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【時
間
】
六
〇
分 

【配
点
】
一
〇
〇
点 

 

第

一
問 

 
次
の
本
文
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

冬
の
雨
は
一
気
に
夕
暮
れ
を
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
小
暗
く
降
る
。
大
降
り
に
は
な
ら
な
い
。

音
が
し
な
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
と
、
雪
が
舞
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
冬
の
雨
で
代
表
的

な
も
の
は

「時
雨
」
で
あ
る
。
晩
秋
初
冬
に
降
っ
た
り
止
ん
だ
り
す
る
通
り
雨
だ
が
、
そ
の
冬

初
め
て
降
る
時
雨
を

「初
時
雨
」
と
い
う
。 

旅
人
と
我
名
よ
ば
れ
ん
初
し
ぐ
れ 

 
 
 

芭
蕉 

①
芭
蕉
が
伊
賀
に
帰
郷
す
る
折
り
の
句
で
あ
る
。
「旅
人
」
と
い
う
名
で
今
日
か
ら
自
分
は

呼
ば
れ
て
行
く
の
だ
、
と
い
う
決
意
を
示
し
て
い
る
。
折
し
も
こ
の
冬
初
め
て
の
時
雨
が
掠か

す

っ

て
い
っ
た
。
道
中
尾
張
、
美
濃
な
ど
に
知
人
の
多
い
旅
で
あ
っ
た
か
ら
、
わ
ず
か
ば
か
り
時
雨

に
濡ぬ

れ
よ
う
と
も
心
が
躍
っ
た
の
で
あ
る
。
②
陰
暦
十
月
十
二
日
の
芭
蕉
忌
を

「時
雨
忌
」
と

い
う
。 

私
は
四
国
に
お
遍
路
の
旅
に
出
た
と
き
、
こ
の
句
が
念
頭
に
あ
っ
て
、
「お
遍
路
と
わ
が
名
呼

ば
れ
し
藪や

ぶ

椿
つ
ば
き

」
と
作
っ
た
。
新
し
い
白
装
束
で
歩
き
は
じ
め
る
と
、
す
ぐ
に
土
地
の
人
か
ら

「お
遍
路
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
少
し
恥
ず
か
し
か
っ
た
。 

時
雨
は
詩
心
の
始
動
す
る
趣
の
深
い
雨
で
、
時
分
に
よ
っ
て

「朝
時
雨
」
「夕
時
雨
」
「小
夜

時
雨
」
と
呼
ば
れ
る
。
ひ
と
と
こ
ろ
だ
け
降
る

「片
時
雨
」、
い
っ
と
き
強
く
降
る

「村
時
雨
」、

横
か
ら
吹
き
つ
け
る

「横
時
雨
」、
北
寄
り
の

「北
時
雨
」、
京
都
北
山
の

「北
山
時
雨
」
な
ど

が
知
ら
れ
て
い
る
。
京
都
の
貴
船
で
時
雨
に
あ
っ
た
と
き
、
止
ん
だ
と
思
っ
た
ら
、
小
さ
な
虹

が
林
の
向
う
に
か
か
っ
た
。
【Ⅰ
】 

 
 
 

元
旦
、
ま
た
は
三
が
日
に
降
る
雨
や
雪
は

「御
降

お
さ
が
り

」
と
い
う
。
「お
ふ
り
」
と
い
わ
な
い
の

は
正
月
早
々
「お
古
」
に
聞
こ
え
た
り
、
涙
を
連
想
さ
せ
た
り
す
る
の
を
忌
む
か
ら
だ
と
い
う
。

元
旦
に
汲
む
水
は

「若
水
」
で
あ
る
。
そ
の
水
で
手
や
顔
を
洗
う
こ
と
は

「初
手
水
」
で
、
は

つ
て
み
ず
、
ま
た
は
、
は
つ  

Ａ 
 

、
と
い
う
。
こ
れ
で
正
月
の
人
に
な
る
わ
け
だ
。 

寒
の
内

（立
春
前
の
約
三
十
日
）
の
水
は

「寒
の
水
」
と
い
い
、
微
生
物
も
何
も
寒
さ
に
死

に
絶
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
清
潔
き
わ
ま
り
な
い
。
む
か
し
は
餅も

ち

が
黴か

び
な
い
よ
う
に
、
水

に
つ
け
て
、
水
餅
に
し
て
い
た
。
形
は
崩
れ
や
す
く
な
る
が
、
冷
蔵
庫
の
な
い
時
代
の
知
恵
だ

っ
た
。
寒
の
水
で
酒
を
醸
造
す
る
こ
と
を

「寒

造

か
ん
づ
く
り

」
と
い
う
。
し
か
し

「新
酒
」
「古
酒
」
は
、

③
秋
の
季
語
で
あ
る
。 

「寒
の
雨
」
は
寒
の
内
の
雨
で
、
と
く
に
寒
に
入
っ
て
九
日
目

（
一
月
十
三
日
こ
ろ
）
に
降

る
雨
を

「寒
九
の
雨
」
と
呼
ん
だ
。
豊
年
の
兆
し
と
さ
れ
る
が
、
米
ど
こ
ろ
の
雪
国
で
は
お
お

か
た
雪
だ
ろ
う
。
【Ⅱ
】 

「
霙

み
ぞ
れ

」
は
雨
ま
じ
り
の
雪
で
、
「氷
雨
」
と
も
い
う
。
津
軽
の
人
は

「ぬ
れ
雪
」
と
い
う
そ

う
だ
。
岩
手
県
花
巻
の
人
だ
っ
た
④
宮
沢
賢
治
は

「み
ぞ
れ
は
び
ち
よ
び
ち
よ
ふ
つ
て
く
る
」

（「永
訣
の
朝
」）
と
描
写
し
て
い
る
。
死
の
床
の
妹
は

「（あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
や
）」

（あ
め
ゆ
き
と
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
）
と
兄
に
頼
む
の
だ
が
、
霙
の
こ
と
は

「あ
め
ゆ
じ
ゅ
」

と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

「
霰

あ
ら
れ

」
は
雪
の
結
晶
に
水
滴
が
付
い
て
凍
り
、
小
さ
な
氷
の
塊
が
ぱ
ら
ぱ
ら
と
音
を
立
て

て
降
っ
て
く
る
も
の
。
「玉
霰
」
は
美
称
で
あ
る
。
な
お
、
「
雹

ひ
ょ
う

」
は
積
乱
雲
か
ら
降
っ
て
く

る
氷
塊
で
、
夏
の
季
語
。
霰
よ
り
も
大
き
く
、
ピ
ン
ポ
ン
玉
ほ
ど
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
学
校

の
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
り
し
て
、
生
徒
が
負
傷
し
た
こ
と
も
あ
る
。 

さ
て

「雪
」
は
、
水
蒸
気
が
上
空
で
冷
却

・
昇
華
し
、
結
晶
と
な
っ
て
降
っ
て
く
る
も
の
。

結
晶
の
形
か
ら
雪
の
こ
と
を

「六
り
っ

花か

」
や

「雪
華
」
と
い
う
。
「雪 

 

Ｂ  

花
」
と
い
っ
て
、

自
然
美
を
代
表
す
る
一
つ
で
あ
る
。
【Ⅲ
】 

「初
雪
」
は
晩
秋
初
冬
に
初
め
て
降
る
雪
。
「根
雪
」
は
最
後
ま
で
解
け
ず
に
残
る
雪
。
雪
国
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の
人
は
、
根
雪
に
な
る
だ
ろ
う
雪
が
降
っ
て
く
る
と
き
は
淋さ

び

し
い
そ
う
だ
。 

「沫あ
わ

（泡
）
雪
」
は
泡
の
よ
う
に
消
え
や
す
い
雪
。
「綿
雪
」
は
綿
を
ち
ぎ
っ
た
よ
う
な
雪
。

「小
米
雪
」
は
細
か
い
雪
、
「粉
雪
」
「小
雪
」
は
粉
の
よ
う
に
さ
ら
さ
ら
降
る
雪
。
「深
雪
」
は

深
く
つ
も
っ
た
雪
だ
が
、
美
称
で
も
あ
る
。 

「風
花

か
ざ
は
な

」
は
晴
天
に
ち
ら
つ
く
雪
。
雪
を
か
ぶ
っ
た
山
か
ら
吹
い
て
く
る
が
、
一
片
の
雪
雲

か
ら
舞
い
降
り
る
こ
と
も
あ
る
。
【Ⅳ
】 

雪
を
珍
し
が
っ
て
見
た
り
遊
ん
だ
り
す
る
人
た
ち
の
い
る
一
方
で
、
雪
国
に
暮
ら
す
人
た
ち

に
と
っ
て
は
、
雪
は
悪
い
も
の
で
あ
り
、
「白
魔
」
で
あ
る
。
ず
い
ぶ
ん
前
の
冬
、
雪
を
見
な
が

ら
歌
仙

（連
句
）
を
巻
こ
う
と
新
潟
に
遊
び
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
海
辺
に

