
 

２
０
１
９
年
度 

第
２
回 

１
０
月 

名
大
本
番
レ
ベ
ル
模
試 

国
語
採
点
基
準 

 

１ 

文
（
文
章
）
で
解
答
す
る
設
問
の
答
案
に
つ
い
て
は
、
次
の
Ａ
項
の
加
点
要
素
の
合
計
か
ら
次
の
Ｂ
項
・
Ｃ
項
の
減
点
要
素
の
合

計
を
引
い
た
得
点
を
そ
の
設
問
の
得
点
と
し
ま
す
。
た
だ
し
最
低
点
は
０
点
と
し
マ
イ
ナ
ス
の
得
点
は
つ
け
ま
せ
ん
。 

Ａ ａ 

以
下
の
採
点
基
準
で
は
、
模
範
解
答
を
い
く
つ
か
の
要
素
に
分
割
し
加
点
要
素
と
し
ま
す
。
答
案
中
に
そ
の
加
点
要
素
に
相
当
す

る
部
分
が
あ
れ
ば
、
そ
の
加
点
要
素
に
配
点
さ
れ
た
得
点
を
与
え
ま
す
。 

ｂ 

あ
る
加
点
要
素
は
、
そ
の
加
点
要
素
に
配
点
さ
れ
た
得
点
か
０
点
で
採
点
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。
た
と
え
ば
５
点
配
点
さ

れ
た
加
点
要
素
で
あ
れ
ば
５
点
か
０
点
で
採
点
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
ま
す
。 

た
だ
し
、
そ
の
加
点
要
素
中
の
部
分
点
を
認
め
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
そ
れ
ぞ
れ
の
採
点
基
準
の
中
に
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。 

ｃ 

あ
る
要
素
に
加
点
す
る
か
否
か
が
、他
の
要
素
と
無
関
係
に
決
ま
る
場
合
と
、他
の
要
素
と
の
関
係
で
決
ま
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

前
者
の
場
合
は
、
そ
の
要
素
を
単
独
採
点
（
独
立
採
点
）
す
る
と
言
い
そ
の
旨
必
ず
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
後
者
の
場
合
は
、
他
の
要

素
と
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
採
点
基
準
で
具
体
的
に
指
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ｄ 

解
答
通
り
と
い
う
条
件
が
あ
る
場
合
は
い
か
な
る
部
分
点
も
認
め
ま
せ
ん
。 

Ｂ ａ 

答
案
中
に
大
き
な
誤
読
と
判
定
さ
れ
る
内
容
（
語
句
）
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
（
語
句
）
を
減
点
要
素
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

ｂ 

加
点
要
素
で
も
減
点
要
素
で
も
な
い
部
分
も
あ
り
え
ま
す
。
そ
の
部
分
は
加
点
も
減
点
も
し
ま
せ
ん
。 

Ｃ 次
に
該
当
す
る
も
の
は
、
答
案
の
形
式
上
の
不
備
と
し
て
、
一
箇
所
に
つ
き
１
点
の
減
点
要
素
と
し
ま
す
。 

ａ 

誤
字
。
漢
字
な
ど
の
文
字
の
明
ら
か
な
誤
り
は
誤
字
と
し
ま
す
。 

ｂ 

脱
字
。 

ｃ 

文
末
の
句
点
の
脱
落
。 

＊
字
数
指
定
の
な
い
場
合
、
句
点
の
脱
落
は
誤
字
と
し
１
点
の
減
点
と
し
ま
す
。 

ｄ 

そ
の
他
不
適
切
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
箇
所
。 

ｅ 

不
適
切
な
文
末
処
理
。
設
問
の
問
い
方
に
対
応
し
て
い
な
い
形
で
答
案
の
文
末
を
結
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
適
切
な
文
末
処
理
が 

行
わ
れ
て
い
な
い
と
見
て
形
式
上
の
不
備
に
よ
る
減
点
要
素
と
し
ま
す
。 

た
と
え
ば
「
…
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
」
と
い
う
問
い
に
体
言
で
結
ん
で
い
な
い
も
の
な
ど
は
適
切
な
文
末
処
理
が
行
わ
れ
て
い 

な
い
と
見
て
形
式
上
の
不
備
と
し
ま
す
。 

ま
た
、
理
由
が
問
わ
れ
て
い
る
の
に
、
「
か
ら
」「
の
で
」
な
ど
で
結
ん
で
い
な
い
も
の
な
ど
も
適
切
な
文
末
処
理
が
行
わ
れ
て
い
な 

い
と
見
て
形
式
上
の
不
備
と
見
ま
す
。 

＊
た
だ
し
、「
こ
と
で
あ
る
」
な
ど
の
表
現
も
「
こ
と
」
な
ど
で
結
ん
で
い
る
も
の
と
同
様
適
切
な
文
末
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
見
ま 

す
。
ま
た
、「
か
ら
で
あ
る
。」
な
ど
の
表
現
も
「
か
ら
」
な
ど
で
結
ん
で
い
る
も
の
と
同
様
適
切
な
文
末
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
見

ま
す
。 

 

ま
た
文
末
の
表
現
を
問
わ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
場
合
は
そ
の
都
度
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

２ 

日
本
語
の
表
現
と
し
て
不
適
切
な
も
の
は
程
度
に
応
じ
て
減
点
し
ま
す
。 

 

３ 

次
の
各
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
部
分
点
の
要
素
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
設
問
の
得
点
を
０
点
と
し
ま
す
。 

ａ 

答
案
が
解
答
欄
の
欄
外
に
は
み
出
し
て
い
る
も
の
。 

ｂ 

一
行
の
解
答
欄
に
二
行
以
上
書
い
た
場
合
も
そ
の
設
問
の
得
点
を
０
点
と
し
ま
す
。 

ｃ 

字
数
指
定
の
あ
る
設
問
で
、
字
数
を
オ
ー
バ
ー
し
た
も
の
。 

ｄ 

答
案
の
文
章
が
最
後
ま
で
完
結
し
て
い
な
い
も
の
。 

４ 

古
文
あ
る
い
は
漢
文
の
訳
を
記
述
す
る
設
問
の
場
合
も
以
上
に
準
じ
ま
す
が
、
文
末
の
句
点
や
文
末
の
処
理
あ
る
い
は
答
案
の
完

結
に
こ
だ
わ
ら
な
く
と
も
よ
い
場
合
は
そ
の
都
度
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 



1 

二
○
一
九 

名
大
本
番
レ
ベ
ル
模
試 

第
２
回 

採
点
基
準 

 
一 
（
評
論
） 

採
点
基
準 

 

