
 

２
０
１
８
年
度 

第
２
回
10
月 

京
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
。 

Ｄ 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 

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

ｄ 

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

ｅ 

字
数
指
定
の
あ
る
設
問
で
、
制
限
字
数
の
半
分
に
満
た
な
い
場
合
は
「
字
数
不
足
」
と
記
し
、
全
体×

と
し
て
、
０
点
と
し
ま
す
。

こ
の
原
則
と
異
な
る
採
点
を
す
る
場
合
は
、
採
点
基
準
で
指
示
し
ま
す
。 

 



 

一
（
評
論
）
文
系
・
理
系 

共
通
問
題 

採
点
基
準 

 

（
合
計
＝
文
系
50
点
・
理
系
40
点
） 

  

問
一 

各
１
点
（
計
５
点
） 

  
 
 

（
ア
） 

衰
微 

 
 

（
イ
） 

軽
蔑 

 
 
 

（
ウ
） 

陥 
 
 
 

（
エ
） 

壊
乱
（「
潰
乱
」
も
可
） 

 
 

（
オ
） 

面
目 

  
  

問
二 

文
系
・
理
系 

共
通
問
題 

９
点 

 
（
模
範
解
答
例
） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ａ
① 

１
点 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ
② 

２
点 

プ
ラ
ト
ン
が
真
実
と
す
る
も
の
は
、
人
類
が
理
想
と
す
る
完
全
な
る
も
の
で
あ
る
が
、 

 

Ｂ
① 

１
点 

 
 
 
 
 

Ｂ
② 

２
点 

現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
、
そ
の
理
想
に
近
づ
け
よ
う
す
る
過
程
の
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、 

 

Ｃ
① 

１
点 

 
 
 
 
 

Ｃ
② 

２
点 

芸
術
作
品
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
模
倣
し
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

 
 
 

 

※
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
に
関
し
て
部
分
採
点 

 

Ａ 

①
「
プ
ラ
ト
ン
が
真
実
と
す
る
も
の
は
」（
１
点
） 

②
「
人
類
が
理
想
と
す
る
完
全
な
る
も
の
で
あ
る
が
」（
２
点
） 

 

※
プ
ラ
ト
ン
の
理
想
形
の
説
明
。 

 

△
②
に
つ
い
て
、
「
完
全
な
も
の
で
あ
る
が
」
は
、「
人
類
の
理
想
と
す
べ
き
も
の
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
な
い
の
で
▲
１
点
減
点

で
△
１
点
。 

 
 
 

Ｂ 

①
「
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
」（
１
点
） 

②
「
そ
の
理
想
に
近
づ
け
よ
う
す
る
過
程
の
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
」（
２
点
） 

 

※
現
実
の
存
在
す
る
も
の
の
説
明
。 

 

△
②
に
つ
い
て
、
「
不
完
全
な
も
の
で
」
は
、「
理
想
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
」
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
の
で
▲
１
点
減
点
で
△

１
点
。 

 
 

Ｃ 

①
「
芸
術
作
品
は
」（
１
点
） 

②
「
さ
ら
に
そ
れ
を
模
倣
し
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」（
２
点
） 

 

※
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
説
明
。 

 
×

①
に
つ
い
て
、「
絵
画
は
」
は
具
体
例
が
一
般
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、×

０
点
。 

 

△
②
に
つ
い
て
、「
理
想
の
『
影
』
で
あ
る
現
実
を
さ
ら
に
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
」
は
、
比
喩
表
現
で
あ
る
「
影
」
の
一
般
化
が
で

き
て
い
な
い
の
で
▲
１
点
減
点
で
△
１
点
。 



 

問
三 

文
系
の
み 

10
点 

 

（
模
範
解
答
例
） 

  
 
 
 
 

Ａ
① 

１
点 

 
 
 
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
る
芸
術
は
、 

 
 
 
 
 

Ａ
② 

２
点 

人
間
一
般
の
運
命
を
現
し
、 

 

Ａ
③ 

２
点 

普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、 

 

