
 

二
〇
二
三
年 

神
戸
大
本
番
レ
ベ
ル
模
試 

国
語 

解
答
・
解
説
・
採
点
基
準 

全
３
問 

１
０
０
分 

１
５
０
点
満
点 

一
（
８
０
点
） 

〈
現
代
文 

安
藤
礼
二
「
『
東
方
哲
学
』
の
樹
立
に
向
け
て
」
〉 

解
答 

問
一 

折
口
に
と
っ
て
「
古
代
」
と
は
、
そ
こ
で
始
原
の
時
間
と
空
間
が
再
生
さ
れ
る
眼
前
の
場
で
あ
り
、

今
も
修
験
の
徒
に
よ
り
伝
統
的
な
芸
能
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
祝
祭
の
場
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
。
（
八
〇
字
） 

 

問
二 

汚
れ
た
人
間
的
な
「
心
」
を
洗
い
清
め
て
覚
り
の
境
地
に
到
達
す
る
こ
と
で
、
全
て
の
人
間
が
超
人

的
な
意
識
を
持
つ
無
限
の
存
在
と
し
て
の
如
来
と
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
「
如
来
蔵
」

の
哲
学
。
（
八
〇
字
） 

 

問
三 

超
人
間
的
な
如
来
と
し
て
の
「
意
識
」
は
人
間
的
な
「
心
」
の
奥
底
に
開
か
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
を

清
め
無
化
す
る
こ
と
で
出
現
す
る
、
消
滅
の
「
空
」
で
は
な
い
生
成
の
「
空
」
こ
そ
が
始
ま
り
と
な

る
か
ら
。
（
八
〇
字
） 

 

問
四 

一
切
の
有
限
な
存
在
が
森
羅
万
象
を
生
成
す
る
無
限
な
存
在
へ
と
至
り
う
る
と
説
く
「
如
来
蔵
」
の

真
理
を
、
鈴
木
大
拙
は
仏
教
的
「
霊
性
」
、
折
口
信
夫
は
神
道
的
「
憑
依
」
に
結
び
つ
け
、
両
者
が
重

な
り
合
う
地
点
に
立
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
起
源
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
「
憑
依
」
を
位
置
づ
け

た
井
筒
俊
彦
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
イ
デ
ア
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
を
そ
れ
と
等
置
し
て
「
東
方
哲
学
」
と

し
て
総
合
し
た
。
（
一
六
〇
字
） 

 

問
五 

⒜ 

果
敢 

⒝ 

鍛 

⒞ 

潮
流 

⒟ 

膨
大
（
厖
大
・
尨
大
） 

⒠ 

陶
酔 

 



 

採
点
基
準 

▼ 

採
点
に
際
し
て
は
、
必
ず
解
説
を
参
照
し
て
、
許
容
さ
れ
る
解
答
を
確
認
す
る
こ
と
。 

▼ 

小
問
ご
と
に
、
加
点
法
・
減
点
法
併
用
で
採
点
す
る
。
０
点
以
下
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
問
は
０
点
と
す

る
。 

▼ 

「
Ｘ
と
い
う
内
容
（
？
点
）
」
の
項
目
は
、
答
案
全
体
が
ど
の
よ
う
な
文
章
構
成
で
あ
る
か
に
関
わ
ら

ず
、
答
案
の
一
部
に
要
素
Ｘ
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。 

▼ 

「
Ｘ
１
と
Ｘ
２
が
Ｙ
と
い
う
論
理
関
係
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
？
点
減
点
」
の
項
目
は
、
要
素
Ｘ
１
と

Ｘ
２
が
両
方
と
も
揃
っ
て
い
る
答
案
だ
け
を
判
断
の
対
象
に
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｘ
１
と
Ｘ
２
の
い
ず
れ
か

で
も
欠
け
て
い
る
場
合
は
、
Ｙ
に
つ
い
て
の
減
点
は
し
な
い
（
Ｙ
の
欠
け
に
よ
っ
て
失
点
し
て
い
る
の

で
、
さ
ら
に
減
点
す
る
必
要
は
な
い
）
。 

▼ 

各
々
の
採
点
項
目
に
つ
い
て
、
マ
ル
か
バ
ツ
か
の
二
択
で
判
断
す
る
こ
と
。
誤
字
脱
字
以
外
の
部
分
点
は

原
則
と
し
て
認
め
な
い
。 

 