 

★
全
て
の
答
案
に
つ
い
て
、
「
歴
史
・
西
洋
史
」
と
「
歴
史
学
（
歴
史
研
究
）
・
西
洋
史
学
（
西
洋
史
研
究
）
」
と
の
厳
密
な 

使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
し
っ
か
り
と
吟
味
す
る
。
歴
史
学
・
西
洋
史
学
と
す
べ
き
と
こ
ろ
が
歴
史
・
西
洋 

史

と
な
っ
て
い
る
答
案
の
出
現
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
は
そ
の
つ
ど
マ
イ
ナ
ス
１
点
と
す
る
。 

 

問
一 

各
２
点
（
２
０
点
） 

ａ
＝
ト 

 

ｂ
＝
レ
イ
ヒ
ツ 

 
ｃ
＝
果
敢 

 

ｄ
＝
ツ
ウ
ギ
ョ
ウ 

 

ｅ
＝
駆
使 

ｆ
＝
随
分 

 

ｇ
＝
葛
藤 

 

ｈ
＝
カ
タ
ヨ 

 

ｉ
＝
シ
ュ
ン
エ
イ 

 

ｊ
＝
語
彙 

 問
二 

各
２
点
（
１
０
点
） 

 

Ａ
＝
オ 

 

Ｂ
＝
ア 

 

Ｃ
＝
イ 

 

Ｄ
＝
カ 

 
Ｅ
＝
ウ 

 

問
三 

（
１０
点
） 

                     

Ａ
① 

２
点           

Ａ
② 

２
点                  

Ｂ 

２
点         

〈
模
範
解
答
例
〉
日
本
は
学
術
研
究
の
一
つ
と
し
て 

西
欧
か
ら
歴
史
学
を
摂
取
し
た
が
、
西
洋
史
研
究
の
視
点
も 

独
自
の
も 

            

Ｃ
① 

１
点  

Ｃ
② 

３
点 

 
 

 
 

 
 

の
で
は
な
く
、
西
欧
の
文
明
先
進
国
で
あ
っ
た
英
・
独
・
仏
の
立
場
を
受
け
容
れ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

Ａ 

本
文
の
「
学
術
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
西
欧
式
の
歴
史
学
が
導
入
さ
れ
」
を
ほ
ぼ
な
ぞ
っ
た
も
の
。
模
範
解
答
例
の
「
摂 

取
」
は
も
ち
ろ
ん
「
導
入
」
の
ま
ま
で
も
よ
い
。
①
と
②
が
完
備
さ
れ
て
い
る
な
ら
Ａ
と
し
て
４
点
与
え
る
。 

 

Ｂ 

西
洋
史
学
（
西
洋
史
研
究
）
に
つ
い
て
、
「
視
点
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
れ
ば
２
点
与
え
る
。
「
視
点
」
は
「
観
点
」

「
視
座
」
「
立
場
」
ま
た
「
見
方
」
と
い
っ
た
類
義
の
語
も
許
容
し
て
よ
い
。 

 

Ｃ 

Ｂ
の
「
視
点
」
に
つ
い
て
の
説
明
。
①
の
「
（
日
本
）
独
自
の
も
の
で
は
な
く
」
は
ほ
ぼ
同
意
と
見
な
さ
れ
る
説
明
が
あ 

れ
ば
１
点
与
え
て
よ
い
。
②
に
つ
い
て
は
「
英
・
独
・
仏
」
は
な
く
て
も
よ
い
。
「
西
欧
」
「
先
進
国
」
と
い
う
語
が
あ
れ
ば 

３
点
与
え
て
よ
い
。
「
先
進
国
（
先
進
文
明
）
」
が
な
け
れ
ば
Ｃ
②
は
２
点
と
す
る
。 

   
 



2 

問
四 

（
１４
点
） 

              

Ａ 

３
点                     

Ｂ 

３
点 

〈
模
範
解
答
例
〉
物
心
と
も
に
困
難
な
環
境
の
中
で
、
西
欧
歴
史
学
に
依
存
し
な
い
独
自
の
研
究
を
目
指
し
て
き
た
日
本
の
西 

                      

Ｃ 

２
点                        

Ｄ 

３
点                         

Ｅ 

３
点 

 
 

 
 

 
 

洋
史
学
が
、
そ
の
過
程
で
蓄
積
し
た
成
果
を
前
提
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
現
代
世
界
に
お
け
る
新
た
な
西
洋 

  
 

 
 

 
 

史
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
探
る
こ
と
。 

 

＊ 

Ａ
・
Ｂ
が
「
一
九
三
○
年
代
以
降
の
日
本
の
西
洋
史
学
の
在
り
方
」
の
説
明
、
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
が
「
み
ず
か
ら
の
存
在
理
由 

を
さ
ぐ
り
な
お
す
」
に
つ
い
て
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
採
点
に
あ
た
る
。 

 

Ａ 

本
文
の
「
西
洋
史
を
と
り
ま
く
研
究
環
境
に
は
物
心
と
も
に
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
っ
た
」
に
対
応
。
具
体
的
に
は
「
原
典 

史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
む
つ
か
し
さ
や
つ
ら
さ
、
そ
し
て
さ
ら
に
当
の
欧
米
・
日
本
を
つ
つ
み
こ
ん
だ
時
代
の
風
雲
」
と
説 

明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
説
明
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
場
合
、
ま
た
、
ほ
ぼ
同
等
の
内
容
と
判
断
で
き
れ
ば
３
点 

与
え
て
よ
い
。 

 

Ｂ 

本
文
の
「
日
本
西
洋
史
学
に
よ
る
自
前
の
研
究
が
あ
ら
わ
れ
だ
す
」
「
「
日
本
西
洋
史
学
が
自
力
・
独
自
の
研
究
を
展
開
」 

に
対
応
す
る
。
「
自
前
」
「
自
力
」
「
独
自
」
と
い
う
語
が
あ
れ
ば
２
点
与
え
て
よ
い
。
「
西
欧
（
西
洋
）
（
歴
）
史
学
に

依
存
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
な
ら
さ
ら
に
１
点
加
え
て
３
点
と
す
る
。 

 

Ｃ 

本
文
の
「
日
本
の
西
洋
史
は
、
む
し
ろ
今
、
質
量
と
も
に
充
実
期
を
迎
え
つ
つ
あ
る
」
「
西
洋
史
な
い
し
西
洋
学
の
か
な 

り
な
部
分
は
、
日
本
列
島
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
間
に
と
っ
て
、
す
っ
か
り
と
は
い
わ
な
い
も
の
の
、
随
分
と
血
肉
と
な
り
は 