Ｂ
① 

１
点 

「
警
察
が
使
う
似
顔
」
と
は
、 

 

Ｂ
② 

２
点 

個
別
的
な
も
の
と
し
て
人
間
が
日
常
的
に
生
活
を
す
る
状
況
を 

 

Ｂ
③ 

２
点 

忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

  

※
Ａ
・
Ｂ
に
関
し
て
部
分
採
点 

 

Ａ 

①
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
る
芸
術
は
」（
１
点
） 

 

※
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
の
説
明
。 

 
 Ａ 

②
「
人
間
一
般
の
運
命
を
現
し
」
（
２
点
） 

 

※
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
は
「
人
間
一
般
を
扱
う
も
の
」
で
あ
る
こ
と
の
説
明
。 

 

Ａ 

③
「
普
遍
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
」
（
２
点
） 

 

※
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
は
「
普
遍
性
を
持
つ
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
。 

 

Ｂ 

①
「
『
警
察
が
使
う
似
顔
』
と
は
」
（
１
点
） 

 

※
「
警
察
の
使
う
似
顔
」
の
説
明
。 

 

Ｂ 

②
「
個
別
的
な
も
の
と
し
て
人
間
が
日
常
的
に
生
活
を
す
る
状
況
を
」
（
２
点
） 

 

※
「
警
察
の
使
う
似
顔
」
は
「
個
別
的
で
日
常
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
。 

 

△
「
個
々
の
も
の
の
『
影
』
を
」
は
、
比
喩
表
現
で
あ
る
「
影
」
の
一
般
化
が
で
き
て
い
な
い
の
で
▲
１
点
減
点
で
△
１
点
。 

 

Ｂ 

③
「
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
（
２
点
） 

 

※
「
警
察
の
使
う
似
顔
」
は
「
忠
実
な
再
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
」
の
説
明
。 

 

△
「
再
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
は
、
「
忠
実
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
の
で
▲
１
点
減
点
で
△
１
点
。 



 

 
問
四
（
理
系
問
三
） 

12
点 

 

（
模
範
解
答
例
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ａ 

３
点 

 
 
 
 

人
間
は
自
然
現
象
に
対
し
て
、
美
し
い
も
の
と
し
て
の
意
識
を
は
じ
め
か
ら
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、 

 
 
 
 
 

Ｂ 
３
点 

美
を
創
作
す
る
芸
術
家
が
作
品
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

 

Ｃ 

３
点 

そ
こ
に
は
じ
め
て
美
を
感
じ
取
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
と
、 

 

Ｄ 

３
点 

美
と
し
て
の
自
然
は
芸
術
家
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
。 

 
 
 

 

※
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
に
関
し
て
部
分
採
点 

 

Ａ 

「
人
間
は
自
然
現
象
に
対
し
て
、
美
し
い
も
の
と
し
て
の
意
識
を
は
じ
め
か
ら
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
」（
３
点
） 

 

※
傍
線
部
後
の
具
体
例
「
霧
の
美
を
人
々
は
見
な
か
っ
た
」
を
一
般
化
し
て
説
明
。 

 

△
「
自
然
を
厄
介
な
も
の
と
思
っ
て
い
た
」
は
、
具
体
例
が
一
般
化
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
▲
２
点
減
点
で
△
１
点
。 

 

Ｂ 

「
美
を
創
作
す
る
芸
術
家
が
作
品
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」（
３
点
） 

 

※
傍
線
部
後
の
具
体
例
「
画
家
に
描
か
れ
て
」
を
一
般
化
し
て
説
明
。 

 

△
「
芸
術
家
が
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
」
は
、
具
体
例
が
一
般
化
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
▲
２
点
減
点
で
△
１
点
。 

 

△
「
人
間
が
自
然
を
作
品
化
し
て
」
は
、
芸
術
家
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
き
れ
て
い
な
い
の
で
▲
２
点
減
点
で
△
１
点
。 

 
×

「
人
間
が
自
然
を
模
倣
し
て
」
は
、
芸
術
家
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
な
い
の
で×

