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〇
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※
解
答
は
楷
書
で
記
す
こ
と
。
な
お
、
字
体
や
仮
名
遣
い
が
一
般
的
な
も
の
と
大
き
く
異
な
る
場
合
に
は
、
減
点
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

【
問
題
Ⅰ
】（
44
点
）

　
次
に
掲
げ
る
の
は
、
諸
橋
轍
次
が
一
九
六
三
（
昭
和
三
十
八
）
年
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
動
物
か
植
物
か
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。（
問
題
作
成
に
あ
た
っ
て
、
一
部
、
文
字
遣
い
や
文
章
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

　

話
は
少
し
古
い
が
終
戦
の
翌
年
の
春
で
あ
っ
た
と
思
う
。
当
時
は
だ
れ
し
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
よ
も
や
と
思
っ
た
こ
と
が
次
々
に
実
現
し
て
、
東
京
ま

で
が
大
半
廃は
い

墟き
ょ

と
化
し
お
わ
っ
た
。
怏お

う

々お
う

と
し
て
楽
し
ま
ず
、「
ⓐ
国
破
れ
て
山
河
在
り
」
な
ど
と
い
う
詩
句
だ
け
が
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
、
明
け
て
も

暮
れ
て
も
味
気
な
く
、
た
だ
い
た
ず
ら
に
時
局
の
推
移
に
心
を
い
た
ま
し
め
て
い
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
庭
を
散
歩
し
て
ゆ
く
り
な
く
も
足
を
や＊

１

し
お
も

み
じ
の
下
に
と
ど
め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
た
し
か
二
月
の
末
か
三
月
の
初
め
で
あ
っ
た
が
、
天
地
は
冬
枯
れ
の
①
荒
涼
を
極
め
て
い
る
と
の
み
思
い
の
ほ

か
、
ふ
と
見
る
と
枝
と
い
う
枝
に
は
皆
新
し
い
木
の
芽
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
瞬
間
、
ハ
ッ
と
頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
「
天＊
２

地
物
を
生
ず
る

の
気
象
に
観
よ
」
と
い
う
ⓑ
宋
儒
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
を
一
②
ケ
イ
キ
と
し
て
私
の
心
は
明
る
く
な
っ
た
。
㋐
冬
が
過
ぎ
れ
ば
春
が
来
る
。

　

東
洋
の
思
想
形
式
と
西
洋
の
思
想
形
式
と
は
ど
う
違
う
か
。
前
者
は
統
合
的
だ
、
後
者
は
③
ブ
ン
セ
キ
的
だ
。
前
者
は
断
片
的
だ
、
後
者
は
系
統
的
だ
。

前
者
は
精
神
文
化
に
㋑
長
じ
、
後
者
は
物
質
文
明
に
長
ず
る
な
ど
な
ど
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
私
の
近
ご
ろ
考
え
た
こ
と
は
、
西
洋
の
思
想
で
も
東
洋
の

思
想
で
も
、
よ
い
点
は
よ
い
し
、
悪
い
点
は
悪
い
が
、
少
な
く
と
も
西
洋
の
近
代
思
想
の
悪
い
点
と
東
洋
の
上
代
思
想
の
よ
い
点
と
の
違
う
と
こ
ろ
は
、

前
者
が
動
物
の
世
界
を
見
て
イ＊

３

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
立
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
植
物
の
世
界
を
見
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
立
て
て
い
る
点
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

動
物
の
世
界
を
見
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
弱
肉
強
食
だ
、
㋒
鯨
は

を
食
い
殺
す
し
、

は
鯖
・
鰯
を
食
い
殺
す
。
同
じ
鯨
の
中
で
も
適
者
生
存
の
理
法
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を
守
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
同
胞
④
相
食
む
修
羅
場
を
さ
え
現
出
す
る
。
こ
れ
が
動
物
界
の
現
象
を
見
て
知
る
わ
れ
わ
れ
の
現
実
だ
。
わ
れ
わ
れ
日
本

の
国
民
は
前
年
の
失
敗
で
戦
争
の
㋓
惨
禍
に
は
懲
り
懲
り
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
々
の
新
聞
、
ラ
ジ
オ
の
報
道
に
は
必
ず