「雪
捨
場
」

と
い
う
大
き
な
看
板
が
あ
っ
て
驚
い
た
。
私
と
き
た
ら
そ
れ
を

「霊
捨
場
」
と
読
み
違
え
て
怖

い
思
い
を
し
た
。
し
か
し

「魔
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「霊
」
も
そ
ん
な
に
遠
い
も
の
で
は
な
い
。

【Ⅴ
】 

歳
時
記
に
は
面
白
い
季
語
も
あ
っ
て
、
「雪
女
」
な
ど
は  

 
Ｃ  

を
つ
か
れ
る
。
「雪
女
郎
」

と
も
い
い
、
民
話
や
伝
説
に
伝
え
ら
れ
る
雪
の
精
で
あ
る
。
若
い
女
な
の
に
白
髪
だ
と
か
、
顔

が
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
だ
か
ら
振
り
向
か
な
い
と
か
、
雪
山
に
迷
っ
た
男
に
冷
た
い
息
を
吹
き
か
け

て
凍
死
さ
せ
る
と
か
、
そ
れ
ら
し
く
言
わ
れ
て
い
る
。
小
説
家

・
俳
人
の
真
鍋
呉
夫

（
一
九
二

〇
～
二
〇
一
二
）
に
は

『雪
女
』
と
い
う
句
集
が
あ
る
。
同
書
か
ら
一
句
。 

 
 

雪
女
ち
よ
つ
と
眇

す
が
め

で
あ
つ
た
と
い
ふ 

 

（高
橋
順
子

『水
の
な
ま
え
』
よ
り
、

一
部
改
変
。） 

 

問
１ 

傍
線
部
①

「芭
蕉
」
に
関
す
る
説
明
で
誤
っ
て
い
る
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

江
戸
時
代
前
期
に
栄
え
た
元
禄
文
化
の
担
い
手
の
一
人
と
見
な
さ
れ
る
。 

 
 

② 

江
戸
に
下
っ
て
か
ら
、
深
川
に
庵

い
お
り

を
結
ん
で
独
自
の
俳
諧
に
専
心
し
た 

 
 

③ 

「お
く
の
ほ
そ
道
」
の
旅
は
一
人
旅
で
は
な
く
同
行
者
を
伴
っ
た
。 

 
 

④ 

旅
の
足
跡
は
東
北
地
方
か
ら
九
州
四
国
に
ま
で
、
ほ
ぼ
全
国
に
及
ぶ
。 

 
 

⑤ 

多
く
の
弟
子
門
人
を
育
成
し
て
、
自
派
の
宣
伝
と
普
及
に
つ
と
め
た
。 

 

問
２ 

傍
線
部
②

「陰
暦
十
月
」
の
異
称
を
、
左
の
例
を
参
考
に
し
て
解
答
欄
に
漢
字
で
書
き

な
さ
い
。 

 

例 

陰
暦
十
二
月
…
師
走 

 

問
３ 

空
欄  

Ａ 
 

に
は
、
「手
水
」
の
読
み
方
が
入
る
。
解
答
欄
に
ひ
ら
が
な
で
書
き
な

さ
い
。 

 

問
４ 

傍
線
部
③

「秋
の
季
語
」
で
は
な
い
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

名
月
や
故
郷

ふ
る
さ
と

遠
き
影
法
師 

 
 
 
 
 

漱
石 

 
 

② 

朝
顔
に
釣
瓶

つ
る
べ

と
ら
れ
て
も
ら
ひ
水 

 
 

千
代
女 

 
 

③ 

大
い
な
る
も
の
が
過
ぎ
行
く
野
分

の
わ
き

か
な 

虚
子 

 
 

④ 

狩か
り

衣
き
ぬ

の
袖
の
う
ら
這は

う
ほ
た
る
哉 

 
 

蕪
村 

 
 

⑤ 

う
つ
く
し
や
障
子

し
ょ
う
じ

の
穴
の
天
の
川 

 
 

一
茶 

 
問
５ 

傍
線
部
④

「宮
沢
賢
治
」
の
作
品
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 
『春
と
修
羅
』 

 

② 

『在
り
し
日
の
歌
』 

 
 

③ 

『月
下
の
一
群
』 

 
 

④ 
『悲
し
き
玩
具
』 

⑤ 

『邪
宗
門
』 

 

問
６ 

空
欄 

 

Ｂ  

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
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ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

夜 
 
 

② 

月 
 

③ 

星 
 

④ 

夢 
 

⑤ 

恋 

 

問
７ 

空
欄 

 
Ｃ  

に
入
る
語
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。 

 
 

① 

胸 
 
 

② 
魂 

 

③ 

気 
 

④ 

心 
 

⑤ 

虚 

 

問
８ 

問
題
文
か
ら
は
次
の
一
文
が
脱
落
し
て
い
る
。
文
中
の

【Ⅰ
】
～

【Ⅴ
】
の
ど
こ
に
挿

入
す
る
の
が
最
も
適
当
か
。
そ
の
番
号
を
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 
 

【歳
時
記
は
京
都
の
気
候
に
合
わ
せ
て
編
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
】 

 
 

① 

【Ⅰ
】 

 

② 

【Ⅱ
】 

 

③ 

【Ⅲ
】 

 

④ 

【Ⅳ
】 
 

⑤ 

【Ⅴ
】 

 

問
９ 

問
題
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

若
く
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
宮
沢
賢
治
は
、後
に
残
る
妹
に
向
け
て
の
詩
を
書
い
た
。 

 
 

② 

「雪
女
」
や

「雪
女
郎
」
の
よ
う
な
季
語
を
用
い
て
句
を
作
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
だ
。 

 
 

③ 

気
象
を
意
味
す
る

「霙
」
・
「霰
」
・
「雹
」
の
三
つ
は
、
い
ず
れ
も
冬
の
季
語
で
あ
る
。 

 
 

④ 

時
雨
が
詩
心
の
発
動
す
る
趣
の
深
い
雨
な
の
は
、雨
上
が
り
に
虹
が
か
か
る
か
ら
だ
。 

 
 

⑤ 

特
別
な
時
期
に
降
る
雨
や
雪
が
、
人
々
に
と
っ
て
信
仰
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

第
二
問 

次
の
本
文
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

〈自
動
詞
〉
と

〈他
動
詞
〉 

 

自
分
と
他
人
、
と
い
う
テ
ー
マ
は
大
き
い
。
大
き
い
の
で
す
ぐ
に
は
切
り
込
め
な
い
。
い
ろ

ん
な
自

・
他
が
あ
る
。
自
力
と
他
力
も
。
ふ
と
、
あ
る
場
面
が
思
い
浮
か
び
、
ま
ず
ボ
ク
シ
ン

グ
の
ス
パ
ー
リ
ン
グ
み
た
い
な
気
持
ち
で
、
自
動
詞
と
他
動
詞
を
相
手
に
考
え
て
み
る
こ
と
に

し
た
。 

〈伝
え
る
〉
と

〈伝
わ
る
〉 

 

患
者
さ
ん
の
病
気
が
が
ん
だ
と
分
か
っ
た
時
、
医
師
は
そ
の
事
実
を
ど
う
患
者
さ
ん
に
届
け

る
か
。
い
わ
ゆ
る

「が
ん
の
告
知
」
の
こ
と
だ
。
二
〇
一
四
年
の
今
な
ら
、
ほ
ぼ
率
直
に
事
実

を
説
明
し
、
手
術
や
抗
が
ん
剤
療
法
や
放
射
線
療
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
治
療
の
時
期
は
過

ぎ
た
と
医
師
が
判
断
し
た
時
は
、
緩
和
ケ
ア
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。

一
九
七
四
年
、
今
か
ら

四
〇
年
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
ほ
ぼ
率
直
に
嘘う

そ

の
こ
と
を
説
明
し
た
。
「大
丈
夫
、
心
配
し
な

い
で
、
が
ん
じ
ゃ
な
い
、
治
る
」。
胃
が
ん
は
胃
潰
瘍

い
か
い
よ
う

、
肝
が
ん
は
肝
硬
変
、
肺
が
ん
は
肺
線
維

症
。
せ
め
て
嘘
を
つ
く
の
が
医
者
の
礼
儀
だ
っ
た
。 

 

が
ん
は
告
げ
る
の
が
正
し
い
の
か
、
嘘
を
つ
く
の
が
正
し
い
の
か
。
そ
ん
な
問
い
が
そ
の
こ

ろ
の
自
分
の
中
に
あ
っ
た
。
も
う

一
つ
、
そ
れ
以
前
に
気
に
な
っ
た
の
が

「告
知
」
と
い
う
言

葉
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
何
か
、
ひ
っ
か
か
る
も
の
が
あ
っ
た
。
「告
知
」
に

