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練 

習 

問 

題

　
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

八
月
も
終
わ
り
に
な
っ
た
。

　

信
子
は
あ
す
市
の
学
校
の
寄
宿
舎
へ
帰
る
ら
し
か
っ
た
。
指
の
傷
が
治
っ
た
の
で
、

天
理
様
へ
お
礼
に
行
っ
て
こ
い
と
母
に
言
わ
れ
、
近
所
の
人
に
連
れ
ら
れ
て
、
そ
の

お
礼
も
済
ま
せ
て
き
た
。
そ
の
人
が
こ
の
近
所
で
は
最
も
ネ
ッ
シ
ン
な
信
者
だ
っ
た
。

「
荷に

札ふ
だ

は
？
」信
子
の
大
き
な
こ
う
り
を
シ
バ
っ
て
や
っ
て
い
た
兄
が
そ
う
言
っ
た
。

「
何
を
立
っ
て
見
と
る
の
や
。」兄
が
お
こ
っ
た
よ
う
に
か
ら
か
う
と
、
信
子
は
笑
い

な
が
ら
探
し
に
行
っ
た
。

「
な
い
わ
。」
信
子
が
そ
ん
な
に
言
っ
て
帰
っ
て
き
た
。

「
い
や
、
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず
や
。
あ
の
ひ
き
だ
し
見
た
か
。
勝
子
が
ま
た

し
ま
い
こ
ん
ど
る
ん
や
な
い
か
な
。
い
っ
ぺ
ん
見
て
み
。」兄
が
そ
ん
な
に
言
っ
て
笑

っ
た
。
勝
子
は
自
分
の
ひ
き
だ
し
へ
ご
く
く
だ
ら
な
い
も
の
ま
で
、
拾
っ
て
き
て
は

し
ま
い
こ
ん
で
い
た
。

「
荷
札
な
ら
こ
こ
や
。」母
が
そ
う
言
っ
て
、
そ
れ
見
た
か
と
い
う
よ
う
な
軽
い
笑え
が
お顔

を
し
な
が
ら
持
っ
て
き
た
。

「
や
っ
ぱ
り
年
寄
り
が
お
ら
ん
と
あ
か
ん
て
。」

兄
は
そ
ん
な
ジ
ョ
ウ
ア
イ
の
こ
も
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
。

　

晩
に
は
母
が
豆
を
い
っ
て
い
た
。

「
峻た
か
し

さ
ん
。
あ
ん
た
に
こ
ん
な
の
は
ど
う
で
す
な
。
信
子
が
寄
宿
舎
へ
持
っ
て
帰
る

お
み
や
げ
で
す
。
一い
っ

升し
ょ
う

ほ
ど
持
っ
て
帰
っ
て
も
、
じ
き
に
ぺ
ろ
っ
と
な
く
な
る
の
や

そ
う
で
…
…
。」

　

峻
が
話
を
聞
き
な
が
ら
豆
を
か
ん
で
い
る
と
、
裏
口
で
音
が
し
て
信
子
が
帰
っ
て

き
た
。

「
貸
し
て
く
れ
は
っ
た
か
。」

1

①

㋐

＊
１

㋑

㋒

②

「
は
あ
、
裏
へ
置
い
と
い
た
。」

「
雨
が
降
る
か
も
し
れ
ん
で
、
ず
っ
と
中
へ
引
き
こ
ん
で
お
い
で
。」

「
は
あ
、
引
き
こ
ん
で
あ
る
。」

「
吉よ
し

峰み
ね

さ
ん
の
お
ば
さ
ん
が
あ
し
た
お
帰
り
で
す
か
て
…
…
。」

信
子
は
何
か
お
か
し
そ
う
に
こ
と
ば
を
と
ぎ
ら
せ
た
。

「
あ
し
た
お
帰
り
で
す
か
て
？
」
母
が
聞
き
返
し
た
。

　

吉
峰
さ
ん
の
お
ば
さ
ん
に
、「
い
つ
お
帰
り
で
す
。
あ
し
た
お
帰
り
で
す
か
。」
と

聞
か
れ
て
、
信
子
が
ま
ご
つ
い
て
、「
え
え
、
あ
し
た

Ａ

。」
と
言
っ
た
と
い
う

話
だ
っ
た
。
母
や
彼か
れ

が
笑
う
と
、
信
子
は
少
し
顔
を
赤
く
し
た
。

　