０
点
。 

 

Ｃ 

「
そ
こ
に
は
じ
め
て
美
を
感
じ
取
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
と
」（
３
点
） 

 

※
傍
線
部
後
の
具
体
例
「
初
め
て
美
し
い
霧
と
し
て
」
を
一
般
化
し
て
説
明
。 

 
×

「
美
し
い
も
の
に
変
え
る
と
」
は
、
創
作
の
意
味
が
失
わ
れ
る
の
で×

０
点
。 

 
×

「
自
然
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
」
は
、
創
作
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で×

０
点
。 

 

Ｄ 

「
美
と
し
て
の
自
然
は
芸
術
家
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
」（
３
点
） 

 

※
傍
線
部
の
言
い
換
え
。 

                



 

問
五
（
理
系
問
四
） 

14
点 

 

（
模
範
解
答
例
） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ａ 

２
点 

 
 
 
 

古
代
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
芸
術
観
は
、 

 
 
 
 

芸
術
を
否
定
的
な
も
の
に
見
る
か
肯
定
的
な
も
の
に
捉
え
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、 

 

Ｂ
① 
２
点 

 
 

Ｂ
② 

２
点 

模
倣
の 

 
 
 
 

技
術
で
あ
り
、 

 

Ｃ 

２
点 

人
間
に
と
っ
て
の
普
遍
性
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、 

 

Ｄ 

２
点 

こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
に
代
表
さ
れ
る
近
代
の
芸
術
観
は
、 

美
の
創
造
こ
そ
が
芸
術
で
あ
り
、 

 

Ｅ 

２
点 

そ
れ
は
絶
対
的
自
由
を
持
つ
天
才
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、 

 

Ｆ 

２
点 

ひ
た
す
ら
美
を
追
求
し
て
い
く
と
い
う
道
徳
的
な
制
約
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
る
。 

   

※
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
に
関
し
て
部
分
採
点 

 

Ａ 

「
古
代
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
芸
術
観
は
、 

 
 
 

芸
術
を
否
定
的
な
も
の
に
見
る
か
肯
定
的
な
も
の
に
捉
え
る
か
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
」（
２
点
） 

 

※
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
相
違
点
を
指
摘
。 

 
 Ｂ 

①
②
「
模
倣
の
技
術
で
あ
り
」（
２
点
・
２
点
） 

 

※
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
共
通
点
を
指
摘
。 

 

Ｃ 

「
人
間
に
と
っ
て
の
普
遍
性
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
」（
２
点
） 

 

※
古
代
の
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
共
通
点
を
指
摘
。 

 

Ｄ 

「
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
に
代
表
さ
れ
る
近
代
の
芸
術
観
は
、 

美
の
創
造
こ
そ
が
芸
術
で
あ
り
」（
２
点
） 

 

※
近
代
の
芸
術
観
の
う
ち
、
「
第
一
に
」
と
さ
れ
て
い
る
点
の
指
摘
。 

 

Ｅ 

「
そ
れ
は
絶
対
的
自
由
を
持
つ
天
才
に
よ
っ
て
な
さ
れ
」（
２
点
） 

 

※
近
代
の
芸
術
観
の
う
ち
、
「
第
二
に
」
と
さ
れ
て
い
る
点
の
指
摘
。 

 

△
単
に
「
天
才
に
よ
っ
て
な
さ
れ
」
は
、
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
の
で
▲
１
点
減
点
で
△
１
点
。 

 

Ｆ 

「
ひ
た
す
ら
美
を
追
求
し
て
い
く
と
い
う
道
徳
的
な
制
約
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
る
」（
２
点
） 

 

※
近
代
の
芸
術
観
の
う
ち
、
「
第
三
に
」
と
さ
れ
て
い
る
点
の
指
摘
。 

 

 

△
「
真
実
や
普
遍
は
問
題
で
は
な
い
」
は
、
古
代
の
否
定
で
現
代
そ
の
も
の
を
完
全
に
は
説
明
で
き
て
い
な
い
の
で
▲
１
点
減