「告
げ
知
ら
し
む
」

の
よ
う
な
①

イ
バ
っ
た
響
き
を
覚
え
た
。
「宣
告
」
よ
り
ま
し
と
は
言
え
、
上
下
語
に
思
え
た
。

水
平
語
で
こ
の
事
実
を
分
か
ち
合
え
な
い
か
。 

 

そ
の
こ
ろ
、
外
科
医
か
ら
紹
介
に
な
っ
て
受
け
持
っ
た
、
進
行
胃
が
ん
の
女
性
の
患
者
さ
ん

の
こ
と
を
思
い
出
す
。
廊
下
で
ば
っ
た
り
出
会
っ
た
。
「外
科
医
か
ら
は
何
も
聞
い
て
な
い
。
が

ん
で
な
い
な
ら
が
ん
で
な
い
と
、
は
っ
き
り
言
っ
て
」
と
詰
め
寄
ら
れ
た
。
「え
え
、
が
ん
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
一
瞬
迷
い
、
咄
嗟

と

っ
さ

に
嘘
を
つ
い
た
。
「あ
あ
よ
か
っ
た
。
そ
の
一
言
が
聞
き

た
か
っ
た
」。女
性
は
そ
の
あ
と
家
族
を
呼
び
、
お
葬
式
の
こ
と
、
お
墓
の
こ
と
を
話
し
て
い
た
。

Ⅰ

こ
の
体
験
は
一
つ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
。
ぼ
く
は
嘘
を
つ
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
患

者
さ
ん
は
別
の
何
か
を
キ
ャ
ッ
チ
し
、
が
ん
を
承
知
さ
れ
た
よ
う
な
の
だ
っ
た
。
不
思
議
な
体

験
だ
っ
た
。 

 

「宣
告
」
よ
り

「告
知
」、
「告
知
」
よ
り

「告
げ
る
」
が
や
わ
ら
か
い
な
、
な
ど
と
頭
を
巡
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ら
せ
て
い
る
こ
ろ
、
ま
た
別
の
患
者
さ
ん
に
出
会
っ
た
。
三
五
年
前
、
故
郷
の
鳥
取
の
総
合
病

院
で
勤
務
医
を
始
め
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
山
陰
海
岸
で
民
宿
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
女
性
を
新

患
外
来
で
診
た
。
そ
の
人
は
、
よ
く
あ
ん
な
ボ
ロ
イ
民
宿
に
嫁
に
行
く
な
、
と
言
わ
れ
な
が
ら

ご
主
人
と
力
を
合
わ
せ
、
は
や
る
民
宿
に
し
た
そ
う
だ
。
が
ん
に
な
ら
ぬ
よ
う
、
二
人
で
タ
ン

ポ
ポ
の
お
茶
を
飲
ん
で
き
た
そ
う
だ
。
心
窩
部

し

ん

か

ぶ

の
不
快
と
体
重
減
少
を
訴
え
た
。
裏
の
岩
山
の

キ
ノ
コ
取
り
の
仲
間
の
お
ば
あ
さ
ん
か
ら

「顔
色
が
悪
い
」
と
言
わ
れ
受
診
し
た
。
す
ぐ
胃
カ

メ
ラ
検
査
を
し
た
。
ひ
と
目
で
分
か
る
進
行
胃
が
ん
。
病
名
は
告
げ
ず
、
「い
ず
れ
に
し
て
も
手

術
を
受
け
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
。
数
日
後
、
娘
が
働
い
て
い
る
関
西
の
病
院
で
手
術
を
受
け

た
い
、
紹
介
状
を
書
い
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
た
。
紹
介
状
を
書
い
た
。 

 

三
カ
月
後
、
当
直
し
て
い
る
と
、

一
人
の
女
性
が
救
急
車
で
運
ば
れ
て
き
た
。
あ
の
民
宿
の

女
性
だ
っ
た
。
術
後
の
癒
着
性
腸
閉
塞

へ
い
そ
く

を
お
こ
し
て
い
た
。
病
状
が
落
ち
着
い
た
こ
ろ
の
あ
る

日
の
回
診
で
、
「先
生
、
私
、
が
ん
だ
っ
た
ん
で
す
」
と
女
性
は
言
っ
た
。
「ど
う
し
て
知
り
ま

し
た
か
？ 

向
こ
う
の
病
院
の
主
治
医
か
ら
で
す
か
？
」と
尋
ね
て
み
た
。
「い
い
え
」。
「看
護

婦
さ
ん
か
ら
？
」
「い
い
え
」。 

 

ど
う
し
て
自
分
の
病
名
を
、
誰
か
ら
聞
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
だ
っ
た
。
手
術
が
終
わ
っ
て

一
週
間
が
た
ち
、
点
滴
台
を
押
し
な
が
ら
、
病
棟
の
談
話
コ
ー
ナ
ー
に
ご
主
人
と
二
人
で
座
っ

た
そ
う
だ
。
「い
け
な
ん
だ
か
？
」
と
女
性
。
「な
あ
、
タ
ン
ポ
ポ
の
お
茶
、
飲
ん
ど
っ
た
の
に

な
あ
」
と
ご
主
人
。
「ほ
ん
と
か
あ
」
と
女
性
。
こ
の
話
を
聞
い
た
時
、
何
か
が
ひ
っ
く
り
返
り
、

ほ
ど
け
、
腑ふ

に
落
ち
る
も
の
が
あ
っ
た
。
誰
も
、
宣
告
も
告
知
も
告
げ
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
。

夫
婦
の
間
で
、
三
つ
の
短
い
台
詞

せ
り
ふ

が
交
わ
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
ご
主
人
は
、
が
ん
と
告
げ
る

の
で
も
な
く
、
伝
え
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

「伝
わ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
、
と
感
じ

た
。
「伝
え
る
」
と

「伝
わ
る
」
は
ど
う
違
う
の
か
。
伝
え
る
は
他
動
詞
、
伝
わ
る
は
自
動
詞
。

苦
労
を
共
に
し
た
夫
婦
の
間
に
は
、
Ⅱ
伝
わ
る
、
と
い
う
自
動
詞
の
豊
か
な
世
界
が
残
っ
て
い

た
の
だ
。
こ
の
時
か
ら
、
Ⅲ

「告
げ
る
の
が
正
し
い
の
か
、
隠
す
の
が
正
し
い
の
か
」
と
い
う

問
い
は
、
少
し
ず
つ
ぼ
く
の
中
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。 

（徳
永 

進

「ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も 

６
」
よ
り
一
部
改
編
） 

 

問
１ 

波
線
部
①

「イ
バ
っ
た
」
の
カ
タ
カ
ナ
部
分
を
漢
字
で
正
し
く
書
き
な
さ
い
。 

 

問
２ 

傍
線
部
Ⅰ

「こ
の
体
験
は
一
つ
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
た
。」
と
あ
る
が
、
筆
者
に
は
ど
の

よ
う
な
体
験
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
一

つ
選
び
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

医
者
と
患
者
と
の
信
頼
関
係
が
何
よ
り
も
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。 

 
 

② 

嘘
を
つ
く
に
も
、

一
瞬
の
迷
い
が
生
じ
た
、
医
者
と
し
て
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
姿

勢
を
反
省
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
 

③ 

い
く
ら
嘘
を
つ
い
て
も
病
気
に
敏
感
な
患
者
に
は
通
じ
な
い
と
い
う
こ
と
を
思
い
知

ら
さ
れ
た
。 

 
 

④ 

精
神
的
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
病
人
の
恐
る
べ
き
洞
察
力
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。 

 
 

⑤ 

が
ん
で
あ
る
こ
と
を

「告
げ
」
な
く
て
も

「伝
わ
る
」
と
い
う
現
象
が
あ
り
得
る
こ

と
を
知
る
契
機
に
な
っ
た
。 

 

問
３ 

傍
線
部
Ⅱ

「伝
わ
る
、
と
い
う
自
動
詞
の
豊
か
な
世
界
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
一
つ
選
び
そ
の

番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 
民
宿
の
女
性
と
主
人
の
会
話
に
は
、
主
人
の
伝
え
た
い
切
実
な
気
持
ち
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
。 

 
 

② 

「な
あ
、
タ
ン
ポ
ポ
の
お
茶
、
飲
ん
ど
っ
た
の
に
な
あ
」
と
い
う
主
人
の
言
葉
は
、

が
ん
に
そ
な
え
て
の
二
人
の
努
力
が
無
効
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
お
の
ず
と
伝
わ
る
も
の



体育進学センター

国士舘大学 体育学部（前期Ａ日程） 2015                         国語 

体育進学センター 

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 
 

③ 

民
宿
の
女
性
と
主
人
の
会
話
に
は
、
伝
え
た
い
か
ら
こ
そ
伝
わ
る
と
い
う
自
動
詞
的

現
象
が
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。 

 
 

④ 

苦
労
を
共
に
し
て
き
た
夫
婦
の
間
に
は
、
お
互
い
に
隠
す
こ
と
な
く

「伝
え
る
」
習

慣
が
身
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

 
 