借
り
て
き
た
の
は
う
ば
車
だ
っ
た
。

「
明
日
一
番
で
た
つ
の
を
、こ
う
り
乗
せ
て
停
車
場
ま
で
送
っ
て
い
っ
て
や
り
ま
す
。」

母
が
そ
ん
な
に
言
っ
て
わ
け
を
話
し
た
。

　

た
い
へ
ん
だ
な
、
と
彼
は
思
っ
て
い
た
。

「
勝
子
も
行
く
て
？
」
信
子
が
聞
く
と
、

「
行
く
の
や
と
言
う
と
、
今
夜
は
早
う
か
ら
お
や
す
み
や
。」
と
母
が
言
っ
た
。

　

彼
は
、
朝
が
早
い
の
に
荷
物
を
出
す
な
ん
て
め
ん
ど
う
だ
か
ら
、
今
夜
の
う
ち
に

切
符
を
買
っ
て
、
先
へ
手
荷
物
で
送
っ
て
し
ま
っ
た
ら
い
い
と
思
っ
て
、

「
ぼ
く
、
今
か
ら
持
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
か
。」と
言
っ
て
み
た
。
一
つ
に
は
、
彼
自

身
体て
い

裁さ
い

屋や

な
の
で
、
年
ご
ろ
の
信
子
の
気
持
ち
を
先
ま
わ
り
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

し
か
し
母
と
信
子
が
あ
ま
り
「
か
ま
わ
な
い
、
か
ま
わ
な
い
。」
と
い
う
の
で
あ
ち
ら

任
せ
に
し
て
し
ま
っ
た
。

　

夏
の
朝
の
明
け
方
を
三
人
で
、
ひ
と
り
は
う
ば
車
を
オ
し
、
ひ
と
り
は
い
で
た
ち

を
し
た
ひ
と
り
に
手
を
引
か
れ
、
停
車
場
へ
向
か
っ
て
い
く
、
そ
の
出
発
を
彼
は
心

に
思
い
浮う

か
べ
て
み
た
。
美
し
か
っ
た
。

③

④

⑤

㋓

⑥

⑦
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「
お
タ
ガ
い
の
心
の
中
で
そ
う
し
た

Ｂ

を
あ
て
に
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
か
ろ
う

か
。」
そ
し
て
彼
は
心
が
清
く
洗
わ
れ
る
の
を
感
じ
た
。

 

（
梶か
じ

井い

基も
と

次じ

郎ろ
う

『
城
の
あ
る
町
に
て
』）

　

＊
１
こ
う
り
=
柳や
な
ぎ

や
竹
で
編
み
、
衣
類
な
ど
を
納
め
る
直
方
体
の
入
れ
物
。

問
一　

線
㋐
〜
㋔
の
か
た
か
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　
　
　

線
①
「
そ
の
お
礼
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
に
対
す
る
お
礼
で

す
か
。

 

問
三　
　
　

線
②
「
貸
し
て
く
れ
は
っ
た
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
を
何
の
た
め
に

借
り
た
の
で
す
か
。

 

問
四　

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

帰
り
ま
す

イ　

お
帰
り
で
す

ウ　

帰
る
は
ず
で
す

エ　

お
帰
り
に
な
る
は
ず
で
す 

問
五　
　
　

線
③
「
年
ご
ろ
の
信
子
の
気
持
ち
を
先
ま
わ
り
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、

「
彼
」は
、
信
子
の
気
持
ち
を
ど
の
よ
う
に
推
察
し
た
の
で
す
か
。
三
十
五
字
以

㋔

㋐

㋑

っ
て
㋒

㋓

し
㋔
お

い

内
で
具
体
的
に
書
き
な
さ
い
。

問
六　
　
　

線
④
「
あ
ち
ら
任
せ
に
し
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ

と
を
任
せ
た
の
で
す
か
。

 

問
七　
　
　

線
⑤
・
⑥
・
⑦
の
「
ひ
と
り
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
だ
れ
の
こ
と
で
す
か
。

文
中
の
言
葉
で
答
え
な
さ
い
。

 

⑤　

　

⑥　

 