問
一 

１
４
点
満
点 

１
．
「
始
原
の
時
間
と
空
間
が
再
生
さ
れ
る
」
と
い
う
内
容
（
４
点
） 

＊ 

ほ
ぼ
本
文
の
記
述
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。 

＊ 

「
時
間
」「
空
間
」
の
い
ず
れ
か
を
欠
く
な
ど
、
説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
２
点
と
す

る
。 

２
．
「
眼
前
の
場
で
あ
り
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

本
文
の
「
い
ま
こ
こ
で
」
に
対
応
す
る
説
明
。「
い
ま
こ
こ
（
で
）
」
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
て
も
可
。 

３
．
「
修
験
の
徒
に
よ
り
伝
統
的
な
芸
能
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
内
容
（
４
点
） 

＊ 

「
修
験
（
の
徒
）
」「
伝
統
的
」「
芸
能
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
。
そ
れ
ぞ
れ
２
点
、
１
点
、
１
点
と
し
て
加
点

し
て
い
く
。 

４
．
「
祝
祭
の
場
そ
の
も
の
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

折
口
に
と
っ
て
は
「
芸
能
」
の
演
じ
ら
れ
る
「
祝
祭
の
場
」
に
「
古
代
」
が
あ
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
読
み
取
れ
れ
ば
可
。 

＊ 

原
則
的
な
文
末
形
式
は
「…

こ
と
」
で
あ
る
が
、
答
案
全
体
が
折
口
信
夫
に
と
っ
て
の
「
古
代
」
の
意
味

の
説
明
に
な
っ
て
い
る
な
ら
許
容
。 

＊ 

三
九
字
以
下
の
も
の
は
全
体
不
可
。 

 

問
二 

１
４
点
満
点 

１
．
「
汚
れ
た
人
間
的
な
「
心
」
を
洗
い
清
め
て
」
と
い
う
内
容
（
２
点
） 

＊ 

本
文
は
「
人
間
的
な
汚
れ
に
染
ま
っ
た
「
心
」
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ま
ま
で
も
よ
い
。 

２
．
「
覚
り
の
境
地
に
到
達
す
る
」
と
い
う
内
容
（
２
点
） 



 

＊ 

「…

に
到
達
す
る
」
は
「…

に
達
す
る
・
至
る
」
「…

を
得
る
・
獲
得
す
る
」
な
ど
で
も
可
。 

３
．
「
全
て
の
人
間
が
」
と
い
う
内
容
（
２
点
） 

＊ 

示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
判
定
。 

４
．
「
超
人
的
な
意
識
を
持
つ
無
限
の
存
在
と
し
て
の
如
来
と
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
」
と
い
う
内
容
（
６

点
） 

＊ 

目
安
は
「
超
人
的
な
意
識
を
持
つ
」「
無
限
の
存
在
」「
如
来
と
な
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
」
を
各
２

点
と
し
て
加
点
す
る
。 

５
．
「
「
如
来
蔵
」
の
哲
学
」
と
い
う
内
容
（
２
点
） 

＊ 

示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
判
定
。 

＊ 

「
認
識
の
基
盤
」
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
れ
ば
、
「…

も
の
・
こ
と
・
哲
学
」
な
ど
許
容
。
文

末
形
式
が
不
適
切
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
１
点
減
点
。 

＊ 

三
九
字
以
下
の
も
の
は
全
体
不
可
。 

 

問
三 

１
４
点
満
点 

１
．
「
超
人
間
的
な
如
来
と
し
て
の
「
意
識
」
は
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

如
来
の
「
意
識
」
が
超
人
間
的
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

＊ 

説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
１
点
と
す
る
。 

２
．
「
人
間
的
な
「
心
」
の
奥
底
に
開
か
れ
る
」
と
い
う
内
容
（
４
点
） 

＊ 

説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

３
．
「
そ
れ
を
清
め
無
化
す
る
こ
と
で
出
現
す
る
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

「
清
め
」
と
「
無
化
」
の
い
ず
れ
か
一
つ
だ
け
の
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

４
．
「
消
滅
の
「
空
」
で
は
な
い
生
成
の
「
空
」
こ
そ
が
始
ま
り
と
な
る
」
と
い
う
内
容
（
４
点
） 

＊ 

説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

＊ 

「…

の
で
・
か
ら
」
「…

と
い
う
理
由
（
に
よ
る
）
」
な
ど
理
由
説
明
の
文
末
形
式
に
な
っ
て
い
れ
ば
よ
い
。

不
適
切
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
１
点
減
点
。 

＊ 

三
九
字
以
下
の
も
の
は
全
体
不
可
。 

 