⑤ 

民
宿
の
女
性
と
主
人
の
会
話
に
あ
っ
て
の

「い
け
な
ん
だ
か
？
」
と
の
女
性
の
問
い 

に
、
す
で
に
女
性
の
切
実
さ
を
伝
え
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 
 

 

 

問
４ 

傍
線
部
Ⅲ

「「告
げ
る
の
が
正
し
い
の
か
、
隠
す
の
が
正
し
い
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、

少
し
ず
つ
ぼ
く
の
中
か
ら
消
え
て
い
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
と
い
う

の
か
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
一
つ
選
び
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。 

 
 

① 

「告
げ
る
」
も

「隠
す
」
も
他
動
詞
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
つ
ど
こ
ま
で
も

「上
下
語
」

的
要
素
を
も
っ
て
お
り
、
好
き
に
な
れ
な
い
か
ら
。 

 
 

② 

「伝
え
る
」
と
い
う
他
動
詞
の
範
囲
内
で
思
考
す
る
限
り
、
「告
げ
る
」
も

「隠
す
」

も
や
は
り
同
じ
他
動
詞
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
患
者
さ
ん
に
た
い
す
る
、
愛
情
を
も

っ
た
対
応
が
で
き
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
。 

 
 

③ 

自
動
詞
の
豊
か
な
世
界
が
あ
る
限
り
、
他
動
詞
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
限

定
的
で
、
狭
い
範
囲
内
で
の
み
の
や
り
と
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た

か
ら
。 

 
 

④ 

患
者
さ
ん
に
対
し
て
、
医
者
と
し
て
の
責
任
あ
る
態
度
は
、
や
は
り
明
確
に

「告
げ

る
」
の
が
正
し
い
し
、
「隠
す
」
の
も
正
し
い
あ
り
か
た
だ
と
、
確
信
し
た
か
ら
。 

 
 

⑤ 

「告
知
」
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
っ
た
他
動
詞
的
思
考
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
「伝
わ

る
」
と
い
う
自
動
詞
の
豊
か
な
働
き
の
存
在
に
気
付
き
、
「告
げ
る
」
べ
き
か

「隠
す
」

べ
き
か
と
い
っ
た
思
考
の
呪
縛

じ
ゅ
ば
く

か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
。 

問
５ 

次
に
掲
げ
る
文
の
動
詞
の
う
ち
、
自
動
詞
に
あ
た
る
も
の
は
Ａ
、
他
動
詞
に
あ
た
る
も

の
は
Ｂ
と
し
て
分
け
な
さ
い
。 

 
 

① 

道
を
歩
く 

 
 

② 

苦
痛
を
味
わ
う 

 
 

③ 

手
が
ふ
れ
あ
う 

 

第
三
問 

次
の
本
文
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

ル
ナ
ー
ル
と
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
ー
、
そ
れ
に
サ
ロ
ー
ヤ
ン
も
加
え
て
、
父
と
子
の
絆

き
ず
な

と
い
う

永
遠
の
主
題
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
作
家
の
一
生
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
自
体
が
人
間
的
感
動
を
呼

ぶ
物
語
の
よ
う
で
あ
る
。
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
ー
も
サ
ロ
ー
ヤ
ン
も
、
そ
れ
ぞ
れ
息
子
が
率
直
な
思

い
出
を
綴
っ
て
い
る
。
五
十
代
で

「俗
物

ス
ノ
ッ
ブ

」
と
な
り

「偽
物

フ
ォ
ニ
ー

」
と
化
し
、
六
十
歳
を
過
ぎ
て
老

い
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
ー
と
は
反
対
に
、
ル
ナ
ー
ル
は
四
十

六
ま
で
し
か
生
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
作
品
で
は
あ
の
よ
う
に
美
し
い
家
族
愛
を
謳

う
た

い
な
が
ら
、

実
人
生
で
は
つ
い
に
一
個
の
父
親
た
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
サ
ロ
ー
ヤ
ン
と
も
違
っ
て
、
ル
ナ

ー
ル
は
ど
う
に
か
家
庭
の
建
設
を
や
り
お
お
せ
た
。
彼
の
悲
劇
は
ア
あ
ま
り
に
も
早
く
老
年
が

や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

『に
ん
じ
ん
』
『博
物
誌
』
以
後
も
、
ル
ナ
ー
ル
は
短
編
や
戯
曲
を
書
き
、
文
壇
で
の
活
動
を

続
け
は
す
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
ま
し
て
彼
が
精
力
を
注
ぐ
の
は
、
二
十
三
歳
の
時
か
ら
つ
け
て

き
た
日
記
で
あ
る
。
と
り
わ
け
父
と
兄
と
母
の
死
を
記
録
し
た
く
だ
り
な
ど
に
は
、
鬼
気
迫
る

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
結
局
、
こ
の

『日
記
』
が
彼
の
最
大
の
作
品
に
な
る
が
、
そ
の
代
償
と

し
て
彼
の
創
作
の
息
の
根
を
止
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
日
記
に
と
り
憑つ

か
れ
て
他
の
も
の
が

書
け
な
く
な
っ
た
の
か
、
何
も
書
く
気
が
し
な
く
て
日
記
に
閉
じ
籠こ

も
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
に

せ
よ
日
記
と
い
う
断
片
的
な
形
式
は
彼
に
似
合
っ
て
い
た
。
死
の
一
月
ほ
ど
前
の

『日
記
』
に

は
、
も
う
死
の
匂
い
が
す
る
よ
う
な
、
こ
ん
な

一
節
が
あ
る
。 
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「昨
日
、
フ
ァ
ン
テ
ッ
ク

〔長
男
の
愛
称
、
医
師
〕
が
私
を
聴
診
し
た
。
彼
が
私
の
背

中
の
あ
ち
こ
ち
に
耳
を
当
て
た
と
き
、
二
人
し
て
気
違
い
み
た
い
に
笑
っ
た
。
彼
は
二

度
も
三
度
も
や
り
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
肺
に
は
異
常
は
な
い
。
心
臓
が
肥

大
し
て
い
る
。
弁
膜
に
疾
駆
音
が
聞
こ
え
る
と
い
う
。
そ
れ
が
私
の
笑
い
を
と
ぎ
ら
せ

る
。
せ
が
れ
が
お
や
じ
に
死
の
宣
告
を
す
る
の
か
？
」 

 

あ
く
ま
で
ル
ナ
ー
ル
ら
し
い
が
、
こ
こ
で
彼
の
笑
い
は
消
え
て
い
る
。
短
く
書
く
こ
と
が
命

を
も
縮
め
る
こ
と
に
な
る
、

一
つ
の
痛
ま
し
い
典
型
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

む
ろ
ん
、
そ
う
い
う
極
端
な
作
者
の
作
品
を
、
い
わ
ゆ
る
小
説
で
は
な
い
と
し
て
斥

し
り
ぞ

け
る

こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
は
ル
ナ
ー
ル
本
人
も
と
っ
く
に
承
知
し
て
い
た
。
彼
は

す
で
に
二
十
代
で

「小
説
の
新
し
い
書
き
方
、
そ
れ
は
小
説
に
こ
し
ら
え
な
い
こ
と
だ
」
と
考

え
、
十
年
後
に
は

「あ
る
一
つ
の
真
実
が
五
行
を
超
え
た
と
た
ん
に
、
も
う
そ
れ
は
小
説
に
な

っ
て
い
る
」
と
ま
で
極
言
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
前
者
は
ま
だ
新
人
ら
し
い
宣
言
と
も
聞

こ
え
る
が
、
後
者
は
も
は
や
小
説
の
否
定
に
近
い
。
し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
蛇
が
自

分
の
尾
を
呑
む
よ
う
な
も
の
で
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
堂
々
め
ぐ
り
で
あ
る
。 

 

私
は
、
ル
ナ
ー
ル
は
も
と
も
と
小
説
が
そ
れ
ほ
ど
好
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
彼
は
昔
愛
読
し
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
も
、
だ
ん
だ
ん
飽
き
足
り
な
く
な
っ
て
行
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
は
現
実
を
十
分
に
近
く
か
ら
見
な
か
っ
た
、
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
で

済
ま
せ
た
、
「本
当
ら
し
さ
」
ぐ
ら
い
で
満
足
し
て
し
ま
っ
た
、
と
見
る
よ
う
に
な
る
。
自
分
は

「観
察
」
す
る
、
「お
お
よ
そ
」
で
は
な
く

「

  

Ａ   
 

」
を
、
「本
当
ら
し
さ
」
で
は
な
く

「本
当
」
を
求
め
る
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
、
彼
は

「想
像
す
る
も
の
に

は
何
の
味
わ
い
も
な
い
」
と
も
言
っ
て
い
る
。 

 

