す
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
自
己
主
張
を
し
な

い
の
で
は
な
く
、
そ
の
方
法
を
他
者
に
よ
っ
て

変
え
る
の
だ
。
ウ
は
全
体
的
に
不
適
当
。
エ
は

後
半
部
分
「
自
分
を
低
く
評
価
し
た
が
る
日
本

人
の
性
質
」
が
不
適
当
。
自
己
評
価
に
つ
い
て



は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
前
半
部
分
の

「
最
年
少
者
の
た
め
に
自
称
詞
を
決
定
す
る
日

本
語
」
は
、
本
文
の
〈
中
略
〉
以
降
の
内
容
で
あ

る
。 

 

問
五 

具
体
と
一
般
（
同
義
関
係
） 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
傍
線
部

の
後
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
複
数
の
具
体
例
か
ら
、

共
通
す
る
要
素
を
抜
き
出
す
力
が
必
要
で
あ
る
。 

本
文
で
は
、
子
ど
も
や
孫
の
立
場
を
踏
ま
え

て
自
身
と
配
偶
者
の
呼
称
を
自
然
に
工
夫
し
て

い
る
夫
婦
が
例
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
こ
れ
ら
の
具
体
例
か
ら
、
日
本
人
は
そ
の
場

に
お
け
る
最
年
少
者
に
自
身
や
近
親
者
の
呼
称

を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
身
や
近
親
者
で
は
な

く
最
年
少
者
で
あ
る
相
手
の
呼
称
を
変
え
て
い

る
選
択
肢
ウ
「
幼
い
男
の
子
に
対
し
て
、『
き
み
』

で
は
な
く
『
ぼ
く
』
と
呼
び
掛
け
る
大
人
。」
を

不
適
当
な
例
と
し
て
選
択
し
よ
う
。 

  

問
六 

本
文
の
要
旨 

 

本
文
の
要
旨
に
関
わ
る
「
開
か
れ
た
自
己
」

に
つ
い
て
理
解
す
る
問
題
。〈
中
略
〉
以
降
、
具

体
例
を
は
さ
み
な
が
ら
複
数
の
記
述
が
見
え
る
。

一
つ
め
は 

Ｂ 

の
直
後
、
呼
称
の
使
い
分
け

が
日
本
人
の
心
の
特
徴
に
よ
る
も
の
と
言
及
す

る
箇
所
。
二
つ
め
は
具
体
例
を
含
み
、
自
分
よ

り
も
他
者
を
軸
に
し
て
動
く
あ
り
か
た
。
三
つ

め
は
冒
頭
の
「
Ｉ
」
と
「
私
」
に
つ
い
て
言
及
し

な
が
ら
ま
と
め
を
導
く
部
分
。
こ
れ
ら
の
内
容

を
踏
ま
え
る
と
、
ウ
だ
け
が
本
文
の
趣
旨
と
は

異
な
る
。 

 

問
七 

全
体
の
内
容
理
解
と
言
語
活
動 

 

こ
こ
で
は
、
生
徒
四
人
の
意
見
か
ら
、
本
文

の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
か
を
問
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、

本
文
全
体
の
内
容
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

本
文
で
は
、
状
況
や
相
手
と
の
関
係
性
に
よ

っ
て
自
称
詞
を
変
え
る
日
本
語
の
特
徴
を
踏
ま

え
、
日
本
人
の
「
他
者
に
開
か
れ
た
自
己
の
あ

り
方
」
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
異
文
化

同
士
が
対
立
せ
ず
、
理
解
し
合
う
」
た
め
に
必

要
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
文

の
内
容
と
合
致
し
な
い
「
他
者
に
合
わ
せ
る
日

本
式
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
時
代
に
は
対
応
で
き
な
い
と
危
機
感

を
覚
え
た
。」
と
述
べ
て
い
る
Ｄ
を
選
択
し
よ
う
。 

  