て
つ
つ
あ
る
」
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
説
明
。
ほ
ぼ
同
等
と
見
な
せ
る
説
明
に
は
２
点
与
え
て
よ
い
。 

 

Ｄ 

本
文
に
は
「
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
世
界
構
造
そ
の
も
の
の
激
変
」
と
あ
る
。
ほ
ぼ
こ
の
ま
ま
答
案
に
引
い
て
い
て
も 

も
ち
ろ
ん
か
ま
わ
な
い
。
と
も
か
く
「
世
界
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
れ
ば
３
点
与
え
て
よ
い
。 

 

Ｅ 

本
文
の
「
従
来
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
ら
ず
に
は
お
か
な
い
」
に
即
し
た
説
明
。
傍
線
部
の
最
後
が
「
さ 

ぐ
り
な
お
す
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
解
答
例
は
「
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
探
る
」
と
し
て
い
る
。
「
ア
プ
ロ
ー
チ
の
（
仕 

方
の
・
方
法
の
）
模
索
」
と
い
う
こ
と
が
説
明
で
き
て
い
れ
ば
３
点
与
え
て
よ
い
。 

    
 



3 

問
五 

（
１２
点
） 

              

Ａ 

２
点                               

Ｂ 

２
点 

〈
模
範
解
答
例
〉
歴
史
研
究
の
国
際
化
が
急
速
に
進
む
現
代
で
は
、
研
究
者
が
自
国
と
対
象
の
国
・
地
域
と
を
絶
え
ず
往
還
し 

                

Ｃ 

２
点                      

Ｄ 

３
点                     

Ｅ 

３
点 

 
 

 
 

 
 

て 
現
地
の
文
書
・
原
物
に
ア
ク
セ
ス
し
、
近
代
西
欧
モ
デ
ル
を
乗
り
越
え
う
る 

独
自
の
広
や
か
な
世
界
像
・ 

  
 

 
 

 
 

世
界
史
を
構
築
・
発
信
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
。 

  

Ａ 

本
文
の
「
研
究
そ
の
も
の
が
、
近
年
こ
と
に
急
速
に
国
際
化
し
た
」
に
対
応
す
る
。
答
案
に
ほ
ぼ
同
等
の
内
容
が
あ
れ
ば 

２
点
与
え
て
よ
い
。
説
明
が
曖
昧
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
１
点
だ
け
与
え
る
。 

 

Ｂ 

本
文
の
（
研
究
者
が
）
「
研
究
対
象
の
国
・
地
域
と
の
た
え
ざ
る
往
還
に
身
を
置
く
こ
と
は
避
け
が
た
い
」
に
対
応
す
る
。 

答
案
に
ほ
ぼ
同
等
の
内
容
が
あ
れ
ば
２
点
与
え
て
よ
い
。 

 

Ｃ 

本
文
の
「
原
文
書
・
原
物
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
に
対
応
す
る
。
答
案
に
ほ
ぼ
同
等
の
内
容
が
あ
れ
ば
２
点
与
え
て
よ
い
。 

 

Ｄ 

本
文
の
「
近
代
西
欧
モ
デ
ル
を
真
に
の
り
こ
え
る
」
に
対
応
す
る
。
答
案
に
ほ
ぼ
同
等
の
内
容
が
あ
れ
ば
２
点
与
え
て
よ 

い
。 

 

Ｅ 

本
文
の
「
独
自
の
広
や
か
な
世
界
像
・
世
界
史
を
構
築
・
発
信
で
き
る
」
に
対
応
す
る
。
答
案
に
ほ
ぼ
同
等
の
内
容
が
あ 

れ
ば
２
点
与
え
て
よ
い
。 

   
 



4 

問
六 

（
１４
点
） 

               

Ａ 

４
点                                   

Ｂ 

３
点 

〈
模
範
解
答
例
〉
先
進
文
明
で
あ
る
中
国
か
ら
知
と
文
化
を
学
ぶ
た
め
に 

平
安
末
に
始
ま
り
、
江
戸
時
代
に
は
学
問
と
し
て 

                                 

Ｃ 

４
点 

 
 

 
 

 
 

制
度
化
さ
れ
た
漢
学
が
、
西
洋
か
ら
の
学
術
・
技
術
・
知
識
の
受
容
に
重
点
を
移
し
た
文
明
開
化
期
の
日
本
で 

            

Ｄ 
３
点 

 
 

 
 

 
 

衰
退
す
る
ど
こ
ろ
か
最
盛
期
を
迎
え
た
か
ら
。 

 

Ａ 

「
漢
学
」
の
始
ま
る
理
由
の
説
明
。
本
文
の
「
日
本
が
以
前
か
ら
手
本
と
も
教
師
と
も
し
て
き
た
中
華
」
、
お
よ
び
「
大 

陸
か
ら
の
知
と
文
化
の
波
」
と
い
う
記
述
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
説
明
。
「
先
進
文
明
」
と
い
う
語
（
ま
た
は
、
そ
れ
に
相
当 

す
る
表
現
）
が
な
け
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
１
点
。
「
知
と
文
化
を
学
ぶ
た
め
」
と
い
う
表
現
（
ま
た
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
表
現
）

が
な
け
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
２
点
。
要
す
る
に
、
「
（
中
国
か
ら
）
漢
学
を
受
け
入
れ
た
」
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
１

点
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。 

 

Ｂ 

日
本
の
「
漢
学
」
の
時
代
推
移
の
説
明
。
本
文
で
は
「
平
安
末
こ
ろ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
漢
学
」
を
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
受 

容
し
始
め
」
そ
し
て
「
鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
、
そ
し
て
室
町
時
代
以
降
は
、
文
字
ど
お
り
「
漢
学
」
を
も
っ
て
学
問
と
す 

る
こ
と
と
な
り
、
や
が
て
江
戸
時
代
も
元
禄
あ
た
り
か
ら
は
、
そ
れ
が
ひ
と
と
お
り
備
わ
っ
て
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ 

う
し
た
記
述
を
そ
の
ま
ま
答
案
に
説
明
す
る
字
数
的
余
裕
は
な
い
の
で
、
簡
略
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
制
度
化
」
と 

い
う
表
現
は
ま
ず
出
て
こ
な
い
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
な
く
て
も
よ
い
。
「
漢
学
」
の
時
代
推
移
を
本
文
と
の
矛
盾 

な
く
説
明
で
き
て
い
れ
ば
３
点
与
え
て
よ
い
。 

 