物
を
書
く
と
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
嘘う

そ

を
つ
く
こ
と
だ
、
と
い
う
考
え
は
早
く
か
ら
ル
ナ
ー

ル
に
あ
っ
た
。
自
分
自
身
の
そ
れ
を
も
含
め
て
、
人
間
の
虚
偽
を
彼
の
よ
う
に
激
し
く
憎
ん
だ

作
家
の
目
に
、
世
間
の
多
く
の
小
説
が
嘘
っ
ぱ
ち
に
見
え
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
信
念

は
彼
が
晩
年
、
父
親
と
同
じ
村
長
に
選
ば
れ
て
か
ら
い
っ
そ
う
強
ま
っ
た
。
農
民
た
ち
の
あ
ま

り
に
も
遅
れ
た
生
活
を
肌
で
知
っ
て
い
た
彼
に
は
、
農
民
を

「小
説
」
に
書
く
の
は
彼
ら
を
侮

辱
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
。
彼
の
郷
土
に
は
、
小
説
に
な
る
よ
う
な
目

ざ
ま
し
い

「物
語
」
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
い
わ
ゆ
る
小
説
を
拒
絶
し
た  

Ｂ  
  

な
理
由
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

事
実
、
『ぶ
ど
う
畑
の
ぶ
ど
う
作
り
』
に
あ
る
『
フ
ィ
リ
ッ
プ
家
の
流
儀
』
な
ど
を
読
む
と
、
ル

ナ
ー
ル
が
異
例
の
愛
情
と
い
た
わ
り
の
気
持
ち
で
農
民
た
ち
に
接
し
て
い
た
こ
と
が
感
じ
ら
れ

る
。 

 

彼
が
生
来
小
説
に
向
い
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
年
と
と
も
に
小
説
が
嫌
い
に
な
っ
て
行
っ
た

の
か
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
小
説
嫌
い
の
作
者
が
、
文
学
の
嘘
、

小
説
の
嘘
を
極
力
排
し
て
書
い
た
子
供
は
、
少
し
も
子
供
ら
し
く
な
か
っ
た
。
親
や
兄
弟
も
虚

偽
の
部
分
を
隠
し
切
れ
な
か
っ
た
。
文
壇
の
か
ら
く
り
も
同
業
者
の
正
体
も
つ
と
に
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
作
品
に
、
日
記
に
書
い
た
本
人
も
息
が
詰
ま
っ
た
。
真
実
を
愛
し
す

ぎ
、
ま
た
自
身
の
生
活
を
愛
し
す
ぎ
た
あ
ま
り
に
、
彼
は
文
学
者
と
し
て
は
イ

手
ひ
ど
い
罰
を

受
け
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

ル
ナ
ー
ル
が
死
ん
だ
の
は
日
本
の
年
号
で
い
え
ば
明
治
四
十
三
年
、
国
木
田
独
歩
が
死
ん
だ

翌
々
年
、
志
賀
直
哉
が

『網
走
ま
で
』
『剃
刀

か
み
そ
り

』
な
ど
を
発
表
し
た
年
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り

か
ら
、
大
正
年
間
を
は
さ
ん
で
昭
和
の
初
め
ま
で
が
、
わ
が
国
の
短
編
小
説
が
最
も
隆
盛
を
き

わ
め
、
技
術
的
に
も
一
段
と
飛
躍
し
た
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
森
鷗
外

『阿
部

一
族
』
（大

正
二
年
）、
正
宗
白
鳥

『入
江
の
ほ
と
り
』、
芥
川
竜
之
介

『羅
生
門
』
（同
四
年
）、
菊
池
寛

『身

投
救
助
業
』
（同
五
年
）、
葛
西
善
蔵

『子
を
つ
れ
て
』
（同
七
年
）、
宇
野
浩
二
『蔵
の
中
』
・
室

尾
犀
星
『幼
年
時
代
』
（同
八
年
）、
内
田
百
閒

け
ん

『冥
途
』
（同
十
年
）、  

 

Ｃ  
 

『山
椒
魚
』

（同
十
二
年
）、
梶
井
基
次
郎

『檸
檬

レ
モ
ン

』
（同
十
四
年
）、  

 

Ｄ  
 

『伊
豆
の
踊
子
』
（昭
和

元
年
）、
嘉
村
礒
多

『業
苦

・
崖が

け

の
下
』
（同
三
年
）
と
、
い
ま
年
表
か
ら
ざ
っ
と
拾
っ
て
並
べ
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た
だ
け
で
も
、
い
か
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
短
編
が
書
か
れ
た
か
、
ま
た
書
か
れ
よ
う
と
し
て
い

た
か
見
当
が
つ
く
。
事
実
、
菊
池
寛
は
大
正
八
年
に

『短
編
の
極
北
』
と
い
う
文
章
で
こ
う
言

っ
て
い
る
。 「人

間
の
世
界
が
、
ウ

は
ん
ぼ
う
に
な
り
、
籐
椅
子
に
よ
り
て
小
説
を
耽
読
し
得
る
よ

う
な
余
裕
の
あ
る
人
が
、
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
た
結
果
は
、
五
日
も
一
週
間
も
読
み
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
長
編
は
、
よ
う
や
く
廃す

た

れ
て
、
な
る
べ
く
少
時
間
の
あ
い
だ

に
纏ま

と

ま
っ
た
感
銘
の
得
ら
れ
る
短
編
小
説
が
、
隆
盛
の
運
に
向
か
う
の
も
、
必
然
な
勢
い

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 
 

と
に
か
く
、
退
屈
な
二
百
枚
も
三
百
枚
も
の
長
編
に
よ
っ
て
、
読
者
の
忍
耐
を
不
当
に

要
求
す
る
よ
り
も
、
短
編
小
説
の
ほ
う
が
、
た
と
え
愚
作
で
あ
っ
て
も
、
読
者
に
そ
う
し

た
被
害
を
及
ぼ
さ
な
い
だ
け
で
も
勝ま

さ

っ
て
い
る
と
思
う
。」 

 

サ
ロ
ー
ヤ
ン
と
同
じ
こ
と
を
、
菊
池
寛
は
そ
の
五
十
年
も
前
に
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
年
、
彼
は

『恩
讐

し
ゅ
う

の
彼
方
に
』
と

『藤
十
郎
の
恋
』
を
発
表
し
て
文
名
も
上
が
っ
た
と
こ

ろ
で
、
そ
の
口
ぶ
り
も
自
信
あ
り
げ
で
あ
る
。
右
に
名
前
を
挙
げ
た
短
編
作
者
の
中
で
、
文
字

ど
お
り
最
も

「話
」
に
富
ん
だ

一
人
が
彼
で
あ
る
。
講
談
と
か
浪
花
節
と
か
、
勧
善
懲
悪
と
か

割
り
切
り
過
ぎ
と
か
言
わ
れ
る
が
、
彼
の
短
編
は
や
は
り
面
白
い
。
面
白
い
話
を
、
さ
ば
さ
ば

し
た
調
子
で
、
単
刀
直
入
に
語
っ
た
も
の
と
し
て
類
が
な
い
。 

 

し
か
し
一
方
に
は
、
気
の
利
い
た
話
術
、
し
ゃ
れ
た
文
体
を
持
ち
合
わ
せ
な
が
ら
、
面
白
い

話
に
は
用
が
な
く
な
っ
て
行
っ
た
芥
川
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
芥
川
は
最
後
の
年

（昭
和
二
年
）

に
谷
崎
潤

一
郎
と
、
「話
」
の
あ
る
小
説
か
、
「話
」
の
な
い
小
説
か
、
と
い
う
よ
う
な
論
争
を

し
て
い
る
。
そ
の
と
き
志
賀
直
哉
の

『焚
火

た
き
び

』
な
ど
と
並
ん
で
彼
の
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
当
時

岸
田
国
士
に
よ
っ
て
初
め
て
翻
訳
、
紹
介
さ
れ
た
ば
か
り
の
ル
ナ
ー
ル
の
小
品
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
そ
れ
も
彼
の
目
に
は
せ
い
ぜ
い

「最
も
純
粋
な
小
説
」
と
し
か
映
ら
ず
、
ル
ナ
ー
ル
と
い

う
作
者
も
セ
ザ
ン
ヌ
が
絵
画
の
破
壊
者
で
あ
っ
た
よ
う
に

「小
説
の
破
壊
者
」
で
あ
る
、
と
い

う
ぐ
ら
い
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（『文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』）。
気
の
弱
く

な
っ
た
病
人
が
言
っ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
無
残
な
誤
解
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
の

ル
ナ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
芥
川
は
何
は
信
じ
な
く
て
も
小
説
と
小
説
家
の
文
壇
だ
け
は
信
じ
て

い
た
の
だ
か
ら
、
の
ん
き
な
も
の
だ
と
も
言
え
た
で
あ
ろ
う
。 

 