【 

二 

】
文
学
的
文
章
（
エ
ッ
セ
イ
） 

〈
出
典
〉J

AF 
Mate

（
ジ
ャ
フ
メ
イ
ト
）
よ
り 

「
幸
せ
っ
て
何
だ
ろ
う
」（
エ
ッ
セ
イ
）
の
連
載

企
画2019 7/

2020 8.
9

よ
り 

 

〈
著
者
〉 

西
加
奈
子
は
イ
ラ
ン
の
テ
ヘ
ラ
ン
生
ま
れ
、

エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
、
大
阪
で
育
つ
。『
あ
お
い
』



で
デ
ビ
ュ
ー
。
他
の
著
書
に
『
ふ
く
わ
ら
い
』
や

『
サ
ラ
バ
！
』
な
ど
が
あ
る
。 

ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
は
福
岡
県
生
ま
れ
、
英

国
ブ
ラ
イ
ト
ン
在
住
の
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。
著
書

に
『
労
働
者
階
級
の
反
乱
―
―
地
べ
た
か
ら
見

た
英
国EU

離
脱
』（
光
文
社
新
書
）
な
ど
が
あ

る
。 

 

問
一 

エ
ッ
セ
イ
中
の
語
彙 

 

ａ
「
も
じ
る
」
は
ね
じ
る
、
ひ
ね
る
、
よ
じ
る

と
い
っ
た
原
義
か
ら
派
生
し
て
、
言
葉
を
言
い

換
え
る
等
の
意
味
が
あ
る
。
本
文
脈
に
則
し
た

意
味
を
選
び
た
い
。 

 

ｂ
の
「
担
保
」
は
保
証
す
る
こ
と
。「
ほ
し
ょ

う
」
に
は
同
音
異
義
語
が
複
数
あ
る
た
め
、
そ

う
い
っ
た
も
の
と
混
同
し
な
い
よ
う
に
丁
寧
に

学
び
、
解
答
し
て
ほ
し
い
。 

 

問
二 

「 

」
の
修
辞
的
用
法 

 

「 

」
は
当
該
部
分
を
強
調
し
た
い
時
、
通
常

と
異
な
る
意
味
で
用
い
た
い
場
合
な
ど
、
修
辞

的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
１
は
そ
の
反

対
、「
祈
り
」
を
い
わ
ゆ
る
通
常
の
祈
り
と
し
、

本
文
の
趣
旨
で
あ
る
、
ブ
ー
タ
ン
の
人
々
に
と

っ
て
祈
り
が
日
常
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
の

工
夫
で
あ
る
。 

 

２
で
は
直
接
会
う
こ
と
を
つ
な
が
っ
た
と
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
つ
な
が
っ
た
と
錯
覚
し
て
い
る

状
態
を
「
つ
な
が
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。 

 

問
三 

因
果
関
係
の
読
解 

 

ブ
ー
タ
ン
の
人
の
不
思
議
そ
う
な
顔
に
対
し
、

筆
者
は
「
質
問
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
の
だ

ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
取
材
を
通
じ
て
分
か

っ
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
が
、
筆
者
は
そ
の
理
由

を
質
問
の
内
容
で
あ
る
「
幸
せ
」
に
つ
い
て
考

え
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
、
祈
り
の
よ
う
に
日
常

の
中
に
幸
せ
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
と
考
え
を
め

ぐ
ら
せ
て
い
る
。 

 

問
四 

辞
書
的
意
味
を
資
料
と
し
て
本
文
の
趣

旨
を
踏
ま
え
て
文
学
的
表
現
を
味
わ
う 

 