Ｃ 

本
文
の
「
明
治
か
ら
は
、
「
漢
学
」
と
い
う
東
ア
ジ
ア
サ
イ
ズ
の
学
問
と
は
別
に
、
国
の
浮
沈
を
か
け
て
、
い
わ
ば
「
西 

学
」
と
い
う
世
界
サ
イ
ズ
の
学
術
・
技
術
・
知
識
の
受
容
に
必
死
と
な
っ
た
」
と
い
う
記
述
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
内
容 

を
答
案
に
正
し
く
反
映
さ
せ
て
い
る
な
ら
４
点
与
え
る
。
解
答
例
の
「
文
明
開
化
期
」
は
「
明
治
（
時
代
）
」
で
も
も
ち
ろ 

ん
か
ま
わ
な
い
。
「
文
明
開
化
期
」
も
「
明
治
」
も
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
１
点
。
答
案
の
説
明
が
曖
昧
で
あ
る
と
判
断
さ 

れ
た
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

 

Ｄ 

傍
線
部
の
「
ま
こ
と
に
興
味
深
い
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、
答
案
で
説
明
で
き
て
い
る
か
否
か
を
吟
味
す
る
。
こ
こ
は
、
時

代
の
趨
勢
に
逆
行
す
る
か
の
よ
う
な
意
外
な
事
実
へ
の
筆
者
の
感
慨
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
「
衰

退
す
る
ど
こ
ろ
か
」
と
い
う
説
明
が
引
き
出
さ
れ
る
。
事
の
意
外
さ
へ
の
驚
き
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
正
確
に
答
案
に
示

さ
れ
て
い
れ
ば
３
点
与
え
て
よ
い
。
単
に
「
最
盛
期
を
迎
え
た
か
ら
」
「
最
も
盛
ん
に
な
っ
た
か
ら
」
と
い
う
だ
け
の
説
明

な
ら
１
点
と
す
る
。 

   



★
２
０
１
９
年
度 

名
大
本
番
レ
ベ
ル
模
試 

第
２
回 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

二
（
古
文
『
俊
頼
髄
脳
』）
採
点
基
準 

 
 

※ 
６
０
点
満
点 

 

問
一 

Ａ
の
和
歌
に
つ
い
て
、
忠
岑
が
詠
ん
だ
時
点
で
の
歌
の
意
味
を
説
明
せ
よ
。 

【
８
点
】 

  

［
該
当
和
歌
］ 
Ａ
２
し
ら
雲
の
お
り
ゐ
る
山
と
Ｂ
１
見
え
つ
る
は
Ｃ
３
高
嶺
に
花
や
散
り
ま
が
ふ
ら
む
（
Ｄ
２
） 

 

［
模
範
解
答
］ 

Ａ
２
白
い
雲
が
山
に
下
り
て
来
て
い
る
Ｂ
１
よ
う
に
見
え
る
（
Ａ
）
の
は
、
Ｃ
３
高
い
峰
に
桜
の
花

が
散
り
乱
れ
て
い
る
Ｄ
２
の
が
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
（
Ｃ
）
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
。 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

Ａ
【
２
点
】 

白
い
雲
が
山
に
下
り
て
来
て
い
る 

〜 

の
は
、 

 

※
Ｃ
が×

の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
誤
字
等
で
０
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
得
点
で
き
る
。 

 

※
「
白
い
雲
（
白
雲
）
が
下
り
て
い
る
山
は
」
で
も
よ
い
。 

 

※
「
白
い
雲
」
は
「
白
雲
」
、
「
下
り
て
い
る
」
は
「
乗
っ
て
い
る
」
で
も
よ
い
。 

 

※
「
白
い
」
「
山
」
は
、
一
つ
欠
け
る
ご
と
に
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 

Ｂ
【
１
点
】 

よ
う
に
見
え
る 

 

※
Ａ
が×

の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
誤
字
等
で
０
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
得
点
で
き
る
。 

 

※
「
見
え
る
」
は
「
見
え
た
・
思
え
る
」
で
も
よ
い
。 

 

Ｃ
【
３
点
】 

高
い
峰
に
桜
の
花
が
散
り
乱
れ
て
い
る 

〜 

の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
。 

 

※
Ａ
が×

の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
誤
字
等
で
０
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
得
点
で
き
る
。 

 

※
「
高
い
峰
」
は
「
高
嶺
・
頂
き
（
頂
）
・
峰
」
、
「
桜
の
花
」
は
「
花
・
桜
」
で
も
よ
い
。 

 

※
「
乱
れ
」
と
「
か
」
（
疑
問
）
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

※
「
い
る
の
だ
ろ
う
・
い
る
の
で
し
ょ
う
」
（
現
在
推
量
）
は
「
い
る
か
ら
だ
ろ
う
・
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
」
で
も
よ
い
。 

 
 

 

「
い
る
」
が
な
い
「
だ
ろ
う
・
で
し
ょ
う
」
（
推
量
）
な
ど
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 
 

 

推
量
が
全
く
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
２
点
】
。 

 

※
「
と
い
う
意
味
。
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

Ｄ
【
２
点
】 

の
が
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る 

 

※
Ａ
も
Ｃ
も×

の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
誤
字
等
で
０
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
得
点
で
き
る
。 

 

※
Ｂ
の
位
置
の
「
見
え
る
」
以
外
に
、
「
雲
に
見
え
る
の
は
花
だ
」
「
花
が
雲
に
見
え
る
」
の
意
が
読
み
取
れ
る
表
現
が

あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
Ｄ
が
な
く
て
も
、
Ｃ
の
推
量
部
分
に
「
い
る
か
ら
、
、
だ
ろ
う
・
い
る
た
め
、
、
で
し
ょ
う
」
の
よ
う
に
「
か
ら
・
た
め
」
が
あ

れ
ば
【
１
点
】
と
す
る
。 

       
 



問
二 

① 

傍
線
部
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
を
補
い
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。 

【
８
点
】 

  

［
該
当
傍
線
部
］ 

（
Ａ
２
・
Ｂ
１
）
Ｃ
２
あ
は
せ
て
、
Ｄ
３
世
の
中
の
か
は
り
に
け
り 

 

［
模
範
解
答
］ 

 

Ａ
２
「
雲
お
り
ゐ
る
」
や
「
散
り
ま
が
ふ
」
は
Ｂ
１
帝
の
退
位
を
連
想
さ
せ
て
Ｃ
２
よ
く
な
い
と
い

う
躬
恒
の
指
摘
に
符
合
す
る
よ
う
に
し
て
、
Ｄ
３
帝
の
代
が
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