⑦　

問
八　

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

出
発
の
あ
わ
た
だ
し
さ　
　

イ　

出
発
の
寂さ
び

し
さ

ウ　

出
発
の
楽
し
さ　
　
　
　
　

エ　

出
発
の
む
な
し
さ 

問
九　

こ
の
文
章
は
、
大
き
く
二
つ
の
場
面
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
半
の

場
面
の
初
め
の
五
字
を
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。
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講
座

第
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古
文
（1）

10

　
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

昔
、
孫そ
ん

叔し
ゆ
く

敖が
う

と
い
ふ
人
、
幼
少
の
時
に
、
外
へ
出い

で
て
遊
び
け
れ
ば
、
二
つ
の
頭か
し
ら

の
あ
る
蛇く
ち
な
は

を
見
た
り
。
日
本
に
い
ふ
日
ば
か
り
の
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
。
そ
の
時
に
、

そ
の
子
の
母
が
、「
な
ん
ぢ
は
い
か
な
る
子
細
あ
り
て
か
、
か
く
も
の
を
食
は
ず
し
て

泣
く
ぞ
。」
と
問
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
叔
敖
こ
た
へ
て
い
は
く
、「
今
日
わ
れ
両
頭
の
蛇

を
見
け
れ
ば
、
明
日
ま
で
命
を
延の

ぶ
べ
か
ら
ず
。」と
言
ひ
け
る
を
、
母
も
と
よ
り
世

に
す
ぐ
れ
た
る
人
な
れ
ば
、
ほ
か
の
事
を
聞
き
入
れ
ず
し
て
、
ま
づ
「
そ
の
蛇
は
い

づ
ち
に
か
あ
る
。」
と
問
ふ
。
叔
敖
が
い
は
く
、「
両
頭
の
蛇
を
見
る
も
の
は
か
な
ら

ず
死
す
と
、
日
ご
ろ
よ
り
聞
き
お
よ
び
し
ゆ
ゑ
に
、
他
人
の
ま
た
こ
れ
を
見
ん
事
を

お
そ
れ
て
、
地
に
埋う

づ

み
け
る
。」
と
言
ふ
。
母
、
こ
の
言こ
と
ば

を
聞
き
て
い
は
く
、「
う
れ

ふ
る
こ
と
な
か
れ
。
な
ん
ぢ
は
死
ぬ
ま
い
ぞ
や
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
人
と
し
て
陰い
ん

徳と
く

あ

れ
ば
陽
報
あ
り
、
天
は
た
か
け
れ
ど
も
、
ひ
き
き
地
の
こ
と
を
よ
く
き
け
り
、
徳
は 

不ふ

祥し
や
う

に
か
ち
、
仁
は
百は
く

禍く
は

を
の
ぞ
く
、
と
い
ふ
事
あ
れ
ば
、
な
ん
ぢ
は
死
せ
ぬ
の
み

な
ら
ず
、
あ
ま
つ
さ
へ
楚そ

国
に
お
こ
ら
ん
。」と
言
ふ
。
成
人
し
て
の
ち
に
、
は
た
し

て
令れ
い

尹ゐ
ん

と
い
ふ
官
人
に
な
れ
り
。

 

（『
実じ
つ

語ご

教き
ょ
う

童ど
う

子じ

教き
ょ
う

諺げ
ん

解か
い

』）

　

＊
１
孫
叔
敖
=
楚
国
の
人
。　
　

＊
２
蛇
=
へ
び
。

　

＊
３
日 

ば
か
り
=
小
形
の
蛇へ
び

。
か
ま
れ
た
ら
そ
の
日
ば
か
り
の
命
し
か
な
い
と
信

じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
が
、
実
際
は
無
毒
。

　

＊
４
そ
の
時
=
家
に
帰
っ
た
時
。　
　

＊
５
陰
徳
=
隠か
く

れ
た
よ
い
行
い
。

　

＊
６
陽
報
=
明
ら
か
な
良
い
報む
く

い
。　
　

＊
７
不
祥
=
よ
く
な
い
こ
と
。

　