問
四 

２
８
点
満
点 

１
．
「
一
切
の
有
限
な
存
在
が
森
羅
万
象
を
生
成
す
る
無
限
な
存
在
へ
と
至
り
う
る
と
説
く
」
と
い
う
内
容
（
５

点
） 

＊ 

説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

２
．
「
「
如
来
蔵
」
の
真
理
」
と
い
う
内
容
（
２
点
） 

＊ 

「
如
来
蔵
」
と
い
う
語
は
必
須
。 

＊ 

「
真
理
」
は
「
哲
学
・
教
え
・
考
え
方
」
な
ど
で
も
可
。 

３
．
「
鈴
木
大
拙
は
仏
教
的
「
霊
性
」
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

「
仏
教
的
」
が
な
け
れ
ば
２
点
。 



 
４
．
「
折
口
信
夫
は
神
道
的
「
憑
依
」
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 
「
神
道
的
」
が
な
け
れ
ば
２
点
。 

５
．
「
両
者
が
重
な
り
合
う
地
点
に
立
っ
て
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

井
筒
俊
彦
の
思
想
が
、
鈴
木
大
拙
と
折
口
信
夫
の
思
想
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
れ
ば
よ
い
。 

６
．
「
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
起
源
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
「
憑
依
」
を
位
置
づ
け
た
井
筒
俊
彦
」
と
い
う
内
容
（
５

点
） 

＊ 

「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
」
と
い
う
語
が
な
け
れ
ば
３
点
。 

＊ 

説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

７
．
「
ギ
リ
シ
ア
の
イ
デ
ア
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
を
そ
れ
と
等
置
し
て
」
と
い
う
内
容
（
４
点
） 

＊ 

「
等
値
し
て
」
は
「
等
し
い
も
の
と
し
て
」
「
同
等
の
も
の
と
し
て
」
な
ど
で
も
可
。 

８
．
「
「
東
方
哲
学
」
と
し
て
総
合
し
た
」
と
い
う
内
容
（
３
点
） 

＊ 

「
東
方
哲
学
」
と
い
う
語
が
な
け
れ
ば
０
点
。 

＊ 

文
末
表
現
は
、
答
案
が
設
問
の
要
求
に
見
合
っ
た
説
明
の
形
に
な
っ
て
い
れ
ば
許
容
。 

＊ 

七
九
字
以
下
の
も
の
は
全
体
不
可
。 

 

問
五 

各
２
点 

計
１
０
点 

⒜
果
敢 

⒝
鍛 

⒞
潮
流 

⒟
膨
大
（
厖
大
・
尨
大
） 

⒠
陶
酔 

＊ 

部
分
点
な
し
。 

 
 



 
二
（
４
０
点
） 

〈
古
文 
鴨
長
明
『
無
名
抄
』
〉 

解
答 

問
一 

① 

当
然
の
こ
と
だ
け
れ
ど 

 

② 

世
に
そ
の
名
が
知
れ
渡
っ
て
い
る
の
に 

 

③ 

必
ず
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
お
聞
き
く
だ
さ
い 

 

問
二 

ａ 

 

問
三 

田
を
作
る
の
に
、
草
を
苅
り
取
っ
て
土
に
混
ぜ
込
む
と
稲
が
よ
く
実
る
と
い
っ
て
、
名
高
い
山
吹
を

苅
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
（
五
〇
字
） 

 

問
四 

す
ぐ
さ
ま
行
動
に
移
し
た
登
蓮
に
比
べ
、
自
分
は
年
老
い
て
足
が
不
自
由
な
の
を
理
由
に
、
話
に
聞

い
た
井
手
の
蛙
の
声
を
聞
き
に
出
か
け
な
い
ま
ま
三
年
を
過
ご
す
ほ
ど
、
風
流
心
が
衰
え
て
い
る
か

ら
。
（
七
八
字
） 

 

問
五 

ハ 

  
 



 

採
点
基
準 

▼ 

採
点
に
際
し
て
は
、
必
ず
解
説
を
参
照
し
て
、
許
容
さ
れ
る
解
答
を
確
認
す
る
こ
と
。 

▼ 

小
問
ご
と
に
、
減
点
法
で
採
点
す
る
。
０
点
以
下
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
問
は
０
点
と
す
る
。 

 

