
問

一
【

答
え
　
一
一　
】

間
二
　
　
傍
線
部
④
⑫
に
つ
い
て
本
文
中
の
読
み
を
送
り
仮
名
も
含
め
て
書
け
。
（各
二
点
　
計
四
点
）

唯
　
　
　
文
脈
を
見
て
み
よ
う

唯
　
有

二　
一　
囚
　
無

τ

墨

容
疑
者
の
う
ち
、
「
た

っ
た
」

一
人
、
墨
が
つ
い
て
い
な
い
者
が
い
た
。

そ
こ
か
ら
、
「
た
だ
」
が
よ
い
で
あ
ろ
う

【　
答
え
　
た
だ
　
】
・

蓋‐

　
　
　
レ
テ
　
　
　
ノ
　
　
　
ル
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
あ

ヘ
テ
　
　
　
“ア
　
　
　
　
　

・

・

蓋

′恐

二
鐘

有

三
声

不

ユ
敢

　
摸

・
也

「思
う
に
」
金
が
鳴
る
こ
と
を
恐
れ
て
鐘
を
撫
で
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
漢
文
で
も
頻
出
の
語
句
で
は
あ
る
が
、
現
代
語
で
も
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

答
え
は

「け
だ
し
」
で
あ
る
。

【　
答
え
　
け
だ
し
　
】

間
三
　
　
傍
線
部
○
の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
べ
。
（
四
点
）

使
　
人
　
迎
　
置
　
後
　
閤

①
　
人
を
迎

へ
て
後
閣
に
置
か
し
め
て

②
　
人
の
迎

へ
を
し
て
後
間
に
置
か
ん
と
し
て

③
　
人
の
迎

へ
を
後
間
に
置
か
し
め
て

④
　
人
を
し
て
迎

へ
て
後
間
に
置
か
し
め
て

⑤
　
人
を
し
て
迎

へ
て
後
間
に
置
か
ん
と
し
て

お
な
じ
み

「使
役
」
の
句
法

傍
線
部
⑦
に
つ
い
て
、
あ
る
製
品
の
名
称
を
表
す

「莫
大
小
」
と
い
う
語
句
が
あ
る
。
こ
の
語
旬
は
、
そ
の
漢
字
が
持
つ

意
味
か
ら
、
そ
の
製
品
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
を
次
の
選
択
肢
か
ら

一
つ
選
べ
。
（
二
点
）

多
種
多
様
な
　
二
、
伸
縮
性
に
富
む
　
三
、
年
齢
不
問
　
四
、
大
き
く
な
る
　
五
、
サ
イ
ズ
が
揃

っ
て
い
る

こ
れ
は
漢
文
知
識
と
し
て
覚
え
て
お
く
と
有
利

「莫
大
小
」
…
メ
リ
ヤ
ス
と
読
み
ま
す

編
み
物
の
古
い
言
い
方
、
ま
た
は
そ
の
素
材
で

「伸
縮
自
在
」
な
性
質
を
示
す
．

「大
小
莫
し
」
…
大
き
く
な
っ
た
り
小
さ
く
な
っ
た
り
…
か
ら
来
て
い
る
の
だ
ろ
う

答
え
は
、
一
一
「伸
縮
性
に
富
む
」
で
あ
る



「使

・〇
　
△
Ｌ

…

「○
に
△
を
さ
せ
る
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ぞ

”一　
　
　
　
　
　
　
　
″　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

使
　
人

　

「迎
」

「置
」
　

後
　
閥

「迎
」
と

「置
」
と
動
詞
が
二
つ
あ
る
こ
と
か
ら
次
の
用
法
を
発
想
し
よ
う

・
動
詞

（「△
」
の
部
分
）
が
二
つ
あ
る
使
役
の
用
法
　
↑
使
役
の
応
用
―

こ
れ
は
三
年
後
半
の
模
試
で
頻
出
の
句
法
で
あ
る
！
今
回
極
め
よ
う
―

「使

○
　
□

△
・」
…

「○
に
□
と
△
を
さ
せ
る
」

一

一

　

　

　

　