「
闘
争
、
闘
争
」
の
㋔
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
い
や
な
こ
と
だ
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
悪
い
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
、
要
す
る
に
こ
れ
は
動
物
の
世

界
を
見
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
立
て
て
い
る
西
洋
の
近
代
思
想
の
悪
い
点
を
学
ん
だ
⑤
エ
イ
キ
ョ
ウ
だ
。

　

東
洋
で
は
我
が
国
で
も
中
国
で
も
同
じ
こ
と
だ
が
、
植
物
の
姿
を
見
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
立
て
る
傾
向
が
あ
る
。「
め
ず
る
」
と
い
う
言
葉
は
人
や
物

を
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
め
ぐ
む
」
と
い
う
言
葉
は
同
胞
愛
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
木
の
芽
を
は
ぐ
く
み
育
て
る
原
義
か
ら
で
き
た
言
葉

で
あ
る
。
そ
の
め
ず
る
こ
と
、
め
ぐ
む
こ
と
が
⑥
コ
シ
ョ
ウ
な
く
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
㋕
芽
で
た
い
」
こ
と
に
も
な
り
、「
め
ず
ら
し
い
」
こ
と
に

も
な
る
の
で
あ
る
。

　

ⓒ
孔
子
の
教
え
の
根
本
は
仁
道
の
実
現
に
あ
る
と
い
う
。「
仁
」
に
は
い
ろ
い
ろ
の
説
明
が
あ
る
が
、
要
す
る
に
そ
れ
は
め
ず
る
心
で
あ
り
、
め
ぐ
む

心
の
拡
大
で
あ
る
。
文
字
の
構
成
か
ら
い
え
ば
「
二
人
を
仁
と
為な

す
」
と
い
っ
て
、
人
と
人
と
の
関
係
を
結
ぶ
道
だ
と
い
う
説
明
も
あ
る
が
、
一
面
ま
た

「
仁
」
は
「
植
物
の
種
」
だ
と
も
い
う
。
ア
ン
ズ
の
種
か
ら
作
っ
た
㋖
杏き

ょ
う

仁に
ん

油
の
「
仁
」
な
ど
が
こ
れ
を
示
す
。
そ
の
植
物
の
種
を
い
た
わ
っ
て
育
て

あ
げ
る
の
が
「
仁
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ⓓ
老
子
は
多
く
の
点
で
孔
子
と
教
え
の
立
て
方
を
異
に
し
て
い
る
が
、
終
極
に
お
い
て
は
同
一
に
帰
着
す
る
。

「
我
に
三
宝
有
り
、
持
し
て
之こ

れ

を
保
つ
」
と
い
い
、
そ
の
「
三
宝
」
は
「
一
に
曰
は
く
、
慈じ

」
で
あ
る
と
い
う
。「
慈
」
は
い
つ
く
し
む
こ
と
で
あ
る
。

㋗
文
字
の
構
成
か
ら
い
え
ば
、「
茲じ

」
は
草
木
の
し
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
草
木
を
⑦
繁
茂
せ
し
め
る
そ
の
よ
う
に
人
と
物
と
に
接
し
て
行
く
心
が
す
な
わ

ち
「
慈
」
で
あ
る
。
東
洋
の
二
大
聖
人
と
い
わ
れ
る
孔
子
と
老
子
は
こ
の
よ
う
に
植
物
を
見
て
、
教
え
の
本
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ⓔ
釈
迦
の
こ
と
は

知
ら
な
い
が
、
そ
の
説
く
所
の
「
慈
悲
」
も
恐
ら
く
は
や
は
り
同
じ
点
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

植
物
も
動
物
も
同
じ
自
然
界
の
現
象
だ
。
ど
ち
ら
を
取
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
立
て
て
も
㋘
イ
ギ
は
な
か
ろ
う
が
、
同
じ
こ
と
な
ら
食
う
か
食
わ
れ
る

か
の
修
羅
場
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
よ
り
は
、
す
く
す
く
伸
び
る
春
の
木
の
芽
に
ほ
ほ
え
み
を
浮
か
べ
た
い
も
の
と
思
う
。

　