問
一 

各
３
点
満
点 
計
９
点
満
点 

① 

３
点
満
点 

１
．
「
こ
と
わ
り
な
れ
」
を
「
当
然
の
こ
と
だ
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

同
意
例
：
「
当
然
だ
・
も
っ
と
も
だ
・
道
理
だ
・
当
た
り
前
だ
」
な
ど
常
識
的
範
囲
内
な
こ
と
が
わ
か

れ
ば
可
。 

２
．
「
ど
」
を
「
け
れ
ど
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

逆
接
の
接
続
助
詞…

同
意
例
：
「
が
・
け
れ
ど
も
・
の
に
・
も
の
の
」
な
ど 

＊ 

真
逆
の
意
味
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
余
計
な
言
葉
が
あ
っ
て
も
不
問
。 

＊ 

字
数
制
限
無
し
。
文
末
表
現
・
句
読
点
は
不
問
。 

 

② 

３
点
満
点 

１
．
「
名
に
流
れ
」
を
「
世
に
そ
の
名
が
知
れ
渡
る
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

同
意
例
：「
（
世
間
で
）
名
声
が
広
ま
る
・
有
名
で
あ
る
・
評
判
で
あ
る
・
名
が
知
れ
る
・
評
判
が
広
ま

る
」
な
ど 

２
．
「
た
る
」
を
「
て
い
る
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

存
続
の
助
動
詞…

同
意
例
：
「
て
あ
る
」
な
ど 

＊ 

完
了
「
〜
た
・
て
し
ま
う
」
は
１
点
減
点
と
す
る
。
な
お
、
次
項
に
あ
る
採
点
基
準
：
「
を
」
を
格
助

詞
「
〜
を
」
の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
場
合
、
「
〜
た
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
許
容
す
る
。 

３
．
「
を
」
を
「
の
に
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

逆
接
の
確
定
条
件…

同
意
例
：
「
が
・
け
れ
ど
も
・
の
に
・
も
の
の
」
な
ど 

＊ 

格
助
詞
「
〜
を
」
の
意
味
で
解
釈
し
て
も
可
。
こ
の
場
合
、
前
項
に
付
記
し
た
採
点
基
準
を
確
認
す
る

こ
と
。 

＊ 

真
逆
の
意
味
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
余
計
な
言
葉
が
あ
っ
て
も
不
問
。 

＊ 

字
数
制
限
無
し
。
文
末
表
現
・
句
読
点
は
不
問
。 

 

③ 

３
点
満
点 

１
．
「
お
は
し
」
を
「
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
お
い
で
に
な
る
」
で
も
可
。 

２
．
「
て
」
を
「
〜
し
て
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
〜
し
て
、
そ
れ
か
ら…

」
の
意
が
読
み
取
れ
れ
ば
可
。 



 
３
．
「
必
ず
〜
聞
き
給
へ
」
を
「
必
ず
〜
お
聞
き
く
だ
さ
い
」
の
意
味
に
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 
「
給
へ
」
を
「
尊
敬
」
の
意
で
訳
せ
て
い
る
か
を
見
る
。 

＊ 

「
必
ず
」
の
要
素
が
抜
け
て
い
る
場
合
は
不
可
。 

＊ 

「
お
聞
き
な
さ
い
」
「
聞
き
な
さ
い
」
「
聞
き
な
さ
れ
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。 

＊ 

真
逆
の
意
味
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
余
計
な
言
葉
が
あ
っ
て
も
不
問
。 

＊ 

字
数
制
限
無
し
。
文
末
表
現
・
句
読
点
は
不
問
。 

 

問
二 

５
点 

＊ 

部
分
点
な
し
。 

 

問
三 

１
２
点
満
点 

１
．
農
法
の
説
明
と
し
て
「
草
を
土
に
混
ぜ
込
む
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

２
．
農
法
の
利
点
と
し
て
「
稲
が
よ
く
実
る
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

「
稲
の
成
長
に
良
い
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。
こ
の
農
法
を
す
る
の
が
「
良
い
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

場
合
、
１
点
減
点
と
す
る
。 

３
．
「
名
高
い
山
吹
を
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

「
名
高
い
」
は
「
有
名
な
・
評
判
の
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。 

＊ 

「
名
高
い
」
の
要
素
が
な
け
れ
ば
１
点
減
点
。
「
山
吹
」
の
要
素
が
な
け
れ
ば
２
点
減
点
。 

４
．
「
（
３
を
）
苅
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

真
逆
の
意
味
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
余
計
な
言
葉
が
あ
っ
て
も
不
問
。 