１
は
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い
「
襞
（
ひ
だ
）
」

（
理
科
で
は
小
腸
の
は
た
ら
き
で
学
習
す
る
か
）

と
生
活
（
本
文
内
容
）
を
組
み
合
わ
せ
た
語
句

の
意
味
を
考
え
る
。
襞
の
意
味
と
し
て
本
文
中

の
内
容
と
関
連
が
深
い
も
の
は
、「
心
の
襞
」
と

用
い
る
よ
う
な
、
外
部
か
ら
で
は
分
か
り
に
く

い
複
雑
で
微
妙
な
部
分
の
意
味
だ
ろ
う
。
本
文

で
は
個
々
の
、
あ
り
ふ
れ
た
、
普
通
の
日
常
の

生
活
の
中
に
幸
せ
が
あ
る
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
た
め
、
ア
意
識
さ
れ
な
い
日
常
生
活
を
選

び
た
い
。 

 

２
は
１
同
様
、「
幸
せ
と
は
何
か
」
と
い
う
主

題
（
問
い
、
問
題
、
課
題
意
識
）
に
焦
点
を
当
て

た
読
解
を
進
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
「
つ
な
が
る
」

こ
と
と
対
比
し
た
、
直
接
会
う
意
味
で
の
「
会

う
」
に
、
条
件
を
踏
ま
え
て
「
よ
ろ
こ
び
」
を
加

え
た
部
分
を
特
定
し
た
い
。 

 



問
五 

出
典
の
趣
旨
の
確
認
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

場
面
（
言
語
活
動
）
で
の
技
術
と
態
度 

 

本
文
中
で
西
加
奈
子
さ
ん
が
引
用
し
て
い
る

記
事
は
、
ブ
レ
イ
デ
ィ
さ
ん
と
の
会
話
の
主
旨

と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
実

際
の
も
と
と
な
っ
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
記
事

を
見
る
と
、
働
く
う
え
で
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
発

揮
す
る
に
は
、
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
意

図
を
も
と
に
、
霊
長
類
研
究
の
専
門
家
で
あ
る

山
極
先
生
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
進
ん
で
い
く
。

そ
の
際
椋
田
さ
ん
（
「
さ
ん
」
の
継
承
は
出
題
者

側
で
敬
称
を
用
い
た
）
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
、

山
極
先
生
の
発
言
内
容
を
ま
と
め
る
、
繰
り
返

す
な
ど
、
話
し
手
が
話
し
や
す
い
工
夫
が
み
ら

れ
る
。
対
し
て
山
極
先
生
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の

主
旨
を
踏
ま
え
な
が
ら
専
門
的
な
見
地
か
ら
人

と
動
物
（
猿
）
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
人
間
集
団

に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
い
く
。
こ
の
時
イ
ン

タ
ビ
ュ
ア
ー
は
聞
き
手
に
徹
し
て
お
り
、
意
見

を
述
べ
た
り
は
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
し
た

い
。 

 

問
六 

本
文
の
主
旨
か
ら
一
つ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
考
察
す
る
（
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
で
の
提
言
内
容
） 

 

他
者
の
身
体
を
必
要
と
し
て
い
る
と
は
、
視

聴
覚
を
中
心
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
を
介
し

て
脳
で
「
つ
な
が
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
直
接
会

っ
て
五
感
を
使
っ
て
つ
な
が
る
よ
ろ
こ
び
に
は

他
者
と
身
体(

的
感
覚)

が
必
要
だ
と
述
べ
て
い

る
。
右
を
中
心
に
、
追
加
さ
れ
た
資
料
と
の
つ

な
が
り
か
ら
派
生
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る

テ
ー
マ
を
検
討
し
て
い
け
ば
よ
い
。
Ａ
は
本
文

で
複
数
の
幸
せ
の
か
た
ち
が
提
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
幸
せ
を
頭
（
脳
）
で
考
え
る
（
意
識
す