＊
８
お
こ
ら
ん
=
出
世
す
る
だ
ろ
う
。　
　

＊
９
令
尹
=
楚
国
の
最
高
位
の
大
臣
。

1
＊
１

＊
２

＊
３

＊
４

①

②

＊
５

＊
６

＊
７

＊
８

＊
９

問
一　

文
中
か
ら
抜ぬ

き
出
し
た
次
の
語
句
の
う
ち
、
歴
史
的
か
な
づ
か
い
と
現
代
か

な
づ
か
い
が
同
じ
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

な
ん
ぢ
は
い
か
な
る　
　

イ　

問
ひ
け
る
ほ
ど
に

ウ　

こ
た
へ
て
い
は
く　
　
　

エ　

聞
き
入
れ
ず
し
て 

問
二　
　
　

線
①
「
も
の
を
食
は
ず
し
て
泣
く
ぞ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
泣
い
て
い
る

理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

明
日
も
か
な
ら
ず
蛇
に
襲お
そ

わ
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

イ　

自
分
の
せ
い
で
母
親
が
命
を
落
と
す
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

自
分
は
間
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
と
思
っ
た
か
ら
。

エ　

蛇
が
長
く
は
生
き
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。 

問
三　
　
　

線
②
「
地
に
埋
み
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
叔
敖
が
こ
の
よ
う
に
し
た

の
は
な
ぜ
で
す
か
。
現
代
語
で
二
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
四　

こ
の
文
章
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

叔
敖
は
優す
ぐ

れ
た
人
格
を
持
っ
て
い
た
の
で
出
世
し
た
。

イ　

叔
敖
は
蛇
の
恩
返
し
の
お
か
げ
で
大
臣
に
な
っ
た
。

ウ　

叔
敖
は
母
の
言
い
つ
け
を
守
っ
た
の
で
出
世
が
で
き
た
。

エ　

叔
敖
は
蛇
を
退
治
し
た
功
績
に
よ
っ
て
高
い
地
位
を
得
た
。 
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510

　
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

左さ

近こ
ん
の

将し
や
う

監げ
ん

源み
な
も
と
の

乗の
り

邑む
ら

朝あ
そ
ん臣

、
東
の
執し

つ

事じ

職
に
て
勢
ひ
猛ま

う

な
り
し
頃こ

ろ

、
都
へ
登
る
と
て 

近あ
ふ
み江
の
国
草く
さ

津つ

と
云い

ふ
所
を
過
ぐ
る
に
、
此こ

所こ

の
姥う
ば

が
餅も
ち

と
い
へ
る
は
、
昔
よ
り
名

高
き
家
に
て
在
り
し
を
、
そ
こ
に
立
ち
寄
り
て
、
い
さ
さ
か
旅
の
疲つ
か

れ
を
休
め
ら
れ

け
る
に
、
内
よ
り
例
の
姥
出い

づ
る
を
見
れ
ば
、
齢よ
は
ひ

七
十
に
近
き
が
、
腰こ
し

は
蝦え
び

の
や
う

に
か
が
ま
り
、
黒
き
顔
に
白
き
髪か
み

の
か
か
り
た
る
を
、
片
手
に
て
か
き
や
り
つ
つ
、

古
き
高た
か

坏つ
き

の
欠
け
損
じ
た
る
に
、餅
を
盛
り
入
れ
て
捧さ
さ

げ
出
で
た
り
。「
此こ

の
餅
は
清

き
か
。」と
問
は
れ
け
れ
ば
、
姥
面お
も
て

を
ふ
り
上
げ
て
、
殿と
の

に
は
目
を
ふ
さ
ぎ
て
き
こ
し

め
せ
。
世
の
中
に
何
か
き
た
な
き
も
の
は
侍は
べ

ら
ん
。
あ
ま
り
に
ふ
か
く
求
む
れ
ば
、

清
き
と
申
す
物
は
候さ
ふ
ら
ふ

ま
じ
と
い
ひ
し
か
ば
、
賤い
や

し
き
姥
な
れ
ど
も
、
か
し
こ
く
も
我

を
諫い
さ

め
け
る
か
な
と
、
深
く
感
ぜ
ら
れ
し
と
ぞ
。

 

（『
落お
ち

栗ぐ
り

物も
の

語が
た
り

』）

　

＊
１
左 

近
将
監
源
乗
邑
朝
臣
=
松ま
つ

平だ
い
ら

乗
邑
。
左
近
将
監
と
称し
ょ
う

し
た
。「
朝
臣
」
は
、

敬
称
。

　