＊ 

文
末
表
現
が
「
〜
こ
と
・
〜
こ
と
を
言
っ
て
い
る
」
な
ど
で
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

 

問
四 

１
２
点
満
点 

１
．
「
登
蓮
は
す
ぐ
さ
ま
行
動
に
移
し
た
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

「
登
蓮
」
は
「
登
蓮
法
師
」
で
も
可
。
こ
の
要
素
が
な
け
れ
ば
１
点
減
点
。 

＊ 

「
す
ぐ
さ
ま
行
動
に
移
し
た
」
は
「
急
い
で
出
て
行
っ
た
」
こ
と
が
読
み
取
れ
れ
ば
可
。「
雨
の
降
る
中
、

急
い
で
出
て
行
っ
た
」「
急
い
で
（
ま
す
ほ
の
薄
の
詳
細
を
知
る
）
聖
に
会
い
に
出
て
行
っ
た
」
の
よ

う
に
具
体
化
し
て
も
可
。 

＊ 

「
急
い
で
・
す
ぐ
さ
ま
」
の
要
素
が
な
い
場
合
、
１
点
減
点
。 

２
．
「
話
に
聞
い
た
井
手
の
蛙
の
声
を
聞
き
に
出
か
け
な
い
ま
ま
三
年
を
過
ご
す
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、

４
点
減
点
。 

＊ 

「
歌
に
よ
く
詠
ま
れ
る
「
井
手
の
蛙
」
の
声
が
、
し
み
じ
み
と
風
情
が
あ
る
こ
と
を
聞
い
て
（
筆
者
は
）

興
味
を
覚
え
て
い
た
の
に
、
井
手
を
訪
れ
る
こ
と
を
果
た
さ
な
い
ま
ま
三
年
も
経
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
い
う
内
容
を
表
現
で
き
て
い
る
か
を
見
る
。 

＊ 

「
話
に
聞
い
た
」
は
「
噂
に
聞
い
て
い
た
」「
耳
に
し
た
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。
こ
の
要
素
が
な
い
場

合
、
１
点
減
点
と
す
る
。 



 

＊ 

「
井
手
の
蛙
」
に
つ
い
て
の
明
示
が
な
い
場
合
、
１
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 
「
聞
き
に
出
か
け
な
い
ま
ま
」
は
「
井
手
を
訪
れ
な
い
ま
ま
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。
こ
の
要
素
が
な

い
場
合
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
三
年
を
過
ご
す
」
は
「
三
年
経
っ
た
」「
三
年
も
経
っ
て
し
ま
っ
た
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。
こ
の
要

素
が
な
い
場
合
、
１
点
減
点
と
す
る
。 

３
．
「
年
老
い
て
足
が
不
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

「
年
も
と
り
、
歩
く
の
も
ま
ま
な
ら
な
い
」
と
い
う
内
容
が
読
み
取
れ
れ
ば
可
。 

＊ 

「
年
老
い
て
」
は
「
年
を
と
っ
て
」
「
年
も
と
り
」
「
高
齢
に
な
り
」
の
よ
う
な
表
現
も
可
。 

＊ 

「
足
が
不
自
由
」
は
「
歩
く
の
が
ま
ま
な
ら
な
い
」「
歩
行
が
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
」「
歩
行
が
困
難
」

の
よ
う
な
表
現
も
可
。 

＊ 

「
年
老
い
て
い
る
」
「
足
が
不
自
由
」
の
い
ず
れ
か
片
方
が
欠
け
て
い
る
場
合
、
１
点
減
点
と
す
る
。 

４
．
「
筆
者
は
登
蓮
に
比
べ
て
風
流
心
が
衰
え
て
い
る
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

「
風
雅
や
情
趣
を
求
め
る
心
」
が
「
衰
え
て
希
薄
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
が
読
み
取
れ
れ
ば
、
他
の
表

現
も
許
容
す
る
。
こ
の
要
素
が
な
け
れ
ば
不
可
。 

＊ 

「
登
蓮
に
比
べ
て
」
の
内
容
が
読
み
取
れ
な
い
場
合
、
１
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 

理
由
を
答
え
る
結
び
方
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

 

問
五 

２
点 

＊ 

部
分
点
な
し
。 

 
 



 
三
（
３
０
点
） 

〈
漢
文 
『
韓
非
子
』
「
喩
老
編
」
〉 

解
答 

問
一 

① 

と 

 
 