点
で
△
１
点
。 

 
 

  



 

第
２
問 

採
点
基
準 

 
問
一 

８
点 

              

Ａ 

３
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ｂ 

１
点 

（
模
範
解
答
例
）
昨
今
の
文
化
学
の
趨
勢
に
相
応
し
た
至
極
穏
当
な
翻
訳
の
定
義
で
は
あ
る
が
、
結
局
は
空
疎
な
も
の
で
あ
り
、 

             
Ｃ 

２
点                                

Ｄ 

２
点 

 
 
 
 
 
 

簡
潔
に
翻
訳
を
定
義
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
当
た
り
障
り
の
な
い
空
虚
な
発
言
に
行
き
着
く
ほ
か
に
な 

  
 
 
 
 
 

い
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

Ａ 

本
文
の
「
昨
今
の
文
化
学
の
趨
勢
に
も
目
配
り
の
利
い
た
至
極
穏
当
な
定
義
」
に
対
応
す
る
。
本
文
そ
の
ま
ま
で
も
ち
ろ

ん
Ｏ
Ｋ
。
ほ
ぼ
同
義
の
答
案
で
よ
い
。
「
至
極
」
は
な
く
て
も
よ
い
。
「
定
義
」
も
「
も
の
」
と
し
て
い
て
も
よ
い
。
「
昨
今

の
文
化
学
の
趨
勢
に
相
応
し
た
」
の
要
素
が
２
点
。
「
至
極
穏
当
な
」
の
要
素
が
１
点
。 

 

Ｂ 

こ
こ
は
本
文
の
「
実
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
」
を
承
け
て
い
る
。
本
文
そ
の
ま
ま
の
言
い
方
で
も
も
ち
ろ
ん
よ

い
。
Ｄ
に
も
「
空
虚
」
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
「
何
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
」
に
対
応
す
る
表
現
を
求
め
て
い
る
。 

 

Ｃ 

本
文
の
「
短
い
言
葉
で
言
い
表
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
」
に
対
応
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
義
の
説
明
が
あ
れ
ば
２
点
。 

 

Ｄ 

本
文
の
「
当
た
り
障
り
の
な
い
う
つ
ろ
に
行
き
着
く
ほ
か
な
い
」
に
対
応
し
て
い
る
。
「
う
つ
ろ
」
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て

い
て
も
全
く
問
題
な
し
。
「
当
た
り
障
り
の
な
い
」
と
「
う
つ
ろ
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
１
点
ず
つ
。 

   
 



 

問
二  

１０
点 

               

Ａ 

２
点 

（
模
範
解
答
例
）
原
テ
ク
ス
ト
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
間
の
乖
離
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
の
翻
訳
の
技
術
的
操
作
は
、
表
現 

             
Ｂ 

３
点                                        

Ｃ 

２
点 

 
 
 
 
 
 

の
意
味
の
み
な
ら
ず
、
響
き
や
リ
ズ
ム
の
再
現
が
求
め
ら
れ
、
原
テ
ク
ス
ト
の
相
似
物
を
作
り
出
す
だ
け
の
単 

                             

Ｄ 

２
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｅ 

１
点 

 
 
 
 
 
 

純
作
業
で
は
な
く
、
多
声
的
な
テ
ク
ス
ト
の
生
成
を
目
指
す
、
新
た
な
文
学
作
品
を
創
造
す
る
営
み
と
も
言
え 

  
 
 
 
 
 

る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。 

 

Ａ 

本
文
の
「
翻
訳
の
現
場
で
迫
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
（
い
わ
ば
技
術
的
）
選
択
肢
は
、
～
（
中
略
）
～ 

原
テ
ク
ス
ト
と
翻 

訳
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
の
乖
離
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
採
用
さ
れ
る
」
と
い
う
個
所
を
ま
と
め
た
も
の
。 

 

①
「
原
テ
ク
ス
ト
と
翻
訳
テ
ク
ス
ト
の
あ
い
だ
の
乖
離
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
」
と
②
「
（
翻
訳
の
）
技
術
的
操
作
」
と
に 