私
な
ど
が
年
少
の
頃
ま
ず
幻
惑
さ
れ
魅
了
さ
れ
た
、
初
期
の
鬼
才
縦
横
の
王
朝
物
や
キ
リ
シ

タ
ン
物
か
ら
、
芥
川
は
す
で
に
遠
い
と
こ
ろ
に
い
た
。
『鼻
』
（大
正
五
年
）
を
褒
め
た
漱
石
も

と
う
に
世
を
去
っ
て
い
た
。
志
賀
直
哉
を
賛
美
し
な
が
ら
、
晩
年
の

『蜃
気
楼

し
ん
き
ろ
う

』
な
ど
彼
の
言

う

「『話
』
の
な
い
小
説
」
は
、
薄
化
粧
の
下
に
貧
血
に
あ
え
ぐ
、
痛
ま
し
い
表
情
を
見
せ
て
い

る
。
追
い
詰
め
ら
れ
て
書
き
遺
し
た

『歯
車
』
は
、
葛
西
善
蔵
の
よ
う
な
作
家
か
ら
は
初
め
て

の

「小
説
ら
し
い
小
説
」
の
よ
う
に
さ
え
言
わ
れ
た
。 

 

芥
川
の
僚
友
で
あ
っ
た
菊
池
寛
は
、短
編
隆
盛
の
気
運
を
い
ち
早
く
察
知
し
た
が
、同
時
に
、

短
編
小
説
が
本
来
の
面
白
さ
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
敏
感
に
気
づ
い
た
に
ち

が
い
な
い
。
大
正
十
一
年
、
多
く
の
作
者
が
短
編
の
技
術
を
競
い
合
っ
て
い
る
と
き
、
彼
は
『文

芸
作
品
の
内
容
的
価
値
』
と
い
う

一
文
を
文
壇
に
投
じ
て
、
反
駁

ば
く

を
受
け
た
り
失
笑
を 

  

Ｅ   

a

し
た
。
そ
れ
は
、
う
ま
い
う
ま
い
と
思
い
な
が
ら
心
を
打
た
れ
な
い
作
品
が
あ
る
、
か
と
お

も
う
と
ま
ず
い
ま
ず
い
と
思
い
な
が
ら
心
を
打
た
れ
る
作
品
が
あ
る
、
し
て
み
れ
ば
文
芸
作
品

に
は
芸
術
的
価
値
の
他
に
内
容
的
価
値
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
芸
術
的

評
価
の
他
に
道
徳
的
評
価
や
思
想
的
評
価
も
必
要
で
は
な
い
か
、
と
あ
ら
ま
し
そ
う
い
う
意
見

で
あ
っ
た
。 

 
菊
池
寛
の
意
見
は
、
い
ま
読
ん
で
も
少
し
も
古
び
て
い
な
い
。
彼
は
俗
論
と
あ
し
ら
わ
れ
る

の
を
承
知
で
、
あ
え
て
そ
れ
を
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
昨
今
の
小
説
は
芸
術
的
か
何
か
知
ら
ぬ

が
大
人
に
は
面
白
く
な
い
、
物
足
り
な
い
、
人
生
を
感
じ
さ
せ
な
い
、
と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

彼
の
モ
ッ
ト
ー

「文
芸
は
経
国
の
大
事
、
私
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
い
。
生
活
第

一
、
芸
術

第
二
」
（同
上
）
も

「二
十
五
歳
未
満
の
者
、
小
説
を
書
く
べ
か
ら
ず
」
（
『小
説
家
た
ら
ん
と



体育進学センター

国語                          国士舘大学 体育学部 前期Ａ日程 2015 

体育進学センター 

す
る
青
年
に
与
う
』
大
正
十
年
）
も
み
な
根
は
一
つ
で
あ
る
。 

 
そ
う
い
う
菊
池
寛
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
ル
ナ
ー
ル
に
近
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
も
彼
は
、

「唾つ
ば

を
吐
き
か
け
合
い
な
が
ら
、
握
手
し
て
い
る
よ
う
な
」
（
『文
芸
時
評
』）
「文
壇
ほ
ど
、

人
気
の
険
悪
な
所
は
他
に
は
あ
る
ま
い
」
（
『文
芸
閑
談
』）
と
い
う
よ
う
な
文
章
を
、
日
記
に

で
は
な
く
堂
々
と
天
下
の
雑
誌
に
発
表
す
る
と
こ
ろ
が
、
ル
ナ
ー
ル
よ
り
も
は
る
か
に
明
朗
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

（阿
部
昭

『短
編
小
説
礼
賛
』
よ
り
一
部
改
変
） 

 

問
１ 

空
欄  

Ａ 
 
 

に
入
れ
る
語
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

真
実 

 
 

② 

曖
昧

あ
い
ま
い 

 
 

③ 

明
瞭 

 
 

④ 

正
確 
 
 

⑤ 

適
当 

 

問
２ 

空
欄  

Ｂ 
 
 

に
入
れ
る
言
葉
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ

選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

芸
術
的 

 

② 

道
徳
的 

 

③ 

思
想
的 

 

④ 

個
人
的 

 
⑤ 

社
会
的 

 

問
３ 

空
欄  

Ｃ 
 
 
 

 

Ｄ 
 
 

に
入
れ
る
作
者
名
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

川
端
康
成 

 

② 

太
宰
治 

 

③ 

横
光
利

一 
 

④ 

志
賀
直
哉 

 
 

⑤ 

井
伏
鱒
二 

 

問
４ 

空
欄  

Ｅ 
 
 

に
入
れ
る
語
句
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ

選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

失
っ
た
り 

 

② 

買
っ
た
り 

 

③ 

催
し
た
り 

 

④ 

得
た
り 

 
 

⑤ 

売
っ
た
り 

 

問
５ 

傍
線
部
ア

「あ
ま
り
に
も
早
く
老
年
が
や
っ
て
き
た
」
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

日
記
に
死
の
匂
い
が
す
る
よ
う
な
記
事
を
書
い
て
い
る
こ
と
。 

 
 

② 

も
と
も
と
小
説
が
そ
れ
ほ
ど
好
き
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 
 

③ 

小
説
家
で
あ
り
な
が
ら
父
親
に
な
り
、
家
庭
の
建
設
を
や
り
お
お
せ
た
こ
と
。 

 
 

④ 

日
記
と
い
う
断
片
的
な
形
式
に
と
り
つ
か
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。 

 
 

⑤ 

短
い
小
説
を
極
限
ま
で
追
い
求
め
、
書
こ
う
と
し
た
こ
と
。 

 

問
６ 

傍
線
部
イ

「手
ひ
ど
い
罰
を
受
け
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も

の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

 
 

① 

想
像
力
が
豊
か
す
ぎ
て
、
小
説
の
構
想
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
。 

 
 

② 

小
説
に
真
実
を
求
め
た
が
、描
く
に
十
分
な
事
実
を
実
生
活
に
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。 

 
 

③ 

人
間
の
虚
偽
を
激
し
く
憎
ん
だ
の
で
、
創
作
に
行
き
詰
ま
っ
た
。 

 
 

④ 

小
説
を
書
く
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
、
村
長
に
選
ば
れ
て
し
ま
っ
た
。 

 
 

⑤ 

小
説
に
真
実
を
求
め
す
ぎ
た
た
め
に
、
反
対
に
小
説
が
真
実
ら
し
く
見
え
な
か
っ
た
。 

 

問
７ 

傍
線
部
ウ

「は
ん
ぼ
う
」
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

問
８ 
問
題
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。 

 
 

① 

菊
池
寛
は
、
短
編
の
技
術
を
競
い
合
う
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
な
価
値
に
も
注
意
を

払
う
こ
と
を
求
め
た
。 
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② 

ル
ナ
ー
ル
の
考
え
る
小
説
と
は
、
現
実
そ
の
も
の
を
写
し
出
す
の
で
は
な
く
、
想
像

し
た
も
の
の
中
に
真
実
を
写
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

③ 
芥
川
は
晩
年
に
よ
う
や
く
自
己
の
資
質
に
あ
っ
た

「話
の
な
い
小
説
」
に
到
達
す
る

こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

④ 

ル
ナ
ー
ル
は
短
編

・
戯
曲

・
日
記
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
戦
し
た
が
、

結
局
は
見
る
べ
き
成
果
は
な
か
っ
た
。 

 
 

⑤ 

菊
池
寛
は
自
己
の
理
想
と
す
る
小
説
像
を
ル
ナ
ー
ル
に
求
め
、
そ
れ
を
実
現
し
た
の

は
友
人
の
芥
川
で
あ
っ
た
。 
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【解
答
】 

第

一
問 

問
１
＝
④
、
問
２
＝
神
無
月
、
問
３
＝
ち
ょ
う
ず
、
問
４
＝
④
、 

問
５
＝
①
、
問
６
＝
②
、
問
７
＝
⑤
、
問
８
＝
②
、
問
９
＝
⑤ 

第
二
問 

問
１
＝
威
張

（
っ
た
）、
問
２
＝
⑤
、
問
３
＝
②
、
問
４
＝
⑤ 

 