② 

こ
た
え
（
へ
）
て 

 

③ 

お
よ
そ 

 

④ 

ゆ
え
（
ゑ
）
ん 

 

問
二 

お
く
る
れ
ば
す
な
わ
（
は
）
ち
し
ん
に
お
よ
ば
ん
と
ほ
っ
（
つ
）
し
、
さ
き
ん
ず
れ
ば
す
な
わ
（
は
）

ち
し
ん
に
お
よ
ば
る
る
こ
と
を
お
そ
る
。 

 

問
三 

(ア) 

あ
な
た
の
心
は
ど
う
し
て
馬
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
、
い
や
、
で
き
る
は
ず

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

(イ) 

白
公
勝
は
自
分
の
あ
ご
の
こ
と
さ
え
忘
れ
る
の
だ
か
ら
、
い
っ
た
い
何
を
忘
れ
な
い
だ
ろ
う

か
、
い
や
、
す
べ
て
を
忘
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

 

問
四 

王
子
期
に
勝
つ
こ
と
に
関
心
が
向
き
す
ぎ
て
、
馬
と
心
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
馬
車
の
操
縦
の
基
本

を
忘
れ
た
と
い
う
過
ち
。
（
四
八
字
） 

 
 



 

採
点
基
準 

▼ 

採
点
に
際
し
て
は
、
必
ず
解
説
を
参
照
し
て
、
許
容
さ
れ
る
解
答
を
確
認
す
る
こ
と
。 

▼ 

小
問
ご
と
に
、
減
点
法
で
採
点
す
る
。
０
点
以
下
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
問
は
０
点
と
す
る
。 

 

問
一 

各
１
点 

計
４
点 

＊ 

部
分
点
な
し
。 

＊ 

②
「
こ
た
え
て
」
は
「
こ
た
へ
て
」
も
可
。
④
「
ゆ
え
ん
」
は
「
ゆ
ゑ
ん
」
も
可
。 

 

問
二 

８
点
満
点 

１
．
「
後
」
を
「
お
く
る
れ
ば
」
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

２
．
（
後
則
〜
の
）
「
則
」
を
「
す
な
わ
ち
」
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
す
な
は
ち
」
も
可
。 

３
．
「
欲
逮
臣
」
を
「
し
ん
に
お
よ
ば
ん
と
ほ
っ
し
」
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

「
ほ
っ
し
」
は
「
ほ
つ
し
」
も
可
。 

＊ 

「
お
よ
ば
ん
と
」
の
送
り
が
な
を
「
お
よ
ぶ
を
」「
お
よ
ぶ
こ
と
を
」
と
し
て
い
る
も
の
は
１
点
減
点
と

す
る
。
ま
た
、
「
ほ
っ
し
」
を
終
止
形
に
し
て
「
ほ
っ
す
」
と
し
て
い
る
も
の
は
１
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 

右
に
挙
げ
た
以
外
の
要
素
に
つ
い
て
は
一
箇
所
で
も
誤
っ
て
い
れ
ば
不
可
。 

４
．
「
先
」
を
「
さ
き
ん
ず
れ
ば
」
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

５
．
（
「
〜
先
則
〜
」
の
）
「
則
」
を
「
す
な
わ
ち
」
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
す
な
は
ち
」
も
可
。 

６
．
「
恐
逮
於
臣
」
を
「
し
ん
に
お
よ
ば
る
る
こ
と
を
お
そ
る
」
と
し
て
い
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

「
お
よ
ば
る
る
こ
と
を
」
は
「
お
よ
ば
る
る
を
」
で
も
可
。 

＊ 

「
お
よ
ば
る
る
こ
と
を
」
は
「
お
よ
ば
れ
ん
こ
と
」
「
お
よ
ば
れ
む
こ
と
」
で
も
可
。 

＊ 

「
お
よ
ば
る
る
こ
と
を
」
を
、
受
身
で
あ
る
と
理
解
は
し
て
い
る
が
、「
お
よ
ば
る
こ
と
を
」「
お
よ
ば

る
を
」「
お
よ
ば
れ
る
こ
と
を
」「
お
よ
ば
れ
る
を
」
な
ど
と
送
り
仮
名
を
誤
っ
て
い
る
も
の
は
１
点
減

点
と
す
る
。 

＊ 

「
お
そ
る
」
を
「
お
そ
れ
る
」
「
お
そ
る
る
」
と
し
て
い
る
も
の
は
１
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 