＊
２
執
事
職
=
官
職
名
。

　

＊
３
近
江
の
国
草
津
=
現
在
の
滋し

賀が

県
草
津
市
。

　

＊
４
高
坏
=
平
皿
に
高
い
脚あ
し

を
付
け
た
食
器
。

　

＊
５
諫
め
け
る
=
い
ま
し
め
た
。

問
一　
　
　

線
①
「
名
高
き
家
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
で
有
名
な
の
で
す

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

位
の
高
い
客
が
来
る
こ
と
。

イ　

お
い
し
い
餅
を
出
す
こ
と
。

ウ　

ゆ
っ
く
り
と
休
め
る
こ
と
。

エ　

か
し
こ
い
姥
が
い
る
こ
と
。 

問
二　
　
　

線
②
「
此
の
餅
は
清
き
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
源
乗
邑
が
こ
の
よ
う
に

2＊
１

＊
２

＊
３

①

＊
４

②

③

＊
５

④

 

姥
に
聞
い
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア　

姥
の
白
い
髪
が
餅
に
入
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
か
ら
。

イ　

姥
が
餅
に
古
い
食
器
の
か
け
ら
を
付
け
て
出
し
て
き
た
か
ら
。

ウ　

姥
の
様
子
や
持
参
し
た
食
器
が
不
潔
な
感
じ
が
し
た
か
ら
。

エ　

姥
が
自
分
を
利
用
す
る
た
め
に
餅
を
出
し
た
と
思
っ
た
か
ら
。 

問
三　
　
　

線
③
「
き
こ
し
め
せ
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

召め

し
上
が
れ
。　
　

イ　

お
聞
き
な
さ
い
。

ウ　

催も
よ
お

し
な
さ
い
。　
　

エ　

お
休
み
な
さ
い
。 

問
四　

文
中
に
姥
の
語
っ
て
い
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
三
字

を
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

　

〜　

問
五　

姥
の
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。
現
代
語
で
簡
潔
に
説
明

し
な
さ
い
。

 

問
六　
　
　

線
④
「
深
く
感
ぜ
ら
れ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
源
乗
邑
は
ど
ん
な
こ
と

に
感
動
し
た
の
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア　

他
人
へ
の
悪
行
は
隠か
く

し
て
も
す
ぐ
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

老
人
の
主
張
に
同
調
す
る
と
思
わ
ぬ
失
敗
を
す
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

何
事
も
深
く
求
め
な
い
と
真
理
に
は
到と
う

達た
つ

し
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ　

賤
し
い
姥
で
も
道
理
に
か
な
っ
た
忠
告
を
す
る
と
い
う
こ
と
。 
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練 

習 

問 

題

5

　
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

あ
る
人
正
月
の
支し

度た
く

と
て
、
麻あ

さ

裃か
み
し
も

を
新
し
く
作
り
置
き
け
る
を
、
ね
ず
み
肩か

た

を
食

ひ
破
り
し
を
、
妻
な
ど
は
心
に
か
け
て
、
そ
の
家
臣
な
ど
は
怒い
か

り
の
の
し
り
、「
憎に
く

き

ね
ず
み
の
仕し

業わ
ざ

か
な
。
ね
ず
み
狩が

り
せ
む
。」と
、
ひ
し
め
き
け
る
を
、
主あ
る
じ

か
た
く
制

し
て
、「
ね
ず
み
は
糊の
り

あ
る
も
の
を
食
ひ
が
ち
な
り
。
食
事
を
あ
て
が
は
ざ
る
ゆ
ゑ
、 

か
か
る
こ
と
も
な
し
な
む
。
さ
ら
に
心
に
か
く
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
今
よ
り
食
事

与あ
た

へ
よ
。」
と
切せ
つ

に
申
し
つ
け
、「
ゆ
め
ゆ
め
ね
ず
み
狩
り
な
ど
す
ま
じ
。」
と
か
た
く

申
し
つ
け
た
り
。
か
か
る
男
な
る
ゆ
ゑ
や
、
ほ
ど
な
く
仕し

合あ

は
せ
も
よ
ろ
し
く
、
ま

た
ね
ず
み
も
か
か
る
悪
事
後
々
は
な
さ
ざ
り
し
と
や
。

 