分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
各
１
点
と
い
う
目
安
で
採
点
す
る
。
①
は
ほ
ぼ
同
意
な
ら
許
容
。
②
は
「
技
術
的
選
択 

 

（
肢
）
」
も
も
ち
ろ
ん
許
容
す
る
。
「
操
作
」
も
「
手
法
」
「
技
法
」
「
や
り
方
」
な
ど
の
類
義
の
表
現
も
広
く
許
容
す
る
。 

 

Ｂ 

本
文
の
「
意
味
だ
け
で
な
く
響
き
や
リ
ズ
ム
の
再
現
も
も
と
め
ら
れ
る
」
に
対
応
す
る
。
こ
こ
は
こ
の
答
案
の
重
要
ポ
イ 

ン
ト
。
多
く
の
答
案
が
本
文
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
文
そ
の
ま
ま
で
も
よ
い
。
「
（
表 

現
の
）
意
味
の
み
な
ら
ず
」
と
同
等
の
表
現
が
な
け
れ
ば
１
点
減
点
し
て
２
点
と
す
る
。 

 

Ｃ 

こ
こ
は
本
文
の
「
た
ん
に
等
価
物
に
代
わ
る
相
似
物
と
い
っ
て
も
」
と
い
う
表
現
に
即
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
等
の
表
現
と 

見
な
せ
る
も
の
は
広
く
許
容
す
る
。
例
え
ば
「
た
だ
元
の
テ
ク
ス
ト
に
似
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
」 

「
単
に
言
葉
を
置
き
換
え
れ
ば
よ
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
」
な
ど
は
加
点
し
て
よ
い
。
微
妙
に
ズ
レ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ 

る
よ
う
な
も
の
は
１
点
と
す
る
。 

 

Ｄ 

本
文
の
「
多
声
的
な
テ
ク
ス
ト
の
生
成
を
念
頭
に
置
い
た
」
に
対
応
す
る
。
こ
こ
も
Ｂ
と
同
様
に
こ
の
答
案
に
必
須
の
内 

容
。 

 

Ｅ 

傍
線
部
内
の
「
す
ぐ
れ
て
文
学
的
か
つ
創
作
的
作
業
」
と
い
う
表
現
を
答
案
に
も
う
一
度
示
し
て
い
る
だ
け
の
個
所
だ
が
、

答
案
の
ま
と
め
と
し
て
は
必
要
。
本
文
の
少
し
後
に
「
創
造
的
可
能
性
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
し
て
い
て

も
構
わ
な
い
。 

  
 



 

問
三 

１０
点 

                        

Ａ 

１
点                                                     

Ｂ 

４
点 

（
模
範
解
答
例
）
翻
訳
と
は
、
原
文
の
表
現
に
相
応
し
い
訳
語
を
見
つ
け
て
終
わ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
翻
訳
行
為
が
抱 

  
 
 
 
 
 

え
込
む
恣
意
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
創
造
的
な
可
能
性
へ
と
開
く
方
法
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
抽
象 

            

Ｃ 
２
点         

Ｄ 

３
点 

 
 
 
 
 
 

化
の
作
業
で
あ
り
、
自
分
の
具
体
的
な
翻
訳
行
為
を
客
観
的
な
視
点
か
ら
懐
疑
す
る
と
い
う
視
点
に
立
つ
こ
と 

  
 
 
 
 
 

が
求
め
ら
れ
る
か
ら
。 

 

Ａ 

傍
線
部
と
相
反
す
る
内
容
を
前
提
と
し
て
示
す
も
の
。
ほ
ぼ
同
内
容
と
判
断
で
き
る
答
案
な
ら
広
く
許
容
し
て
よ
い
。 

 

Ｂ 

本
文
の
「
翻
訳
と
い
う
行
為
が
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
恣
意
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
創
造
的
可
能
性
に
む
け
て
ひ
ら
く
方 