る
）
の
で
は
な
く
、
日
常
や
直
接
身
体
感
覚
で

ふ
れ
あ
う
意
見
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
は
資

料
二
か
ら
人
間
が
進
化
の
過
程
の
中
で
脳
で
つ

な
が
る
こ
と
や
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
た
こ
と

に
も
触
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
点
を
否
定
し
き

る
の
で
は
な
く
、
身
体
で
も
つ
な
が
る
大
切
さ

に
つ
い
て
提
唱
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
Ｃ
で
は

昨
今
の
「
コ
ロ
ナ
禍
」
で
意
識
さ
れ
た
物
理
的

接
触
を
避
け
距
離
を
と
る
生
活
や
、
反
対
に
オ

ン
ラ
イ
ン
に
代
替
さ
れ
た
生
活
の
良
い
面
や
悪

い
面
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
と
す
る
こ
と
が
提

唱
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
の
み
、
言
葉
を
中
心
テ
ー

マ
に
、
身
体
と
の
つ
な
が
り
は
論
じ
ら
れ
て
い

な
い
。 

  

【 

三 

】
古
典
（
古
文
） 

〈
出
典
〉
『
伊
曽
保
物
語
』 

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
寓
話
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」

の
翻
訳
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期

に
成
立
。 

 

問
一 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
知
識
と
音
読 

古
典
は
現
代
語
に
よ
る
学
習
と
異
な
り
、
日

頃
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
平
素
か



ら
意
識
し
て
音
読
し
て
読
み
慣
れ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。 

 

二
重
傍
線
ａ
「
い
た
づ
ら
」
は
、「
ぢ
」「
づ
」

が
現
代
語
で
は
「
じ
」「
ず
」
を
用
い
る
と
い
う

知
識
が
あ
れ
ば
解
答
で
き
る
。 

 

ｂ
「
言
ふ
」
と
ｃ
「
い
こ
う
」
は
、
ハ
行
音
は

ア
行
音
に
改
め
る
、
ａ
＋
ｕ
の
発
音
は
ｏ
＋
ｕ

の
発
音
に
変
化
す
る
等
の
規
則
を
知
っ
て
い
れ

ば
解
答
で
き
る
。 

 

歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
仮
名
遣
い
に
あ
ら

た
め
る
規
則
は
他
に
も
複
数
存
在
す
る
た
め
、

受
験
生
（
学
習
者
）
各
自
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を

現
代
仮
名
遣
い
に
あ
ら
た
め
る
規
則
に
つ
い
て

理
解
、
整
理
し
て
お
こ
う
。
そ
の
際
、
知
識
だ
け

蓄
え
問
題
が
解
答
で
き
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
に

留
ま
ら
ず
、
発
音
・
音
読
を
旨
と
し
て
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
に
励
ん
で
ほ
し
い
。 

 

問
二 

主
語
の
把
握
と
因
果
関
係
の
理
解 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
主
語
を

適
切
に
補
い
な
が
ら
傍
線
部
ま
で
の
内
容
を
理

解
で
き
た
か
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。 

 

本
文
は
、
ね
ず
み
達
が
ど
う
す
れ
ば
猫
に
捕

ま
ら
な
い
か
相
談
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
話
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
傍
線
部
③
「
油
断
し
て
捕
ら

る
る
」
の
は
ね
ず
み
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
傍
線
部
③
の
直
前
に
「
密

か
に
近
寄
り
て
来
る
ゆ
ゑ
」
と
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
主
語
は
ね
ず
み
を
捕
ま
え
る
た
め
に

近
づ
く
猫
で
あ
る
。 

 

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
、
エ
を
選
択
し
よ
う
。 

 

問
三 

内
容
展
開
と
同
義
関
係 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
傍
線
部

の
直
後
の
内
容
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

ね
ず
み
達
が
猫
に
捕
ま
ら
な
い
た
め
に
は
ど

う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
と
悩
ん
で
い
る
と
、

一
匹
の
ね
ず
み
が
「
何
よ
り
良
き
手
段
」
を
提

案
す
る
。
そ
れ
は
、
傍
線
部
④
の
直
後
「
猫
の
首

へ
鈴
を
付
け
置
か
ば
」
と
い
う
も
の
だ
。 

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
、
イ
を
選
択
し
よ
う
。 

 
問
四 
本
文
脈
を
踏
ま
え
た
現
代
語
訳 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
問
三
で