Ａ
【
２
点
】（
補
い
） 

→
 

「
雲
お
り
ゐ
る
」
や
「
散
り
ま
が
ふ
」
は 

 

※
「
雲
お
り
ゐ
る
」
「
散
り
ま
が
ふ
」
と
い
う
具
体
例
が
あ
が
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
【
１
点
】
。 

 

Ｂ
【
１
点
】（
補
い
） 

→
 

帝
の
退
位
を
連
想
さ
せ
て 

 

※
「
帝
の
退
位
を
連
想
さ
せ
る
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

Ｃ
【
２
点
】
あ
は
せ
て
、 

→
 

 

よ
く
な
い
と
い
う
躬
恒
の
指
摘
に
符
合
す
る
よ
う
に
し
て
、 

 

※
「
よ
く
な
い
と
い
う
」
は
な
く
て
も
よ
い
。
「
指
摘
」
は
「
批
判
・
言
葉
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

※
「
符
合
す
る
よ
う
に
」
は
「
合
わ
せ
て
・
合
わ
せ
る
よ
う
に
・
時
を
同
じ
く
し
て
」
な
ど
で
も
よ
い
。
※ 

 

※
「
躬
恒
の
指
摘
」
の
代
わ
り
に
「
忠
岑
が
詠
ん
だ
」
で
も
よ
い
。
「
忠
岑
が
詠
ん
だ
歌
を
躬
恒
が
批
判
し
た
」
の
よ
う

に
躬
恒
と
忠
岑
の
両
方
の
件
が
書
か
れ
て
い
て
も
よ
い
。 

 

※
「
躬
恒
・
忠
岑
」
が
な
い
場
合
、
誤
っ
て
い
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

※
「
符
号
・
合
う
・
同
じ
」
な
ど
「
あ
は
せ
」
に
相
当
す
る
訳
語
が
な
い
「
躬
恒
の
指
摘
の
よ
う
に
・
忠
岑
が
詠
ん
だ
よ

う
に
」
な
ど
は
【
１
点
】
。 

 

※
「
躬
恒
・
忠
岑
」
が
な
い
場
合
、
誤
っ
て
い
る
場
合
で
、
「
あ
は
せ
」
に
相
当
す
る
訳
語
が
な
い
場
合
は×

。 

 

Ｄ
【
３
点
】
世
の
中
の
か
は
り
に
け
り 

→
 

帝
の
代
が
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た 

 

※
「
帝
の
代
が
替
わ
る
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
１
点
】
。 

 

※
過
去
の
意
が
付
い
て
い
る
「
帝
の
代
が
替
わ
っ
た
」
は
【
２
点
】
。 

 

※
過
去
と
完
了
の
両
方
の
意
が
付
い
て
い
る
「
帝
の
代
が
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
は
【
３
点
】
。 

           
 



問
二 

② 

傍
線
部
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
を
補
い
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。 

【
８
点
】 

  

［
該
当
傍
線
部
］ 

Ａ
３
そ
の
け
に
や
、
Ｂ
２
い
く
ば
く
の
程
も
な
く
て
、
Ｃ
３
院
、
か
く
れ
お
は
し
ま
し
に
き
。 

［
模
範
解
答
］ 

 

Ａ
３
「
夢
の
後
」
が
あ
の
世
を
意
味
す
る
不
吉
な
表
現
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
Ｂ
２
い
く
ら
も

経
た
な
い
う
ち
に
、
Ｃ
３
堀
河
帝
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

Ａ
【
３
点
】
そ
の
け
に
や
、 

→
 

「
夢
の
後
」
が
あ
の
世
を
意
味
す
る
不
吉
な
表
現
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、 

 

※
「
〜
た
め
で
あ
ろ
う
か
・
〜
た
め
か
・
〜
せ
い
か
・
〜
原
因
か
」
な
ど
の
意
が
な
い
場
合
は×

。 

 

※
「
夢
の
後
」
「
あ
の
世
を
意
味
す
る
」
「
不
吉
」
の
う
ち
一
つ
が
欠
け
る
ご
と
に
マ
イ
ナ
ス
【
３
点
】
。 

 

Ｂ
【
２
点
】
い
く
ば
く
の
程
も
な
く
て
、 

→
 

い
く
ら
も
経
た
な
い
う
ち
に
、 

 

※
直
訳
的
で
な
い
が
、
意
味
は
誤
っ
て
い
な
い
「
す
ぐ
に
」
な
ど
は
【
１
点
】
。 

 

Ｃ
【
３
点
】
院
、
か
く
れ
お
は
し
ま
し
に
き
。 

→
 

堀
河
帝
は
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

※
「
死
ん
だ
」
の
意
が
な
い
場
合
は×

。 

 

※
「
堀
河
帝
」
は
「
堀
河
院
」
で
も
よ
い
。
「
堀
河
」
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
や
誤
っ
て
い
る
場
合
は 

マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 

※
「
お
亡
く
な
り
に
な
る
」
は
「
亡
く
な
り
な
さ
る
・
亡
く
な
ら
れ
た
・
崩
御
し
た
」
で
も
よ
い
。 

 
 

 

「
亡
く
な
っ
た
・
死
ん
だ
」
の
よ
う
に
尊
敬
の
意
が
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

            
 



問
二 

③ 

傍
線
部
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
を
補
い
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。 

【
８
点
】 

  

［
該
当
傍
線
部
］ 

Ａ
４
さ
れ
ば
、
Ｂ
４
忌
々
し
か
り
し
な
め
り
。 

 

［
模
範
解
答
］ 

 

Ａ
４
「
た
ま
の
み
ど
の
」
は
亡
く
な
っ
た
人
を
納
め
て
お
く
場
所
の
名
で
あ
る
「
た
ま
ど
の
」
を
思

わ
せ
る
の
で
、
Ｂ
４
不
吉
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
よ
う
だ
。 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

Ａ
【
４
点
】
さ
れ
ば
、 

→
 

「
た
ま
の
み
ど
の
」
は
亡
く
な
っ
た
人
を
納
め
て
お
く
場
所
の
名
で
あ
る
「
た
ま
ど
の
」
を

思
わ
せ
る
の
で
、 

 

※
「
『
た
ま
の
み
ど
の
』
は 
〜 
『
た
ま
ど
の
』
を
思
わ
せ
る
の
で
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。 

 

※
「
『
た
ま
の
み
ど
の
』
は 

〜 

亡
く
な
っ
た
人
を
納
め
て
お
く
場
所
を
思
わ
せ
る
の
で
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。 