法
に
つ
い
て
考
え
る
」
に
対
応
す
る
。
本
文
そ
の
ま
ま
で
も
も
ち
ろ
ん
よ
い
。
「
翻
訳
行
為
が
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
恣
意
性 

や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
」
に
２
点
、
「
創
造
可
能
性
へ
と
開
く
」
に
２
点
と
い
う
目
安
で
採
点
す
る
。 

 

Ｃ 

Ｂ
の
作
業
が
「
抽
象
化
の
作
業
」
で
あ
る
こ
と
を
答
案
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
出
来
て
い
れ
ば
２
点
与
え
る
。 

 

Ｄ 

本
文
に
こ
れ
と
同
等
の
記
述
は
な
い
が
、
例
え
ば
「
一
日
無
邪
気
に
浮
か
れ
て
い
ら
れ
た
の
に
、
気
が
つ
い
た
ら
や
け
に 

疑
り
深
く
て
た
め
ら
い
が
ち
な
翻
訳
者
に
な
り
か
か
っ
て
い
た
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
を
抽
象
的
に
ま
と
め
た
内 

容
。
採
点
に
当
た
っ
て
は
、
「
翻
訳
者
が
自
分
の
翻
訳
行
為
を
客
観
的
に
見
つ
め
懐
疑
す
る
」
と
い
う
内
容
が
明
確
に
読
み 

取
れ
る
な
ら
２
点
与
え
て
よ
い
。
そ
の
時
、
単
に
「
客
観
的
に
見
直
す
」
と
い
う
だ
け
で
、
「
懐
疑
す
る
・
疑
う
」
と
い
う 

意
味
が
読
み
取
れ
な
い
場
合
は
２
点
と
す
る
。 

  
 



 

問
四 

１０
点 

              

Ａ 

３
点 

（
模
範
解
答
例
）
人
間
の
内
奥
に
は
、
様
々
な
固
有
の
感
情
を
惹
き
起
こ
す
文
字
に
し
難
い
声
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
筆 

             
Ｂ 

２
点                                              

Ｃ 

２
点 

 
 
 
 
 
 

者
が
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
何
と
か
聴
き
取
り
え
た
と
考
え
る
そ
の
声
を
、
日
本
語
を
使
っ
て
生
き
る
読
者
に
、
そ 

            

Ｄ 
２
点                                     

Ｅ 

１
点 

 
 
 
 
 
 

の
内
面
に
あ
る
も
の
と
は
異
質
な
声
と
し
て
わ
ず
か
で
も
聴
き
取
り
え
る
よ
う
に
文
字
に
託
し
て
表
現
す
る
と 

  
 
 
 
 
 

い
う
こ
と
。 

 

Ａ 

本
文
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ
ブ
ッ
キ
の
引
用
中
に
あ
る
「
声
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
ま
と
め
た
も
の
。
「
声
」
は
人
間
の
内 

奥
に
存
在
し
、
そ
れ
が
そ
の
人
間
に
（
様
々
な
）
感
情
を
惹
き
起
こ
す
、
と
い
う
説
明
が
読
み
取
り
う
る
答
案
は
３
点
与
え
る
。

「
感
情
を
惹
き
起
こ
す
」
と
い
う
説
明
が
な
け
れ
ば
１
点
。
ま
た
、
全
く
的
外
れ
の
説
明
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
稚
拙
で

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

 

Ｂ 

Ａ
の
「
声
」
を
、
筆
者
が
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
聴
き
取
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
な
ら
、
２
点
与
え
て
よ
い
。
Ａ
と
Ｂ 

の
内
容
を
ま
と
め
た
よ
う
な
形
の
答
案
も
き
っ
と
出
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
場
合
も
、
Ａ
・
Ｂ
の
内
容
が
明
確 

に
示
せ
て
い
る
か
ど
う
か
を
し
っ
か
り
と
吟
味
す
る
。 

 

Ｃ 

傍
線
部
の
「
日
本
語
の
内
側
に
い
る
読
者
」
を
的
確
に
説
明
し
た
内
容
。
「
日
本
人
」
あ
る
い
は
「
日
本
（
人
）
の
読 