問
５ 
Ａ
＝
①

・
③
、
Ｂ
＝
② 

第
三
問 

問
１
＝
④
、
問
２
＝
②
、
問
３ 

Ｃ
＝
⑤
、
Ｄ
＝
①
、
問
４
＝
② 

 
 
 
 

問
５
＝
⑤
、
問
６
＝
⑤
、
問
７
＝
繁
忙

（も
し
く
は
煩
忙
） 

 
 
 
 

問
８
＝
① 

 

【解
説
】 

第

一
問 

 

問
１ 

国
士
舘
大
の
入
試
で
は
し
ば
し
ば
文
学
史
が
出
題
さ
れ
、
し
か
も
文
学
史
分
野
の
配

点
が
満
点
の
１
／
４
程
度
に
上
る
こ
と
も
ざ
ら
で
あ
る
。
古
典
か
ら
も
近
代
か
ら
も
ま

ん
べ
ん
な
く
出
題
さ
れ
る
が
、
古
典
に
関
し
て
は

《平
安
時
代
の
国
風
文
化
確
立
期
、

鎌
倉
時
代
、
江
戸
時
代
元
禄
期
》
の
人
物
と
事
績
に
つ
い
て
は
頻
出
で
あ
る
。
松
尾
芭

蕉
と
言
う
と
、
東
北
を
歩
い
て
旅
し
な
が
ら
句
を
詠
ん
だ

『お
く
の
ほ
そ
道
』
が
有
名

だ
が
、
海
を
渡
っ
た
旅
を
し
た
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
九
州
や
四
国
に
は
渡
っ
た
こ
と

が
な
い
。 

 

問
２ 

〈月
の
異
名
〉
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
高
校
の
国
語
科
で
用
い
る
国
語
便
覧
な
ど

を
参
照
し
、
覚
え
る
こ
と
を
勧
め
る
。
月
の
異
名
を
手
書
き
で
答
え
よ
、
と
い
う
の
は

し
ば
し
ば
こ
の
大
学
で
出
さ
れ
る
問
題
の
パ
タ
ン
。
（し
か
も
、な
ぜ
か
旧
暦
十
月
が
問

題
に
出
る
こ
と
が
多
い
） 

問
３ 

ち
ょ
う
ず

（手
水
）
と
は
、
手
洗
い
や
顔
洗
い
を
す
る
際
に
用
い
る
水
の
こ
と
。
転

じ
て
そ
う
し
た
行
為
を
指
す
場
合
も
あ
る
（古
風
に
ト
イ
レ
の
こ
と
を
指
す
言
葉
が
「手

水
」
で
あ
る
。
〈お
手
洗
い
〉
と
い
う
言
葉
に
も
そ
れ
は
残
っ
て
い
る
）。
ま
た
、
神
社

本
殿
や
寺
院
の
本
堂
の
手
前
に
あ
る
手
洗
い
場
の
こ
と
を
も

「ち
ょ
う
ず
ば
」
と
も
い

う
。
「て
み
ず
」
と
い
う
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
握
り
飯
や
寿
司
を
握
る
前
に

手
の
ひ
ら
を
湿
ら
せ
る
水
の
こ
と
を
指
し
て
「て
み
ず
」と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。 

問
４ 

結
論
を
言
う
と
、
現
在
わ
た
し
た
ち
が
用
い
て
い
る
暦

（太
陽
暦
、
も
し
く
は
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
）
と
、
俳
句
の
季
語
を
収
録
す
る
歳
時
記
で
用
い
る
旧
暦

（太
陽
太
陰
暦
）

と
で
は
、
時
期
に
ズ
レ
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
知
識
を
問
う
て
い
る
。
八
月
に
い
く

ら
気
温
が
三
十
度
台
後
半
に
達
し
て
い
よ
う
と
、
い
く
ら
陽
ざ
し
が
き
つ
か
ろ
う
と
、

太
陽
暦
で
い
う
八
月
八
日
ご
ろ
の
立
秋
を
過
ぎ
れ
ば
、
俳
句
の
世
界
は

「秋
」
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
八
月
初
旬
に
見
ご
ろ
を
迎
え
る

「朝
顔
」
も
、
台
風
の
こ
と
を
さ

す

「野
分
」
も
、
旧
暦
で
は
お
盆
の
入
り
に
お
こ
な
わ
れ
る
七
夕

（「天
の
川
」）
も
秋

の
季
語
で
あ
る
。 

問
５ 

②
＝
中
原
中
也
に
よ
る
詩
集
。
③
＝
堀
口
大
學
に
よ
る
訳
詩
集
。
④
＝
石
川
啄
木
に

よ
る
歌
集
。
⑤
＝
北
原
白
秋
に
よ
る
詩
集
。 

問
６ 

《
Ａ
と
い
っ
て
、
Ｂ
で
あ
る

（Ａ
＝
Ｂ
）》
―
つ
ま
り
、
自
然
美
を
表
す
三
字
熟
語
を

完
成
さ
せ
よ
と
い
う
問
題
。
こ
れ
を
四
字
熟
語
で
言
う
な
ら

〈花
鳥
風
月
〉。
日
本
の
自

然
の
美
し
さ
は
移
ろ
い
ゆ
く
こ
と
の
な
か
に
あ
る
。
花
も
鳥
も

（→
渡
り
鳥
）、
風
も
、

月
も
、
当
然
に
雪
も
季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
姿
を
変
え
る
。
ち
な
み
に

「雪
月
花
」
を

由
来
と
す
る
の
が
、
宝
塚
歌
劇
団
の
ク
ラ
ス
編
成

（雪
組
、
月
組
、
花
組
）
で
あ
る
。

美
し
い
も
の
を
指
す
言
葉
で
も
あ
る
。 

問
７ 
「虚
を
つ
か
れ
る
」
―
―
油
断
し
て
い
て
隙
を
つ
か
れ
る
と
い
う
意
味
の
慣
用
句
。

〈思
っ
て
も
み
ず
、
は
っ
と
す
る
〉
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

自
然
美
だ
け
が
季
語
の
対
象
で
は
な
く
、
人
間
の
想
像
力
ま
で
も
が
季
語
に
な
り
得
る

と
い
う
の
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 
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問
８ 

〈冬
に
雨
が
降
る
＝
比
較
的
温
暖
な
気
候
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
。
京
都
と
て
、
決

し
て
冬
に
暖
か
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
「雪
国
」
と
比
較
す
れ
ば
、
雨
が
降
る
だ
け

ま
だ
温
暖
な
の
で
あ
る
。
脱
文
を
良
く
見
よ
。
京
都
を
基
準
と
す
る
と
、
も
っ
と
寒
い

北
国
の
現
状
と
は
ど
う
し
て
も
ず
れ
が
生
じ
る
。 

問
９ 

①
―

「後
に
残
る
妹
」
と
い
う
記
述
が
ま
ち
が
い
。
宮
沢
賢
治
は
死
に
ゆ
く
妹
を
看

取
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

②
―

「…
慎
む
べ
き
だ
」
と
い
う
記
述
が
ま
ち
が
い
。 

 
 
 

③
―

「雹
」
が
ま
ち
が
い
。
夏
に
も
降
る
。 

 
 
 

④
―

「雨
上
が
り
に
虹
が
か
か
る
か
ら
だ
」
が
ま
ち
が
い
。
記
述
ナ
シ
。 

 第
二
問 

 

問
１ 

漢
字
問
題
を
手
書
き
で
解
答
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
は

〈正
確
な
字
を
書
く
こ
と
が
で

き
る
か
〉
と
い
う
こ
と
を
受
験
生
に
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、 

〈終

筆
の
ハ
ネ
〉
を
し
っ
か
り
書
き
表
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「威
張

（る
）」
と
い
う
字
に
は
、

お
あ
つ
ら
え
向
き
の
よ
う
に
ハ
ネ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
字
を
選
ん
で
出

題
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
対
策
は
い
た
っ
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
―
普
段
か

ら
こ
ま
め
に

〈書
く
〉
し
か
な
い
。 

 

問
２ 

ポ
イ
ン
ト
は
二
点
。
一
点
目
は
指
示
語

「こ
の

（体
験
）」
が
何
を
指
す
か
と
い
う
こ 

 

と
で
あ
る
。
指
し
て
い
る
の
は
直
前
箇
所
の
内
容
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
こ
の
内
容
を

正
確
に
言
い
換
え
た
選
択
肢
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
性
が
な
ぜ

「死
を
迎
え

る
し
た
く
」
に
取
り
掛
か
っ
た
か
―

「自
分
は
も
う
す
ぐ
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
だ
。
筆
者
は

「が
ん
で
あ
る
＝
死
に
至
る
可
能
性
が
高
い
」

こ
と
を
隠
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
内
容
を
正
確
に
言
い
換
え
た
も
の

は
、
ど
れ
か
。 

 