 
 

 

「
納
め
て
お
く
」
は
「
安
置
す
る
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 
 

 

「
亡
く
な
っ
た
人
を
納
め
て
お
く
場
所
の
名
で
あ
る
」
と
い
う
具
体
的
説
明
は
な
い
が
、
「
死
を
連
想
さ
せ
る
・
死

者
を
思
わ
せ
る
」
な
ど
が
あ
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

※
「
思
わ
せ
る
」
は
「
連
想
さ
せ
る
・
通
ず
る
・
似
て
い
る
・
意
味
す
る
」
な
ど
で
も
よ
い
。
こ
れ
に
あ
た
る
表
現
が
な

い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 

※
Ｂ
へ
つ
な
が
る
箇
所
は
、
「
（
歌
に
）
詠
ん
だ
の
で
、
」
で
も
よ
い
。 

 

Ｂ
【
４
点
】
忌
々
し
か
り
し
な
め
り
。 

→
 

不
吉
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
よ
う
だ
。 

 

※
「
不
吉
」
は
「
縁
起
が
悪
い
・
縁
起
で
も
な
い
」
な
ど
で
も
よ
い
。
こ
の
意
が
な
い
場
合
は×

。 

 

※
「
と
さ
れ
た
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

※
「
し
」
の
過
去
の
訳
「
た
」
が
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 

※
「
な
」
の
断
定
の
訳
「
で
あ
る
・
だ
」
が
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。
「
よ
う
だ
・
よ
う
で
あ
る
」
と
あ
れ
ば
、

こ
の
「
だ
・
で
あ
る
」
を
断
定
と
見
て
よ
い
。 

 

※
「
め
り
」
の
推
定
の
訳
「
よ
う
だ
」
は
「
と
思
わ
れ
る
・
だ
ろ
う
・
で
あ
ろ
う
」
で
も
よ
し
と
す
る
。
こ
れ
が
な
い
場

合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

             
 



問
二 

④ 

傍
線
部
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
を
補
い
な
が
ら
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。 

【
８
点
】 

  

［
該
当
傍
線
部
］ 

Ａ
３
こ
れ
ら
を
Ｂ
２
御
覧
じ
て
、
Ｃ
３
御
心
を
ば
得
お
は
し
ま
さ
む
料
な
り
。 

 

［
模
範
解
答
］ 

 

Ｂ
２
あ
な
た
が
、
Ａ
３
私
が
こ
こ
ま
で
書
き
連
ね
て
き
た
、
作
歌
に
お
け
る
注
意
す
べ
き
例
を
（
Ｂ
） 

 
 

 

御
覧
に
な
っ
て
、
Ｃ
３
作
歌
の
御
心
得
を
お
持
ち
に
な
る
よ
う
な
た
め
で
あ
る
。 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

Ａ
【
３
点
】
こ
れ
ら
を 

→
 

私
が
こ
こ
ま
で
書
き
連
ね
て
き
た
、
作
歌
に
お
け
る
注
意
す
べ
き
例
を 

 

※
「
こ
れ
ら
」
が
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
場
合
は×

。 

 

※
「
作
歌
（
和
歌
）
の
注
意
（
教
訓
）
を
」
、
ま
た
は
「
不
吉
な
歌
が
詠
ま
れ
た
後
に
不
吉
な
こ
と
が
起
き
た
例
を
」
の

意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。 

 
 

 

「
作
歌
（
和
歌
）
の
」
が
な
い
「
注
意
（
教
訓
）
を
」
は
【
１
点
】
。 

 
 

 

「
不
吉
な
歌
を
」
は
【
１
点
】
。 

 

※
「
私
が
書
い
た
（
言
っ
た
）
こ
と
を
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
１
点
】
。 

 

Ｂ
【
２
点
】
御
覧
じ
て
、 

→
 

あ
な
た
が
、 

〜 
御
覧
に
な
っ
て
、 

 

※
「
あ
な
た
が
」
が
な
い
「
御
覧
に
な
っ
て
」
は
【
１
点
】
。 

 
 

「
あ
な
た
が
」
が
あ
る
が
、
尊
敬
表
現
に
な
っ
て
い
な
い
「
あ
な
た
が 

〜 

見
て
」
は
【
１
点
】
。 

 
 

「
あ
な
た
が
」
が
な
く
、
尊
敬
表
現
に
な
っ
て
い
な
い
「
見
て
」
は×

。 
 

Ｃ
【
３
点
】
御
心
を
ば
得
お
は
し
ま
さ
む
料
な
り
。 

→
 

作
歌
の
御
心
得
を
お
持
ち
に
な
る
よ
う
な
た
め
で
あ
る
。 

※
「
作
歌
の
注
意
事
項
（
教
訓
）
を
心
得
（
知
り
・
分
か
り
・
学
び
・
理
解
）
な
さ
る
た
め
で
あ
る
・
和
歌
の
心
得
を
お

持
ち
（
知
り
・
分
か
り
・
学
び
・
御
理
解
）
に
な
る
た
め
で
あ
る
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
３
点
】
。 

 
 

「
作
歌
の
注
意
事
項
（
教
訓
）
・
和
歌
の
心
得
」
は
「
和
歌
に
対
す
る
理
解
」
で
も
よ
い
。 

 
 

 

尊
敬
表
現
が
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 
 

 

「
和
歌
の
・
作
歌
の
」
等
が
な
く
、
「
心
得
・
注
意
事
項
（
教
訓
）
」
が
歌
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
な
い
場
合
は
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

 
 

 

「
た
め
で
あ
る
」
が
「
（
心
得
を
）
持
っ
て
ほ
し
い
・
助
け
と
し
て
欲
し
い
・
一
助
と
し
て
欲
し
い
」
と
な
っ
て
い

る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ス
【
１
点
】
。 

        
 



問
三 

こ
の
文
章
で
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
作
歌
の
心
得
を
説
い
て
い
る
の
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。 

【
１
０

点
】 

  

［
模
範
解
答
］ 

 

Ａ
６
和
歌
を
詠
む
場
合
に
は
、
帝
の
退
位
や
皇
族
ら
の
死
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
不
吉
な
表
現
は
、

Ｂ
４
実
際
に
そ
れ
ら
の
人
の
退
位
や
死
亡
を
引
き
起
こ
し
た
例
も
あ
り
、（
Ａ
）
和
歌
に
も
歌
の
題

に
も
使
う
べ
き
で
は
な
い
。 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

Ａ
【
６
点
】 

和
歌
を
詠
む
場
合
に
は
、
帝
の
退
位
や
皇
族
ら
の
死
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
不
吉
な
表
現
は 