（
根ね

岸ぎ
し

鎮や
す

衛も
り

『
耳み
み

囊ぶ
く
ろ

』）

　

＊
１
麻
裃
=
礼
服
。

　

＊
２
ひ
し
め
き
け
る
を
=
集
ま
っ
て
騒さ
わ

ぎ
立
て
て
い
た
の
を
。

　

＊
３
ゆ
め
ゆ
め
=
決
し
て
。

　

＊
４
仕
合
は
せ
=
事
の
な
り
ゆ
き
。

問
一　
　
　

線
①
「
の
の
し
り
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

冷
笑
し
て
。

イ　

泣
き
さ
け
び
。

ウ　

評
判
に
な
り
。

エ　

大
声
で
騒さ
わ

ぎ
。 

問
二　
　
　

線
②
「
か
か
る
こ
と
」
は
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
か
。「
〜
こ
と
。」
に
続
く
よ
う
に
、
現
代

語
で
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

1

＊
１

①

＊
２

②

③

＊
３

＊
４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
。

問
三　
　
　

線
③
「
さ
ら
に
心
に
か
く
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
」
の
意
味
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

全
く
気
に
す
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

イ　

い
っ
そ
う
用
心
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ウ　

も
う
一
度
こ
ら
し
め
る
べ
き
こ
と
だ
。

エ　

決
し
て
覚
え
て
お
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

 

問
四　

こ
の
文
章
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

主
人
は
、
日
ご
ろ
か
ら
動
物
を
大
事
に
す
る
人
だ
っ
た
の
で
、
妻
の
忠
告

を
受
け
入
れ
て
ね
ず
み
に
食
事
を
与
え
、
ね
ず
み
を
飢う

え
か
ら
救
っ
た
。

イ　

主
人
は
、
冷
静
な
判
断
力
と
優す
ぐ

れ
た
実
行
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
ね
ず

み
狩
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
臣
た
ち
の
怒
り
を
抑お
さ

え
た
。

ウ　

主
人
は
、
悪
さ
を
し
た
ね
ず
み
に
、
思
い
や
り
の
心
と
道
理
に
か
な
っ
た

態
度
で
接
し
た
の
で
、
ね
ず
み
は
そ
の
後
悪
さ
を
し
な
く
な
っ
た
。

エ　

主
人
は
、
家
臣
た
ち
の
訴う
っ
た

え
に
対
し
て
機
転
の
き
い
た
答
え
方
を
し
た
の

で
、
家
臣
た
ち
は
主
人
の
賢か
し
こ

さ
に
感
心
し
た
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

三み

河か
は

の
国
に
な
に
が
し
と
か
や
（
な
ん
と
い
う
人
で
あ
っ
た
か
）、
鎌か

ま

倉く
ら

に
て
、

客
人
を
得
て
も
て
な
し
、
酒
す
す
む
と
し
け
る
が
、
美
物
を
尋た
づ

ね
む
と
て
下
人
の
男

を
召め

し
て
、
大お

ほ

口ぐ
ち

（
は
か
ま
の
一
種
）
を
ぬ
ぎ
て
、「
こ
れ
を
持
ち
て
町
へ
行
き
て
、

鵠く
ぐ
ひ

（
鳥
の
名
）
に
て
も
雁か
り

に
て
も
と
り
て
ま
ゐ
れ
」
と
仰お
ほ

せ
つ
く
。
町
に
行
き
て
、 

「
鵠
を
買
は
む
」
と
言
へ
ば
、
こ
と
の
ほ
か
に
か
は
り（
代
価
）高
く
し
て
売
ら
ず
。

折
ふ
し
乞こ
つ

食じ
き

法
師
（
物も
の

乞ご

い
を
し
て
歩
く
僧そ
う

）
が
小
地
蔵
を
持
ち
て
乞
食
し
け
る
を

見
て
、「
あ
の
地
蔵
な
ら
ば
、
鵠
一
に
か
へ
な
む
」と
い
ふ
を
聞
き
て
、
も
け
の
事（
思

い
が
け
な
い
耳
よ
り
な
話
）聞
き
つ
と
思
ひ
て
、
乞
食
法
師
を
招
き
よ
せ
て
、「
そ
の

地
蔵
を
迎む
か

へ
む
」
と
言
へ
ば
、「
左さ

右う

な
し
（
承
知
し
た
）」
と
て
大
口
に
か
へ
つ
。

さ
て
、
地
蔵
を
持
ち
て
、「
鵠
に
か
へ
た
ま
へ
」と
言
へ
ば
、
あ
ま
り
に
も
ち
ろ
ん
の

事
に
て
、
と
か
く
の
返
事
に
も
及お
よ

ば
ず
、
笑
ひ
の
の
し
り
け
れ
ば
、
い
か
に
も
す
べ

き
か
た
な
く
し
て
、
地
蔵
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
か
へ
り
け
る
が
、
門
へ
も
入
ら
ず
。