つ
い
で
な
が
ら
過
日
、
本＊
４

田
正
次
さ
ん
の
「
杉
並
木
と
老
杉
」
と
い
う
随
筆
を
読
ん
だ
。
日
光
杉
並
木
の
杉
の
⑧
ジ
ュ
レ
イ
は
三
百
十
六
年
、
屋
久
島

の
屋
久
杉
に
は
実
測
二
千
年
以
上
の
年
輪
が
あ
っ
た
と
い
う
。
動
物
の
年
長
者
は
象
と
い
え
ど
も
二
百
年
は
生
き
の
び
ま
い
。
動
け
る
動
物
が
夭わ

か

死じ
に

で
、
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動
か
ぬ
植
物
が
長な
が

寿い
き

な
の
は
何
故
だ
ろ
う
。
植
物
を
見
て
い
る
と
ど
う
や
ら
静
者
の
楽
し
み
も
少
し
は
わ
か
る
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
。

 

（『
諸
橋
轍
次
著
作
集
第
十
巻
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
七
年
に
よ
る
）

＊
１　

や
し
お
も
み
じ　

も
み
じ
の
一
品
種
。

＊
２　

天
地
物
を
生
ず
る
の
気
象
に
観
よ　

『
近
思
録
』
の
こ
と
ば
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
み
出
す
自
然
界
の
は
た
ら
き
に
注
意
せ
よ
、
と
い
う
意
味
。

＊
３　

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
立
て
て
い
る　

考
え
方
を
組
み
立
て
て
い
る
。

＊
４　

本
田
正
次　

ほ
ん
だ
ま
さ
じ
（
一
八
八
七
〜
一
九
八
四
）。
植
物
学
者
。

問
１　

傍
線
部
①
〜
⑧
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
そ
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
各
２
点
）

問
２　

波
線
部
ⓐ
「
国
破
れ
て
山
河
在
り
」
は
、
中
国
の
有
名
な
詩
人
の
一
句
で
あ
る
。
そ
の
詩
人
の
名
前
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
２
点
）

ア　

陶
淵
明　
　
　

イ　

白
楽
天　
　
　

ウ　

杜
甫　
　
　

エ　

李
白

問
３　

波
線
部
ⓑ
「
宋
儒
」
と
は
、
宋
王
朝
の
時
代
の
儒
学
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
王
朝
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

科
挙
に
合
格
し
た
士
大
夫
た
ち
が
、
政
治
・
文
化
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
。

イ　

経
済
活
動
が
盛
ん
に
な
り
、
商
業
出
版
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ　

庶
民
の
間
で
講
談
が
流
行
し
、
後
の
時
代
の
口
語
小
説
を
生
む
も
と
と
な
っ
た
。

エ　

襄
じ
ょ
う

公
が
敵
に
情
け
を
か
け
た
た
め
に
戦
い
に
敗
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
衰
退
し
た
。
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問
４　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
二
重
傍
線
部
㋐
「
冬
が
過
ぎ
れ
ば
春
が
来
る
」
と
よ
く
似
た
意
味
を
表
す
四
字
熟
語
で
あ
る
。
空
欄
に
入
る
漢
字
一
文
字
を

書
き
な
さ
い
。（
２
点
）

﹇　

一
陽
来
□　

﹈

問
５　

二
重
傍
線
部
㋑
「
長
じ
」
と
同
じ
意
味
で
「
長
」
が
使
わ
れ
て
い
る
熟
語
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

成
長　
　
　

イ　

特
長　
　
　

ウ　

年
長　
　
　

エ　

冗
長

問
６　

二
重
傍
線
部
㋒
「
鯨
は

を
食
い
殺
す
し
、

は
鯖
・
鰯
を
食
い
殺
す
」
に
出
て
来
る
「
魚
へ
ん
」
の
漢
字
の
中
に
は
、
一
つ
だ
け
国
字
（
漢
字

に
倣
っ
て
日
本
で
作
ら
れ
た
字
）
が
あ
る
。
そ
の
漢
字
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
２
点
）

問
７　

二
重
傍
線
部
㋓
「
惨
禍
」
に
つ
い
て
、「
惨
」
の
部
首
「
忄
」
の
名
称
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
２
点
）