取
り
上
げ
た
「
何
よ
り
良
き
手
段
」
を
実
行
し

た
場
合
ど
う
な
る
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。 

ね
ず
み
達
は
、
猫
が
「
密
か
に
近
寄
り
て
来

る
」
か
ら
「
油
断
し
て
」
捕
ま
っ
て
し
ま
う
と
考

え
、
そ
の
対
策
と
し
て
「
猫
の
首
へ
鈴
を
付
け
」

る
と
い
う
案
が
出
さ
れ
る
。
も
し
猫
へ
鈴
を
付

け
た
ら
、「
た
と
え
足
音
は
せ
ず
と
も
」
猫
が
近

付
い
て
来
る
こ
と
が
分
か
り
、「
こ
な
た
に
油
断

は
あ
る
ま
じ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
選
択
肢
「
ア
こ
ち
ら
が
油

断
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
」
を
答
え
よ
う
。 

 

問
五 

因
果
関
係
と
寓
話
の
趣
旨
の
理
解 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
傍
線
部

の
直
前
の
内
容
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。 

猫
に
捕
ま
ら
な
い
対
策
と
し
て
「
猫
の
首
へ



鈴
を
付
け
」
る
と
い
う
案
が
出
さ
れ
た
が
、
誰

も
実
行
者
を
名
乗
り
出
な
か
っ
た
た
め
、
話
し

合
い
が
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
以
上
の
内

容
を
踏
ま
え
、
ウ
を
選
択
し
よ
う
。
残
り
の
選

択
肢
は
部
分
的
な
記
述
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、

選
択
肢
の
趣
旨
と
本
文
の
趣
旨
と
は
合
致
し
な

い
。 

 

問
六 

寓
話
と
寓
意
の
対
比 

 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
空
欄
の

直
前
の
内
容
が
指
し
示
す
存
在
を
本
文
全
体
か

ら
導
く
力
が
必
要
で
あ
る
。 

 

空
欄 

Ⅰ 

ま
で
の
内
容
で
、
後
先
を
わ
き

ま
え
ず
、
考
え
あ
り
げ
に
「
口
を
た
た
」
い
た
者

は
誰
か
考
え
る
と
良
い
。
そ
れ
は
、
実
行
も
で

き
な
い
の
に
「
猫
の
首
へ
鈴
を
付
け
置
」
こ
う

と
提
案
し
た
「
一
つ
の
ね
ず
み
」
で
あ
る
。 

以
上
を
踏
ま
え
、
設
問
の
指
示
に
し
た
が
い

「
ね
ず
み
」
と
三
字
で
答
え
る
。 

 

問
七 

本
文
の
趣
旨
と
こ
と
わ
ざ
の
理
解 

こ
の
設
問
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
本
文
全

体
の
内
容
を
捉
え
る
力
が
必
要
で
あ
る
。 

問
六
で
触
れ
た
よ
う
に
、
実
行
も
で
き
な
い

の
に
「
猫
の
首
へ
鈴
を
付
け
置
」
こ
う
と
提
案

し
た
「
一
つ
の
ね
ず
み
」
に
つ
い
て
、
本
文
で
後

先
を
わ
き
ま
え
ず
、
考
え
あ
り
げ
に
「
口
を
た

た
」
い
た
者
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
言

葉
を
発
す
る
際
に
は
十
分
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
い
と
い
う
教
訓
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。 

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
、
ウ
を
選
択
し
よ
う
。 

 

問
八 

文
学
史 

文
学
史
も
、
古
文
読
解
に
お
い
て
重
要
な
知

識
で
あ
る
。
文
学
は
、
当
時
の
世
相
を
反
映
し
、

そ
の
時
代
を
生
き
る
人
々
が
生
み
出
す
も
の
で

あ
る
。
作
品
中
に
登
場
す
る
登
場
人
物
の
行
動

や
、
心
情
、
社
会
の
反
応
、
全
て
に
お
い
て
社
会

背
景
が
影
響
し
て
い
る
。
よ
っ
て
時
代
や
作
品

の
ジ
ャ
ン
ル
、
作
者
に
つ
い
て
の
理
解
は
重
要

で
あ
る
。
現
代
文
も
同
様
に
、
文
学
史
を
歴
史

の
流
れ
と
と
も
に
お
さ
え
よ
う
。 

 