さ
て
先
の
使つ
か
ひ

遅お
そ

し
と
て
、
ま
た
人
を
や
る
。
こ
の
男
、
門
の
か
た
は
ら
に
も
の
思
ひ

姿
に
て
立
ち
た
り
け
り
。「
い
か
に
今
ま
で
ま
ゐ
ら
ぬ
ぞ
」と
言
へ
ど
も
返
事
も
せ
ず
。

主
に
し
か
じ
か
と
申
せ
ば
、「
そ
の
男
具
し
て
（
連
れ
て
）
ま
ゐ
れ
」と
し
か
る
。
さ

て
主
の
前
へ
行
く
。
子し

細さ
い

（
事
情
）
を
問
へ
ば
、
返
事
も
せ
ず
。
ぬ
け
ぬ
け
と
ぞ
見

う
け
る
。「
さ
る
に
て
も
、
い
か
に
美
物
の
あ
り
な
し
も
申
さ
ぬ
ぞ
。」
と
問
へ
ば
、

あ
り
の
ま
ま
に
申
し
け
る
。
あ
ま
り
の
事
に
て
、な
か
な
か
（
か
え
っ
て
）
勘か
ん

当だ
う

（
し

か
る
こ
と
）
に
も
及
ば
ず
。「
そ
の
地
蔵
は
。」
と
て
、
取
り
出
し
て
、「
お
も
し
ろ
し
。

こ
れ
こ
そ
さ
か
な
よ
。」と
て
、
地
蔵
の
頭
を
か
ぶ
り
て
は
飲
み
飲
み
、
腹
の
皮
の
切

る
る
ば
か
り
笑
ひ
て
酒
盛
り
け
る
。 

（
無む

住じ
ゅ
う

『
沙し
ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う

』）

問
一　
「
下
人
の
男
」
の
言
っ
た
言
葉
を
「　
　

」
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
二・
つ・
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 

　

2

①
ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓔ

②

③

問
二　
　
　

線
①
「
美
物
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

う
ま
い
も
の
。

イ　

珍め
ず
ら

し
い
も
の
。

ウ　

美
し
い
も
の
。

エ　

高
価
な
も
の
。 

問
三　
　
　

線
②
「
か
た
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

方
式　
　

イ　

方
針

ウ　

方
向　
　

エ　

方
法 

問
四　
　
　

線
③
「
地
蔵
を
ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
て
か
へ
り
け
る
が
、門
へ
も
入
ら
ず
」

と
同
様
に
、「
下
人
の
男
」の
、
主
人
に
顔
向
け
で
き
な
い
と
い
う
困
り
き
っ
た

様
子
を
描え
が

い
て
い
る
一
文
を
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
初
め
の
三
字
を
書
き
抜ぬ

き

な
さ
い
。 

問
五　
「
下
人
の
男
」の
主
人
は
、
ど
ん
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
か
。
最
も

適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

世せ

間け
ん

体て
い

を
気
に
し
て
陽
気
に
ふ
る
ま
う
が
、
本
当
は
冷れ
い

淡た
ん

で
、
怒お
こ

り
っ
ぽ

い
人
物
。

イ　

口
や
か
ま
し
い
が
、
実
は
気
が
小
さ
く
、
下
人
の
失
敗
を
強
く
し
か
る
こ

と
の
で
き
な
い
人
物
。

ウ　

豪ご
う

胆た
ん

で
、
細
か
い
こ
と
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
な
い
、
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る

人
物
。

エ　

商
売
上
手
で
、
ど
ん
な
事
態
に
も
冷
静
に
対
処
し
、
合
理
的
な
判
断
が
で

き
る
人
物
。
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