問
８　

二
重
傍
線
部
㋔
「
声
」
の
旧
字
体
は
「
聲
」
で
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
旧
字
体
の
一
部
分
が
そ
の
ま
ま
独
立
す
る
形
で
新
字
体
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
は
、
次
の
う
ち
ど
れ
か
。
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

円　
　
　

イ　

旧　
　
　

ウ　

医　
　
　

エ　

点
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問
９　

二
重
傍
線
部
㋕
「
芽
で
た
い
」
と
あ
る
が
、
下
に
掲
げ
る
の
は
『
大
漢
和
辞
典
』
の
字
訓
索
引
の

「
め
で
た
い
」
の
項
目
で
あ
る
（
漢
字
の
下
の
漢
数
字
は
、
巻
数
と
頁
数
）。
空
欄
に
入
る
漢
字
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

令　
　
　

イ　

美　
　
　

ウ　

瑞　
　
　

エ　

歓

問
10　

波
線
部
ⓒ
「
孔
子
の
教
え
」
と
あ
る
が
、
孔
子
の
教
え
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
「
仁
」
以
外
に
漢

字
を
一
字
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
漢
字
に
な
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

礼　
　
　

イ　

愛　
　
　

ウ　

法　
　
　

エ　

無

問
11　

二
重
傍
線
部
㋖
「
杏
仁
」
は
、「
あ
ん
に
ん
」
と
読
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。「
杏
」
を
「
あ
ん
」
と
読
む
読
み
方
は
、
次
の
う
ち
、
ど
の
音
読
み
に

該
当
す
る
か
。
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

呉
音　
　
　

イ　

漢
音　
　
　

ウ　

唐
音　
　
　

エ　

慣
用
音

問
12　

波
線
部
ⓓ
「
老
子
」
に
関
係
の
深
い
こ
と
ば
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

学
問
に
王
道
な
し
。　
　
　
　
　
　

イ　

学
は
も
っ
て
や
む
べ
か
ら
ず
。

ウ　

十
有
五
に
し
て
学
を
志
す
。　
　
　

エ　

学
を
絶
て
ば
憂
い
な
し
。

問
13　

二
重
傍
線
部
㋗
「
文
字
の
構
成
か
ら
い
え
ば
、「
茲
」
は
草
木
の
し
げ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
常
用
漢
字
の
中
で
構
成
要
素
に
「
茲
」
を

含
む
、「
慈
」
以
外
の
漢
字
を
一
つ
書
き
な
さ
い
。（
２
点
）
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問
14　

波
線
部
ⓔ
「
釈
迦
」
が
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

天
上
天
下
、
唯
我
独
尊　
　
　

イ　

色
即
是
空
、
空
即
是
色

ウ　

南
無
妙
法
蓮
華
経　
　
　
　
　

エ　

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提

問
15　

次
の
ア
〜
エ
の
傍
線
部
の
「
イ
ギ
」
の
う
ち
、
二
重
傍
線
部
㋘
「
イ
ギ
」
と
同
じ
漢
字
で
書
き
表
さ
れ
る
も
の
は
ど
れ
か
。
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

あ
の
人
は
い
つ
も
自
信
な
さ
げ
で
、
社
長
ら
し
い
イ
ギ
が
な
い
。

イ　

つ
ま
ら
な
い
伝
統
を
守
り
続
け
る
こ
と
に
は
、
た
い
し
た
イ
ギ
は
な
い
。

ウ　

こ
の
こ
と
ば
の
意
味
は
一
つ
だ
け
で
、
ほ
か
に
イ
ギ
は
な
い
。

エ　

こ
の
提
案
に
は
大
賛
成
で
は
な
い
が
、
別
に
イ
ギ
も
な
い
。
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【
問
題
Ⅱ
】（
20
点
）

　
漢
語
の
意
味
に
注
意
し
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　

傍
線
部
の
一
字
を
正
し
い
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。（
各
２
点
）