【
そ
の
他
の
選
択
肢
】 

ア
の
伊
勢
物
語
は
平
安
時
代
成
立
の
歌
物
語
。

在
原
業
平
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
「
男
」
の

一
代
記
。
イ
の
平
家
物
語
は
鎌
倉
時
代
の
軍
記

物
語
、
作
者
・
成
立
年
未
詳
。
平
家
一
門
の
栄
華

と
そ
の
没
落
・
滅
亡
を
描
く
。
文
章
は
和
漢
混

交
文
、
七
五
調
を
主
と
す
る
律
文
と
散
文
と
を

織
り
交
ぜ
た
詩
的
な
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
因

果
観
・
無
常
観
を
基
調
と
し
て
い
る
。
平
曲
と

し
て
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
ウ
の
栄

花
物
語
は
平
安
時
代
後
期
の
歴
史
物
語
。
作
者

不
詳
、
四
〇
巻
。
藤
原
道
長
の
栄
華
を
中
心
に

宮
廷
貴
族
の
生
活
を
仮
名
文
で
編
年
体
に
記
す
。

エ
の
源
氏
物
語
は
平
安
時
代
の
作
り
物
語
、
紫

式
部
の
作
。
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
で
も
著
名

な
古
典
文
学
作
品
。 

 



【
現
代
語
訳
例
】 

 

ね
ず
み
が
大
勢
集
ま
っ
て
相
談
し
て
い
た
こ

と
に
は
、「
い
つ
も
、
あ
の
猫
と
い
う
悪
賢
い
者

に
捕
ら
れ
る
時
、
何
度
悔
や
ん
で
も
、
そ
の
甲

斐
が
な
い
。
あ
の
猫
が
、
声
を
立
て
る
か
、
足
音

で
も
す
れ
ば
、（
私
た
ち
ね
ず
み
は
）
前
も
っ
て

用
心
し
、
決
し
て
捕
ま
る
ま
い
と
思
う
け
れ
ど

も
、（
猫
が
）
密
か
に
近
寄
っ
て
来
る
た
め
、（
私

た
ち
ね
ず
み
は
）
時
々
油
断
し
て
捕
ら
れ
る
の

だ
。
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
」
と
言
っ
た

ら
、
一
匹
の
ね
ず
み
が
、
進
み
出
て
申
し
上
げ

た
こ
と
に
は
、「
そ
れ
に
は
何
よ
り
良
い
手
段
が

あ
る
。
あ
の
猫
の
首
へ
鈴
を
付
け
て
置
け
ば
、

た
と
え
足
音
が
し
な
く
て
も
、
こ
ち
ら
が
油
断

す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
言
う
と
、
み
ん

な
が
、「
い
か
に
も
そ
の
通
り
だ
」
と
言
っ
た
が
、

大
勢
の
ね
ず
み
の
中
か
ら
、
た
だ
の
一
匹
も
、

「
猫
の
首
へ
鈴
を
付
け
に
行
こ
う
」
と
言
う
者

が
い
な
か
っ
た
の
で
、
つ
い
に
、
そ
の
相
談
は

終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

そ
の
よ
う
に
、
人
も
後
先
を
わ
き
ま
え
ず
、

考
え
あ
り
げ
に
し
ゃ
べ
る
者
は
、
ね
ず
み
に
等

し
く
、
し
ま
い
に
は
恥
を
か
く
も
の
な
の
で
、

「
口
は
禍
い
の
門
」
と
心
得
る
べ
き
で
あ
る
。 

 