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

．

「
□
」
が
加
わ
る
わ
け
だ
が
、
読
み
に
注
意
！

「□

」
と
読
む
。

そ
し
て
意
味
は

「
□
と
△
を
さ
せ
る
」
と
な
る
。

「□
」
も
使
役
の
意
味
と
な
る
の
に
、
「□

」
と
読
む
と
こ
ろ
が
こ
の
句
法
を
難
し
く
さ
せ
て
い
る
！

「人
を
し
て
、
迎
え
て
後
間
に
置
か
し
む
」
と
な
る
。

意
味
は
、
「人
に
、
（鐘
を
）
取
り
に
行
か
せ
て

（そ
し
て
）
奥
の
部
屋
に
置
か
せ
た
。
」

【

答
え

④

】

問

四

本
文
内
の

（１
）
（
２
）
に
は

「有
」
「無
」
の
ど
ち
ら
か
が
入
る
。
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
べ
。
同
じ
漢
字
を
用
い
て
も

よ
い
。
（各
三
点
　
計
六
点
）

本
文
解
釈
系
の
問
題

本
文
を
正
し
く
解
釈
で
き
て
い
る
か
を
問
う
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

陳
述
古
は
、
盗
人
が
正
直
に
名
乗
り
出
な
い
た
め
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

大
き
な
鐘
を

一
つ
用
意
し
、
容
疑
者
た
ち
に
見
せ
、
こ
う
言
っ
た
。

「盗
み
を
し
て
い
な
い
者
が
こ
の
鐘
を
撫
で
る
と
音
が

（
１
）
。
盗
み
を
し
た
者
が
撫
で
る
と
音
が

（
２
）」

こ
れ
だ
け
で
は
答
え
を
導
け
な
い
。

も
う
少
し
要
約
を
進
め
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
。

陳
述
古
は
、
鐘
を
垂
れ
幕
で
隠
し
、
ま
た
鐘
に
墨
を
塗

っ
た
。

そ
し
て
、
容
疑
者
た
ち

一
人
ず
つ
垂
れ
幕
の
中
に
入
れ
、
鐘
を
撫
で
さ
せ
た
。

み
な
、
手
に
墨
が
つ
い
て
い
た
が
、　
一
人
だ
け
つ
い
て
い
な
い
者
が
い
た
。

こ
れ
で
わ
か
っ
た
よ
ね
？

犯
人
は
音
が
出
る
の
を
恐
れ
て
鐘
を
触
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

「盗
み
を
し
て
い
な
い
者
が
こ
の
鐘
を
撫
で
る
と
音
が

（出
な
い
）
。
盗
み
を
し
た
者
が
撫
で
る
と
音
が

（出
る
）
」

…
と
な
る
わ
け
だ
よ
ね
！

よ

っ
て
。
（
１
）
が

「無
」
、
（
２
）
が

「有
」
で
あ
る
！



【　
答
え

無
　
２
　
有
　
】

問
五

傍
線
部
○
に
つ
い
て
、
犯
人
を
あ
ぶ
り
だ
す
た
め
に
陳
述
古
が
行

っ
た
こ
と
を
八
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
（九
点
）

文
字
数
制
限
の
あ
る
問
題
の
解
き
方
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
，
　

　

・

適
当
に
本
文
を
訳
し
な
が
ら
回
答
欄
を
埋
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と

な
ぜ
か
？

・
時
間
が
や
た
ら
と
か
か
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
ヽ

・
文
字
数
が
な
か
な
か
合
わ
な
い

（九
割
く
ら
い
は
埋
め
る
べ
き
だ
か
ら
。
少
な
す
ぎ
は
も
ち
ろ
ん
減
点
）

・
意
味
の
通
ら
な
い
文
章
に
な
り
が
ち

あ
る
あ
る
だ
よ
ね
。
こ
れ
で
は
最
悪
の
結
果
に
な

っ
て
し
ま
い
そ
う

（
よ
く
て
も
二
、
三
割
…
下
手
す
れ

ば
ゼ
ロ
点
…
）

で
は
、
「短
時
間
」
か
つ

「高
得
点
」
な
回
答
を
生
み
出
す
必
勝
法
は
…

箇
条
書
き
で
要
点
を
書
き
だ
す
↓
必
要
な
部
分
を
ビ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
回
答
を
作
成
す
る