〔
解
答
例
〕
吟
行
に
は
才
時
記
が
欠
か
せ
な
い
。　
　

才 

↓ 

歳

①
年
小
の
友
人
は
な
か
な
か
得
が
た
い
も
の
だ
。

②
封
書
の
宛
名
の
わ
き
に
新
展
と
記
さ
れ
て
い
た
。

③
い
つ
も
同
じ
失
敗
ば
か
り
で
、
自
己
嫌
汚
に
陥
る
。

④
自
作
に
対
す
る
批
評
を
虚
心
胆
懐
に
受
け
と
め
る
の
は
難
し
い
。

⑤
善
玉
が
栄
え
、
悪
玉
が
滅
び
る
と
い
う
道
徳
観
を
勧
善
徴
悪
と
い
う
。

問
２　

次
の
歴
史
書
を
成
立
の
早
い
順
に
並
べ
直
し
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
完
答
６
点
）

ア　

『
史
記
』　　
　

イ　

『
十
八
史
略
』

ウ　

『
漢か

ん

書じ
ょ

』

エ　

『
資し

治じ

通つ

鑑が
ん

』

オ　

『
春
秋
』

カ　

『
日
本
外
史
』
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問
３　

次
の
語
と
関
係
の
深
い
も
の
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
正
し
く
な
い
も
の
を
次
の
ア
〜
キ
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
各
２
点
）

ア　

一
字
千
金　

―　
呂り

ょ

不ふ

韋い

イ　

二
十
四
孝　

―　
舜し

ゅ
ん、

曽そ
う

子し

、
閔び

ん

子し

騫け
ん

、
子し

路ろ

な
ど

ウ　

孟も
う

母ぼ

三さ
ん

遷せ
ん　

―　
孟
子
の
母
が
、
孟
子
の
教
育
の
た
め
に
住
居
を
何
度
も
移
し
た
と
い
う
故
事

エ　

四し

面め
ん

楚そ

歌か　

―　
関
羽

オ　

五
経　

―　
『
易
経
』、『
書
経
』、『
詩
経
』、『
礼ら

い

記き

』、『
春
秋
』

カ　

六り
っ

花か

（
六む

つ
の
花
）　

―　
霰あ

ら
れ

キ　

戦
国
の
七
雄　

―　
秦し

ん

、
燕え
ん

、
斉せ
い

、
楚そ

、
韓か
ん

、
魏ぎ

、
趙ち
ょ
うの
七
国
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【
問
題
Ⅲ
】（
15
点
）

　
国
字
（
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
字
）・
国
訓
（
日
本
で
生
じ
た
字
義
）
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　

次
の
字
は
、「
し
つ
け
」
と
い
う
語
を
書
き
表
す
た
め
に
日
本
で
江
戸
時
代
前
後
に
作
ら
れ
、
使
わ
れ
て
い
た
漢
字
（
国
字
）
で
あ
る
。

﹇　

　

﹈

（
１
）
こ
の
字
の
造
字
法
を
次
の
四
つ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ａ　

象
形　
　
　

ｂ　

指
事　
　
　

ｃ　

会
意　
　
　

ｄ　

形
声

（
２
）
こ
の
字
と
同
じ
読
み
を
持
つ
国
字
を
一
字
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）

問
２　

次
の
字
は
、『
大
漢
和
辞
典
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
国
字
で
あ
る
。
送
り
が
な
「
る
」
を
加
え
て
何
と
読
む
か
。（
２
点
）

﹇　

毟　

﹈

問
３　

「
鷸い
つ

蚌ぼ
う

の
争
い
」
や
「
漁
父
の
利
」
の
故
事
に
登
場
す
る
「
鷸
」
は
漢
字
で
あ
る
が
、
同
じ
鳥
の
名
を
書
き
表
す
国
字
を
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）

問
４　

次
の
四
字
の
中
に
、
国
訓
（
日
本
で
生
み
出
さ
れ
た
字
義
）
を
も
つ
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。

﹇　

埴　
　

塒　
　

塙　
　

培　

﹈

（
１
）
そ
の
字
を
選
び
、
そ
の
国
訓
と
し
て
の
訓
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
２
点
）

（
２
）
そ
の
字
の
訓
読
み
と
反
対
の
意
味
を
も
つ
国
字
を
一
字
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）
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【
問
題
Ⅳ
】（
15
点
）

　
漢
字
の
形
・
音
・
義
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　

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

　

〈
の
む
〉
と
い
う
意
味
の
「
呑ド

ン

」
と
い
う
字
は
、
現
代
日
本
で
は
「
夭ヨ

ウ

」
と
「
口
」
と
を
構
成
要
素
と
し
た
形
で
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
最