右
に
挙
げ
た
以
外
の
要
素
に
つ
い
て
は
一
箇
所
で
も
誤
っ
て
い
れ
ば
不
可
。 

＊ 

「
す
べ
て
平
仮
名
で
」
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
ず
、
一
字
で
も
漢
字
の
ま
ま
で
書
い
て
い
る
場
合
は
全
体
不

可
。 

 

問
三 

 

(ｱ) 

５
点
満
点 

１
．
（
主
語
の
補
い
と
し
て
）
「
あ
な
た
の
心
は
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 



 

＊ 

「
心
は
（
心
が
）
」
が
あ
れ
ば
「
あ
な
た
の
」
の
有
無
は
不
問
。 

＊ 
「
あ
な
た
の
」
は
「
趙
襄
主
の
」
「
主
君
の
」
な
ど
も
可
。 

２
．
「
何
以
」
を
「
ど
う
し
て
〜
か
、
い
や
、
〜
な
い
」
の
よ
う
に
反
語
で
解
釈
し
て
い
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

反
語
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
そ
れ
が
表
現
で
き
て
い
れ
ば
可
。 

＊ 

「
〜
で
き
る
」「
〜
は
ず
」
は
な
く
て
も
可
。（
例
：「
ど
う
し
て
馬
と
調
和
す
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
し

な
い
」
は
可
） 

＊ 

丁
寧
表
現
の
有
無
は
問
わ
な
い
。 

＊ 

「
ど
う
し
て
〜
か
」
の
部
分
が
な
く
、「
馬
と
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」「
馬
と
調
和
し
な
い
」
と

い
う
結
論
部
の
み
で
あ
る
も
の
も
可
。 

＊ 

「
ど
う
し
て
〜
か
」
の
部
分
の
み
で
、
「
い
や
〜
な
い
」
が
な
い
も
の
は
１
点
減
点
と
す
る
。 

３
．
「
調
於
馬
」
を
「
馬
と
調
和
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
馬
に
調
和
す
る
」
も
可
と
す
る
。 

＊ 

注
に
あ
る
「
調
和
」
と
い
う
語
を
使
わ
ず
、「
馬
と
合
う
」「
馬
と
合
わ
せ
る
」
の
よ
う
な
訳
も
許
容
す

る
。 

 

(ｲ) 

７
点
満
点 

１
．
（
主
語
の
補
い
と
し
て
）
「
白
公
勝
は
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
白
公
は
」
「
勝
は
」
も
可
と
す
る
。 

２
．
「
頤
之
忘
」
を
「
あ
ご
の
こ
と
を
忘
れ
る
」
と
解
釈
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
あ
ご
を
忘
れ
る
」
の
要
素
が
あ
れ
ば
可
。
「
自
分
の
」
「
さ
え
」
な
ど
は
な
く
て
も
可
。 

＊ 

「
あ
ご
か
ら
血
が
出
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
」「
あ
ご
の
血
を
忘
れ
る
」「
あ
ご
に
杖
が
さ
さ
っ
て
い
る

こ
と
を
忘
れ
る
」
の
よ
う
に
詳
し
く
書
い
て
い
て
も
可
。 

＊ 

模
範
解
答
例
の
よ
う
に
「
〜
だ
か
ら
」
な
ど
で
文
を
以
下
に
接
続
せ
ず
、「
あ
ご
の
こ
と
さ
え
忘
れ
る
、
」

「
あ
ご
の
こ
と
を
忘
れ
る
。
」
の
よ
う
に
文
を
切
っ
て
い
て
も
可
。 

３
．
「
将
」
を
「
い
っ
た
い
」
と
解
釈
し
て
い
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
は
た
し
て
」
「
ま
た
」
と
い
う
訳
も
可
。 

＊ 

「
は
た
」
と
し
た
場
合
は
不
可
。 

４
．
「
何
」
を
「
何
を
」
と
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

こ
の
「
何
」
は
原
因
を
尋
ね
る
疑
問
詞
（
な
ん
ぞ
）
で
は
な
く
、「
忘
れ
る
」
の
目
的
語
が
何
で
あ
る

か
を
尋
ね
る
疑
問
詞
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
る
答
え
方
な
ら
可
。（
「
ど
ん
な
こ
と
を
」「
ど
う