こ
れ
が
い
ち
ば
ん
！

箇
条
書
き
は

「適
当
」
で
よ
い
ぞ
！
そ
れ
で
も
六
、
七
割
は
期
待
で
き
る
ぞ

で
は
、
や
っ
て
み
よ
う
！

・
陳
述
古
は
、
盗
人
が
正
直
に
名
乗
り
出
な
い
た
め
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
。

・
大
き
な
鐘
を

一
つ
用
意
し
、
容
疑
者
た
ち
を
集
め
て
、
鐘
を
目
の
前
に
し
て
こ
う
言
っ
た
。

。
「盗
み
を
し
て
い
な
い
者
が
こ
の
鐘
を
撫
で
る
と
音
が
出
な
い
。
盗
み
を
し
た
者
が
撫
で
る
と
音
が
出
る
」

。
陳
述
古
は
、
鐘
を
垂
れ
幕
で
隠
し
、
ま
た
鐘
に
墨
を
塗

っ
た
。

・
そ
し
て
、
容
疑
者
た
ち

一
人
ず
つ
垂
れ
幕
の
中
に
入
れ
、
鐘
を
撫
で
さ
せ
た
。

。
み
な
、
手
に
墨
が
つ
い
て
い
た
が
、　
一
人
だ
け
つ
い
て
い
な
い
者
が
い
た
。

・
犯
人
は
鐘
が
鳴
る
の
を
恐
れ
、
撫
で
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

・
つ
ま
り
、
手
に
墨
が
つ
い
て
い
な
い
も
の
が
犯
人
で
あ
る
。　
・

・
こ
う
し
て
陳
述
古
は
犯
人
の
割
り
出
し
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

さ
あ
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
文
字
数
に
合
う
よ
う
に
ビ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
回
答
を
作
成
し
よ
う
。

そ
の
際
、
大
切
な
こ
と
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

「問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
忠
実
な
回
答
」
と
な
る
よ
う
に
意
識
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
！

記
述
問
題
は
得
て
し
て
、
回
答
作
成
中
に
ど
ん
ど
ん
と
主
旨
が
ず
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。
こ
れ
を
最
大
限
に
防
ぎ

た
い
！

具
体
例
を
細
か
く
書
い
て
い
て
は
と
て
も
文
字
数
が
足
り
な
い
。
か
と
い
っ
て
ま
と
め
す
ぎ
る
と
短
す
ぎ
る
！

上
手
に
ま
と
め
よ
う
！

【　
答
え
　
容
疑
者
た
ち
に
、
犯
人
が
触
れ
る
と
音
が
鳴
る
と
い
う
鐘
に
墨
を
塗

っ
て
一
人
ず
つ
触
ら
せ
、
墨
が
つ
い
て
い
な
い
者
、

つ
ま
り
鳴
る
こ
と
を
恐
れ
て
触
れ
な
か
っ
た
者
を
犯
人
と
し
て
あ
ぶ
り
だ
す
方
法
。
（七
十
八
字
）
　

】

、

採
点
基
準
　
　
　
　
「墨
が
手
に
つ
い
て
い
な
い
者
が
犯
人
で
あ
る
」
…
三
点

，　
　
　
　
　
　
　
　
「鐘
に
墨
を
塗

っ
て
容
疑
者

一
人
ず
つ
撫
で
さ
せ
る
」
…
二
点

「鐘
」
の
説
明
…

一
点



ま
と
ま
っ
た
意
味
の
通
る
日
本
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
…

一
点

「～
こ
と
」
な
ど
、
名
詞

（方
法
）
の
説
明
と
し
て
適
切
な
結
び
と
な
っ
て
い
る
こ
と

減
点
事
項
…
八
十
字
を
下
回
る
解
答
は
短
す
ぎ
と
し
て
三
点
の
減
点

文
字
数
オ
ー
バ
ー
は
も
ち
ろ
ん
ゼ
ロ
点

主

点