古
の
漢
字
字
典
『【　

Ａ　

】』（
漢
・
許
慎
、
一
〇
〇
年
）
で
は
、「
从
口
【　

Ｂ　

】
声
」（
字
の
意
味
や
領
域
を
表
す
の
が
「
口
」
で
あ
り
、
発

音
を
表
す
の
が
「【　

Ｂ　

】」
で
あ
る
）
と
説
明
さ
れ
る
【　

Ｃ　

】
文
字
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、「
夭
」
に
「
口
」
と
書
く
の
は

誤
り
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
１
）　

【　

Ａ　

】
に
入
る
書
名
を
漢
字
四
文
字
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

（
２
）　

【　

Ｂ　

】
に
入
る
字
を
漢
字
一
文
字
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

（
３
）　

【　

Ｃ　

】
に
入
る
語
句
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

ア　

象
形　
　
　

イ　

指
事　
　
　

ウ　

会
意　
　
　

エ　

形
声　
　
　

オ　

転
注　
　
　

カ　

仮
借

問
２　

〈
入
り
混
じ
っ
て
区
別
が
は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
〉
を
表
す
「
混
沌
」
と
い
う
言
葉
は
、「
渾
沌
」
や
「
渾
敦
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

字じ

面づ
ら

が
語
義
に
か
か
わ
ら
な
い
と
さ
れ
る
言
葉
で
、
二
文
字
で
構
成
さ
れ
る
も
の
を
連
綿
語
と
い
う
。
次
に
挙
げ
る
語
の
中
か
ら
、
一
般
に
連
綿
語
と

み
な
さ
れ
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

ア　

簡
単　
　
　

イ　

徘
徊　
　
　

ウ　

猶
予　
　
　

エ　

齷
齪　
　
　

オ　

磊
落　
　
　

カ　

倉
卒
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問
３　

日
本
漢
字
音
に
は
、
大
き
く
三
系
統
（
呉
音
・
漢
音
・
唐
音
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
伝
来
元
で
あ
る
中
国
に
お
い
て
、
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
異

な
る
発
音
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
次
の
選
択
肢
の
中
で
、
漢
音
で
あ
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

ア　

男　

ナ
ン　
　
　

イ　

万　

マ
ン　
　
　

ウ　

強　

キ
ョ
ウ　
　
　

エ　

日　

ニ
チ　
　
　

オ　

女　

ニ
ョ　
　
　

カ　

色　

シ
キ

【
問
題
Ⅴ
】（
６
点
）

　
諸
橋
轍
次
の
生
涯
や
業
績
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　

諸
橋
轍
次
は
「
学
窓
の
思
い
出
」
と
い
う
文
章
の
中
で
自
分
が
勉
強
を
始
め
た
こ
ろ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
空
欄
に
入

る
漢
字
一
字
を
書
き
な
さ
い
。

「
こ
ど
も
の
時
分
の
最
初
の
記
憶
は
、
私
が
五
歳
の
と
き
に
父
か
ら
『（　
　
　

）
字
経
』
を
習
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。（　
　
　

）
字
経
。
人
の

初
め
。
性
は
本
善
。
性
は
相
近
し
。
習
は
相
遠
し
。
…
…
…
」（
３
点
）

問
２　

諸
橋
轍
次
は
、
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
中
国
留
学
か
ら
帰
国
す
る
と
、
留
学
を
支
援
し
て
く
れ
た
岩
崎
小
弥
太
（
三
菱
第
四
代
社
長
）
か
ら
、

岩
崎
の
父
弥
之
助
が
創
設
し
自
ら
も
拡
充
に
努
め
た
図
書
館
の
文
庫
長
に
委
嘱
さ
れ
ま
す
。
以
来
諸
橋
が
三
十
五
年
間
文
庫
長
を
務
め
、
現
在
も
多
く

の
研
究
者
が
利
用
し
て
い
る
古
典
籍
（
漢
籍
・
和
書
）
の
収
蔵
で
著
名
な
図
書
館
の
名
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

ア　

足
利
文
庫　
　
　

イ　

静
嘉
堂
文
庫　
　
　

ウ　

金
沢
文
庫