い
う
こ
と
を
」
も
可
。
） 

＊ 

「
ど
う
し
て
」
「
な
ぜ
」
の
よ
う
に
、
原
因
理
由
を
尋
ね
る
疑
問
詞
に
し
て
い
る
場
合
は
不
可
。 

５
．
（
「
何
不
忘
哉
」
に
つ
い
て
）
反
語
の
意
味
で
訳
し
て
い
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

「
忘
れ
な
い
の
か
、
い
や
、
す
べ
て
を
忘
れ
る
」
の
意
で
あ
れ
ば
可
。「
だ
ろ
う
」
の
有
無
は
問
わ
な
い
。

（
「
す
べ
て
を
」
は
、
同
意
で
あ
れ
ば
可
。
（
「
何
で
も
」
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
」
な
ど
も
可
。
）
） 



 

＊ 

「
忘
れ
る
か
、
い
や
、
す
べ
て
を
忘
れ
る
」
と
、
疑
問
部
分
の
「
ざ
る
」
を
訳
し
忘
れ
る
ミ
ス
を
し
て

い
る
場
合
は
２
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 

「
反
乱
以
外
の
す
べ
て
を
忘
れ
る
」
も
可
。 

＊ 

「
す
べ
て
を
」
の
要
素
が
欠
け
て
お
り
、「
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
忘
れ
る
」
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
も
の
は
、
１
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 

疑
問
の
部
分
の
み
で
、
「
い
や
、
〜
な
い
」
の
部
分
が
な
い
も
の
は
２
点
減
点
と
す
る
。 

＊ 

疑
問
の
部
分
が
な
く
、
「
す
べ
て
を
忘
れ
て
い
る
（
だ
ろ
う
）
」
の
み
の
も
の
は
可
。 

 

問
四 

６
点
満
点 

１
．
（
「
智
遠
き
に
周
け
れ
ば
」
の
説
明
と
し
て
）「
王
子
期
に
勝
つ
こ
と
に
関
心
が
向
き
す
ぎ
て
」
と
い
う
内
容

が
な
け
れ
ば
、
３
点
減
点
。 

＊ 

「
（
自
分
の
馬
で
な
く
）
王
子
期
と
の
勝
負
に
関
心
が
向
い
て
い
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
れ
ば
可
。「
王

子
期
」
の
名
は
な
く
て
も
よ
い
。 

＊ 

「
勝
負
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
」「
王
子
期
に
追
い
つ
く
こ
と
や
追
い
つ
か
れ
る
こ
と
ば
か
り
気
に
し
て
」

な
ど
も
可
。
た
だ
し
、「
王
子
期
に
追
い
つ
く
こ
と
を
気
に
し
て
」「
王
子
期
に
追
い
つ
か
れ
る
こ
と
を

気
に
し
て
」
の
よ
う
に
、「
追
い
つ
く
」「
追
い
つ
か
れ
る
」
の
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
な
い
も
の
は
１
点

減
点
と
す
る
。 

２
．
（
忘
れ
て
い
た
こ
と
の
具
体
化
と
し
て
）
「
馬
と
心
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
た
」
と
い
う
内
容

が
な
け
れ
ば
、
２
点
減
点
。 

＊ 

「
馬
と
心
を
合
わ
せ
る
こ
と
」
な
ど
で
も
可
。 

＊ 

「
心
」
が
な
く
「
馬
と
調
和
す
る
」
で
あ
っ
て
も
可
。 

＊ 

「
馬
体
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
」
を
書
き
加
え
て
も
可
。
た
だ
し
「
馬
と
の
心
の
調
和
」
と
い
う
要
素
が

な
く
、
「
馬
体
の
安
定
」
の
み
し
か
書
い
て
い
な
い
場
合
は
１
点
減
点
と
す
る
。 

３
．
（
２
の
一
般
化
と
し
て
）
「
馬
車
の
操
縦
の
基
本
を
忘
れ
た
」
と
い
う
内
容
が
な
け
れ
ば
、
１
点
減
点
。 

＊ 

「
馬
車
の
操
縦
」
の
要
素
は
な
く
て
も
可
。 

＊ 

「
操
縦
」
は
「
運
転
」
「
操
る
」
「
走
ら
せ
る
」
な
ど
も
可
。 

＊ 

「
馬
車
の
操
縦
」
は
「
馬
を
操
る
」
の
意
で
あ
っ
て
も
可
。 

＊ 

「
基
本
を
忘
れ
た
」
「
最
も
重
要
な
こ
と
を
忘
れ
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
れ
ば
可
。 
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