問
３ 

傍
線
部
を
含
む
一
文
を
よ
く
見
よ
。
設
問
箇
所
の
直
前
に

「夫
婦
の
間
に
は
」
と
あ

る
。
で
は
、
「夫
婦
の
間
に
残
っ
て
い
た
豊
か
な
世
界
」
と
は
何
か
。
さ
ら
に
内
容
を
た

ど
る
と
、
夫
婦
の
短
い
会
話
が
あ
り
、
「民
宿
の
女
性
」
が
が
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

「が
ん
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
言
わ
な
く
と
も
本
人
や
夫
に
伝
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
問
２
の
内
容
と
も
対
応
し
て
い
る
。 

 

問
４ 

正
確
な
言
い
換
え
、
つ
ま
り
同
意
表
現
を
と
り
な
さ
い
と
い
う
の
が
こ
の
問
題
の
核

心
で
あ
る
。
「告
げ
る
」
／

「隠
す
」
と
い
う
対
義
語
は
同
時
に
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り

二
者
択

一
の
関
係
が
解
消
し
て
、
問
題
が
解
決
す
る
と
い
う
内
容
を
正
確
に
言
い
換
え
て

あ
る
選
択
肢
は
、
ど
れ
か
。 

 

問
５ 

〈自
動
詞
＝
目
的
語
を
必
要
と
し
な
い
動
詞
〉、
〈他
動
詞
＝
目
的
語
が
必
ず
必
要
に

な
る
動
詞
〉
―
目
的
語
は 

〔名
詞
・指
示
代
名
詞

（指
示
語
）
＋
格
助
詞

（と
く
に [

を]

・

[

に]

・[

へ] 

等
）〕
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
①
～
③
の
選
択
肢
を

〈私
は
―[

動
詞]

。〉
と

い
う
形
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
「私
は
味
わ
う
」
だ
け
で
は
、
「何
を
だ
よ
！
」
と

ツ
ッ
コ
ミ
た
く
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
文
と
し
て
不
十
分
な
の
で
あ
る
。 

 

第
三
問 

 

問
１ 

〈

{

Ｘ
で
な
く
Ｙ}

＝
Ｘ
と
Ｙ
と
は
対
義
語
の
関
係
で
あ
る
〉
―
こ
の
式
を
当
て
は
め

て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、 

 

Ａ  
 

は

「お
お
よ
そ
」
の
対
義
で
あ
る
と
い
う
見
当
が

立
つ
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
〈真
実
←
→
虚
偽
〉、
〈明
瞭
←
→
曖
昧
〉
と
い
う
対
比
関
係
と

な
る
だ
ろ
う
。 

 

問
２ 
文
中
の
同
意
表
現
か
ら
空
欄
と
対
応
す
る
語
の

〈言
い
換
え
〉
を
類
推
す
る
こ
と
が

出
来
る
か
ど
う
か
が
解
を
導
き
出
す
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
空
欄
を
含
む
一
文
と
同
段
落
、

出
だ
し
の
一
文

「物
を
書
く
と
は
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
嘘
を
つ
く
こ
と
だ
」
＝

「…
彼
に

は
、
農
民
を

『小
説
』
に
書
く
の
は
彼
ら
を
侮
辱
す
る
よ
う
な
も
の
だ
…
」
＝

「彼
が
い
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わ
ゆ
る
小
説
を
拒
絶
し
た  

Ｂ 
 

な
理
由
…
」
―
―

「嘘
を
つ
く
」
―

「侮
辱
す
る
」

→

「だ
か
ら
小
説
を
拒
絶
す
る
」
―
―
嘘
を
つ
い
た
り

（人
を
）
侮
辱
す
る
こ
と
を
と
が

め
る
の
は

「道
徳

（モ
ラ
ル
）
に
反
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。 

 

問
３ 

近
代
文
学
史
を
覚
え
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
―
―

〈作
家

（作
者
）
＝
代
表
作
＝
所
属
し

た
文
学
グ
ル
ー
プ
〉
の
三
点
セ
ッ
ト
で
あ
る
。
井
伏
鱒
二
『山
椒
魚
』、
川
端
康
成

『伊
豆

の
踊
子
』
い
ず
れ
も
メ
ジ
ャ
ー
な
作
家
と
作
品
で
あ
る
。 

 

問
４ 

「失
笑
を
買
う
」
と
い
う
慣
用
句
を
完
成
さ
せ
よ
、
と
い
う
の
が
設
問
要
求
の
核
心

で
あ
る
。
こ
と
わ
ざ

・
四
字
熟
語
・
慣
用
句

（イ
デ
ィ
オ
ム
）
は
い
ず
れ
も
一
字

一
句
を

正
確
に
覚
え
て
お
く
こ
と
。 

 

問
５ 

一
文
す
べ
て
を
見
よ
―

「彼
の
悲
劇
は
、
あ
ま
り
に
も
早
く
老
年
が
や
っ
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
―
こ
れ
に
対
応
す
る

（同
意
表
現
で
あ
る
）
一
文
を
、
文
中
か
ら

見
つ
け
れ
ば
よ
い
。
「あ
く
ま
で
ル
ナ
ー
ル
ら
し
い
が
…
」
で
は
じ
ま
る
段
落
を
見
よ
―

「短
く
書
く
こ
と
が
命
を
も
縮
め
る
こ
と
に
な
る
、

一
つ
の
痛
ま
し
い
典
型
を
見
る
よ
う

で
あ
る
」
―

「悲
劇
＝
痛
ま
し
い
」
「老
年
が
や
っ
て
き
た
＝
命
を
縮
め
た
」。
さ
ら
に
い

う
と

「短
く
書
く
＝
短
い
小
説
を
…
」
―

〈本
文
中
の
同
意
表
現
＝
設
問
箇
所
＝
解
〉
と

い
う
の
が
、
お
お
よ
そ
国
語

（古
文
・
漢
文
も
含
む
）
の
問
題
の
仕
組
み
な
の
で
あ
る
。 

 

問
６ 

こ
れ
も
一
文
す
べ
て
を
見
よ
―

「真
実
を
愛
し
す
ぎ
、
ま
た
自
身
の
生
活
を
愛
し
す

ぎ
た
た
め
に
、
彼
は
文
学
者
と
し
て
は
手
ひ
ど
い
罰
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。」
―

「ど
う

い
う
こ
と
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
意
表
現

（＝
正
確
に
言
い
換
え
た
も

の
）
を
解
と
す
れ
ば
よ
い
。 

 

問
７ 

漢
字
は
暗
記
が
物
を
言
う
と
い
う
受
験
生

（困
っ
た
こ
と
に
先
生
で
さ
え
）
が
多
い

の
だ
が
、
暗
記
し
た
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
早
く
気
付
い
た
方
が

よ
い
。
仮
に
次
の
よ
う
に
設
問
箇
所
を
含
む
文
を
解
析
し
て
み
よ
う
―

「人
間
の
世
界
が

は
ん
ぼ
う
に
な
り
、
、

（以
上
ｐ
と
す
る
）、
…
余
裕
の
あ
る
人
が
、
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ

た

（以
上
ｑ
と
す
る
）」
―
こ
こ
で
意
味
上
は

〈
ｐ
＝
ｑ
〉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く

だ
ろ
う
が
、
ｐ
が
平
叙
文

（肯
定
文
）、
ｑ
が
否
定
文

「余
裕
…
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で

「は
ん
ぼ
う
」
と
い
う
の
が

「余
裕
」
の
対
義
語
で
あ
る
こ
と
が
類
推
で
き
る
。

つ
ま
り

「忙
し
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「繁
忙、
（煩
忙、
）」
と
い
う
語
が
適
切
だ
と

い
う
こ
と
が
こ
れ
で
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
、
漢
字
問
題
と
い
う
の
は
、
空
欄
問
題
と
同

様
の
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

問
８ 

本
文
に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
正
解
で
あ
り
、
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
解

と
は
な
り
え
な
い
。 

 
 
 

② 

「想
像
し
た
も
の
の
中
に
真
実
を
写
し
出
す
こ
と
」
が
誤
り
。
真
実
を
書
こ
う
と

し
て
、
そ
れ
を
道
徳
上
書
け
な
い
も
の
だ
か
ら
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
問
２
、
問

５
の
問
題
の
解
を
使
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。 

 
 
 

③ 

筆
者
自
身
は
芥
川
に

「『話
の
な
い
小
説
』」
の
資
質
が
あ
っ
た
と
は
述
べ
て
い
な

い
。
誤
り
で
あ
る
。 

 
 
 

④ 

「結
局
は
見
る
べ
き
成
果
は
な
か
っ
た
」
が
誤
り
。
筆
者
は
日
記
に
つ
い
て
評
価

し
て
い
る
。 

 
 
 

⑤ 

菊
池
寛
は
ル
ナ
ー
ル
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ル
ナ
ー
ル
と
似
て
い
る

と
い
う
の
は
筆
者
の
意
見
で
あ
る
。
し
か
も
、
芥
川
は
ル
ナ
ー
ル
を
大
き
く
評
価

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
誤
り
。 