〜 

和
歌
に

も
歌
の
題
に
も
使
う
べ
き
で
は
な
い
。 

 

※
「
歌
に
、
、（
作
歌
に
お
い
て
）

、
、
、
、
、
、
、
、
不
吉
な
表
現
（
言
葉
）
は
使
っ
て
は
な
ら
な
い
（
避
け
る
べ
き
だ
）
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２

点
】
。
「
歌
に
」
の
意
が
な
い
場
合
は×
。 

 

※
「
歌
題
に

、
、
、
不
吉
な
表
現
（
言
葉
）
は
使
っ
て
は
な
ら
な
い
（
避
け
る
べ
き
だ
）
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
１
点
】
。 

 

※
「
不
吉
な
表
現
（
言
葉
）
」
は
「
帝
の
退
位
（
代
替
わ
り
）
を
連
想
さ
せ
る
表
現
（
言
葉
）
」
と
な
っ
て
い
れ
ば
「
不

吉
な
」
は
な
く
て
も
よ
く
【
１
点
】
。 

 

※
「
不
吉
な
表
現
（
言
葉
）
」
は
「
皇
族
（
帝
）
の
死
を
連
想
さ
せ
る
表
現
（
言
葉
）
」
と
な
っ
て
い
れ
ば
「
不
吉
な
」

は
な
く
て
も
よ
く
【
２
点
】
。 

 
 

 

「
皇
族
」
に
相
当
す
る
表
現
が
な
い
「
死
（
人
の
死
）
を
連
想
さ
せ
る
表
現
（
言
葉
）
は
使
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と

な
っ
て
い
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

※
心
得
の
内
容
を
言
っ
て
い
れ
ば
「
と
い
う
心
得
」
の
よ
う
な
文
末
表
現
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

※
「
周
囲
か
ら
非
難
さ
れ
る
」
な
ど
の
有
無
は
不
問
。 

 

Ｂ
【
４
点
】 

実
際
に
そ
れ
ら
の
人
の
退
位
や
死
亡
を
引
き
起
こ
し
た
例
も
あ
り
、 

 

※
Ａ
が×

の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
誤
字
等
で
０
点
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
得
点
で
き
る
。 

 

※
「
現
実
化
す
る
の
で
・
実
際
に
起
き
る
の
で
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
「
現
実
化
」
の
意
が
な
い
「
現
実
に
影
響
が
あ
る
」
は
【
２
点
】
。 

           
 



問
四 

波
線
部
ａ
の
会
話
文
（
心
中
思
惟
）
の
発
言
主
は
誰
か
。
そ
の
名
を
記
せ
。 

【
５
点
】 

  

［
該
当
波
線
部
］ 

詠
み
人
の
た
め
に
ぞ
い
か
が 

 

［
模
範
解
答
］ 

 

Ａ
５
俊
頼 

（
源
俊
頼
） 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

 

Ａ
【
５
点
】 

俊
頼 

 

※
「
源
俊
頼
」
で
も
よ
し
と
す
る
。 

 

※
仮
名
が
混
じ
る
表
記
「
と
し
よ
り
・
源
と
し
よ
り
」
な
ど
は
【
３
点
】
。 

 

※
仮
名
が
混
じ
り
、
「
し
ゅ
ん
ら
い
」
と
読
ん
で
い
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

          
 



問
五 

忠
岑
や
躬
恒
が
撰
者
と
し
て
編
纂
し
た
勅
撰
和
歌
集
の
名
称
を
、
漢
字
で
記
せ
。 

【
５
点
】 

  

［
模
範
解
答
］ 

 

Ａ
５
古
今
和
歌
集 

 

［
ポ
イ
ン
ト
］ 

 

Ａ
【
５
点
】 

古
今
和
歌
集 

 

※
「
古
今
集
」
で
も
よ
し
と
す
る
。 

 

※
「
古
今
」
は
【
２
点
】
と
す
る
。 

 

※
仮
名
が
混
じ
る
表
記
は×

。 

        



第
２
回
１
０
月
名
大
模
試 

第
３
問 

漢
文 

採
点
基
準 

 

問
一 

ａ
＝
し
か
れ
ど
も 

 

（
２
点
） 

 
 

 

ｂ
＝
も
と
の
ご
と
し 

（
２
点
） 

 
 

 

ｃ
＝
す
く
な
し 

 
 

（
２
点
） 

 

※
正
解
は
解
答
例
の
み 

※
カ
タ
カ
ナ
書
き
は
✕ 

※
送
り
仮
名
の
な
い
も
の
は
✕ 

※
ａ
「
し
か
し
」、
ｂ
「
か
く
の
ご
と
し
」
な
ど
✕ 

   

問
二 

 

ａ
４
点 

銭
を
持
た
ざ
る
者
と
雖
も
、 

 

ｂ
２
点 

皆
善
薬
を
与
ふ
。
（
６
点
） 

 

※
ひ
ら
が
な
に
し
て
い
る
も
の
は
半
分
の
点
を
与
え
る
。 

※
読
み
順
の
違
い
、
脱
字
は
✕ 

 

ａ
「
銭
を
持
た
ざ
る
者
と
雖
も
、」 

４
点 

 

※
「
い
へ
ど
も
」
が
「
い
え
ど
も
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
△
減
点
１
点
。 

 

ｂ
「
皆
善
薬
を
与
ふ
。
」
の
訳 

２
点 

 

※
「
皆
に
」
は
✕  

 

※
「
善
い
薬
」
は
✕ 

 

※
「
与
ふ
」
が
「
与
う
」
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
△
減
点
１
点 

 

※
「
与
え
る
」
は
✕ 

    



 

問
三 

 

ａ
３
点 

借
金
を
返
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
推
し
量
る
と
、 

 

ｂ
２
点 

そ
の
都
度
借
用
証
文
を
焼
き
捨
て
、 

 

ｃ
３
点 

最
後
ま
で
二
度
と
返
済
を
迫
ら
な
か
っ
た
。
（
８
点
） 

  

ａ
「
報
ず
る
能
は
ざ
る
を
度
り
」
の
訳 

３
点 

 

※
「
報
ず
る
」
の
内
容
に
１
点 

 

※
「
能
は
ざ
る
」
に
１
点 

 

※
「
度
り
」
の
訳
に
１
点 

 
 

「
～
し
た
時
に
は
」「
～
で
き
な
い
と
」
な
ど
は
✕ 

 

ｂ
「
輒
ち
券
を
焚
き
」
の
訳 

２
点 

 

※
「
輒
ち
」
に
１
点 

 
 

「
す
ぐ
に
（
即
）」「
そ
こ
で
（
乃
）」
は
✕ 

 

※
「
券
を
焚
き
」
に
１
点 

 
 

「
券
」
の
ま
ま
は
✕ 

 

Ｃ
「
終
に
復
た
言
は
ず
」
の
訳 

３
点 

 

※
「
終
に
」
に
１
点 

 

※
「
復
た
～
ず
」
に
１
点 

 

※
「
言
は
」
に
１
点 

 
 

単
に
「
言
わ
な
か
っ
た
」
の
よ
う
に
、
内
容
を
言
っ
て
い
な
い
も
の
は
✕ 

     



 

問
四 

 

ａ
２
点 

私
は
利
益
を
追
求
し
て
、 

 

ｂ
２
点 

そ
れ
で
妻
子
を
養
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
（
４
点
） 

  

ａ
「
清
は
利
を
逐
ひ
て
」
の
訳 

２
点 

 

※
「
宋
清
は
」
は
△
減
点
１
点 

 

ｂ
「
以
て
妻
子
を
活
か
す
の
み
」
の
訳 

２
点 

 

※
「
～
生
か
し
て
い
る
」「
～
生
き
さ
せ
て
い
る
」
は
△
減
点
１
点 

※
「
～
生
か
し
て
い
る
」「
～
生
き
さ
せ
て
い
る
」
は
△
減
点
１
点 

※
「
耳
（
の
み
）」
の
限
定
の
意
が
欠
け
て
い
る
も
の
は
△
減
点
１
点 

   



 

問
五 

 

ａ
１
点 

代
金
を
払
え
な
い
者
に
善
い
薬
を
与
え
た
り
、 

 

ｂ
１
点 

借
金
を
返
せ
な
い
者
に
返
済
を
求
め
な
い
の
は
、 

 

ｃ
２
点 

遠
い
先
の
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、 

 

ｄ
３
点 

そ
の
人
た
ち
の
中
か
ら
大
官
に
な
っ
た
り
し
て
出
世
す
る
者
が
出
た
時
に
、 

 

ｅ
３
点 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ｆ 

薬
の
代
金
ど
こ
ろ
で
は
な
い
大
き
な
報
謝
が
見
込
め
る
か
ら
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
。
（
１
０
点
） 

   

ａ
ｂ
「
そ
の
人
た
ち
（
ｄ
）」
の
内
容 

２
点 

 

※
「
貧
し
い
者
を
救
う
こ
と
で
」
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
場
合
は
減
点
１
点 

 

ｃ
「
遠
し
」「
遠
き
故
に
」
の
要
素 

２
点 

 

ｄ
「
出
世
す
る
者
が
出
た
ら
」
の
要
素 

３
点 

 

ｅ
「
大
な
り
」
の
内
容 

３
点 

 

ｆ
文
末
の
「
と
い
う
こ
と
」
の
有
無
は
不
問
。 

  



 

問
六 

 

ａ
１
点 

勢
力
が
あ
る
時
は 

 

ｂ
１
点 

く
っ
つ
き
、 

 

ｃ
１
点 

衰
え
れ
ば
、 

 

ｄ
１
点 

離
れ
て
行
く
（
４
点
） 

  

ａ
「
炎
に
し
て
」
の
内
容 

１
点 

 

ｂ
「
附
き
」
の
内
容 

１
点 

 

ｃ
「
寒
に
し
て
」
の
要
素 

１
点 

 

ｄ
「
棄
つ
」
の
要
素 

１
点 

 

※
ａ
か
ｃ
が
✕
の
場
合
は
ｂ
と
ｄ
も
✕ 

  



問
七 

 

ａ
３
点 

宋
清
は
市
井
の
一
商
人
で
あ
り
な
が
ら 

 

ｂ
２
点 

相
手
の
勢
力
の
有
無
に
よ
っ
て
接
し
方
を
変
え
た
り
、 

 

ｃ
２
点 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ｄ
３
点 

 
 

目
先
の
利
益
を
追
い
求
め
る
よ
う
な 

「
市
道
の
交
り
」
を
し
な
い
。 

 

ｅ 
 

 

ｆ
１
点 

む
し
ろ 

朝
廷
や
官
庁
や
学
校
に
い
て
、 

 

ｅ
３
点 

自
ら
士
大
夫
と
称
す
る
者
た
ち
の
中
に
、 

 

ｇ
４
点 

そ
う
し
た
「
市
道
の
交
り
」
を
な
す
者
が
い
る
の
は
情
な
い
こ
と
で
、 

 

ｈ
４
点 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ｉ 

士
大
夫
た
ち
は
宋
清
を
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

と
い
う
こ
と
。
（
２
２
点
） 

  

ａ
「
清
は
市
に
居
り
て
」
の
要
素 

３
点 

 

※
「
宋
清
は
」
が
明
記
さ
れ
て
い
な
場
合
は
、
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
全
て
✕ 

 

※
「
一
商
人
で
あ
る
が
」
の
要
素
が
無
い
も
の
は
減
点
２
点 

 

ｂ
「
市
道
の
交
り
（
ｄ
）」
の
内
容
の
一
つ 

２
点 

 

※
「
炎
に
し
て
～
棄
つ
」
の
部
分 

 

ｃ
「
市
道
の
交
り
（
ｄ
）」
の
内
容
の
一
つ 

２
点 

 

※
「
清
の
利
を
～
遠
し
」
の
部
分 

 

ｄ
「
市
道
を
為
さ
ず
」
の
要
素 

３
点 

 

※
本
文
そ
の
ま
ま
で
「
市
道
を
行
わ
な
い
」
の
よ
う
な
も
の
は
減
点
２
点 

 

ｅ
「
士
大
夫
を
以
て
自
ら
名
の
る
者
」
の
要
素 

３
点 

 

※
自
ら
称
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
欠
け
て
い
る
も
の
は
減
点
１
点 

 
 

さ
ら
に
「
～
の
中
に
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
な
い
も
の
は
合
わ
せ
て
減
点
２
点 

 

ｆ
「
朝
廷
に
居
り
～
に
居
り
」
の
要
素 

１
点 

 



ｇ
「
反
っ
て
争
ひ
て
～
悲
し
い
か
な
」
の
要
素 

４
点 

 
 ｈ

筆
者
の
「
言
い
た
い
こ
と
」
の
要
素 

４
点 

 

ｉ
文
末
の
「
～
と
う
い
こ
と
」
の
有
無
は
不
問 
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