 

者
」
と
い
っ
た
答
案
に
は
点
数
を
与
え
な
い
。
「
日
本
語
話
者
」
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
Ｏ
Ｋ
。
要
す
る
に
、
日
本
語
を
使
っ
て 

い
る
人
間
と
い
う
こ
と
。 

 

Ｄ 

筆
者
が
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
つ
か
ん
だ
「
声
」
が
、
日
本
語
を
使
っ
て
い
る
人
間
の
内
面
の
「
声
」
と
し
異
質
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
が
答
案
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
し
っ
か
り
吟
味
す
る
。
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
読
み
取
れ
れ
ば
△
１
点
与
え
る
。
答
案
の
ど
こ
に
示
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
。 

 

Ｅ 

こ
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
聴
き
取
り
え
る
よ
う
に
」
の
個
所
に
あ
る
。
「
日
本
語
話
者
に
も
伝
わ
る
よ
う
に
」
と
い
っ
た
言 

い
方
で
も
よ
い
。
こ
れ
も
答
案
の
ど
こ
に
示
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
。 

  
 



 

問
五 

１２
点 

                         

Ａ 

６
点 

（
模
範
解
答
例
）
小
説
家
は
、
同
時
代
を
生
き
る
人
々
が
内
に
秘
め
る
固
有
の
声
と
し
て
の
感
情
を
、
表
現
の
困
難
さ
を
承
知 

                                                         

Ｂ 

３
点 

 
 
 
 
 
 

の
上
で
作
品
に
書
き
留
め
る
。
そ
の
翻
訳
者
は
、
自
分
が
外
国
語
の
文
字
か
ら
天
啓
の
ご
と
く
聴
き
取
り
え
た 

                                       

Ｃ 

３
点 

 
 
 
 
 
 

と
信
じ
る
そ
の
異
邦
人
の
声
を
、
幻
覚
で
な
い
か
疑
い
つ
つ
も
、
自
分
の
言
語
に
よ
っ
て
文
字
化
す
る
。
そ
れ 

  
 
 
 
 
 

が
翻
訳
と
い
う
営
み
で
あ
る
。 

 

Ａ 

本
文
の
ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ
ブ
ッ
キ
の
引
用
の
最
初
の
文
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
説
明
を
ま
と
め
た
内
容
で
あ
る
。 

 

「
わ
た
し
た
ち
が
生
涯
愛
し
た
人
間
た
ち
」
を
「
同
時
代
に
生
き
る
人
々
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
「
声
」
は
、
す
な 

わ
ち
「
内
面
の
感
情
」
で
あ
る
が
、
タ
ブ
ッ
キ
は
「
そ
う
し
た
声
た
ち
は
、
誰
に
も
み
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
宝
石
箱
の 

宝
石
み
た
い
に
し
て
仕
舞
い
込
ん
で
あ
っ
て
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
「
内
に
秘
め
る
固
有
の
声
と
し
て
の
感
情
」
と
説
明 

し
た
の
で
あ
る
。
「
表
現
の
困
難
さ
を
承
知
の
上
で
」
と
は
、
や
は
り
タ
ブ
ッ
キ
が
「
け
れ
ど
、
そ
の
声
た
ち
を
、
ど
う
し 

た
ら
取
り
も
ど
せ
る
と
い
う
の
か
」
と
反
語
的
に
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
も
、
他
者
の
声
を 

聞
き
取
れ
る
瞬
間
は
「
僥
倖
の
よ
う
に
し
て
訪
れ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
Ａ
の
個
所
は
、
タ
ブ
ッ
キ
が
比
喩
や 

反
語
を
使
っ
て
述
べ
て
い
る
内
容
を
、
論
理
の
言
葉
に
置
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
な
が
ら
、 

答
案
の
吟
味
に
当
た
っ
て
ほ
し
い
。 

 
 

具
体
的
に
は
、
次
の
二
点
を
目
安
と
す
る
。 

 
 

① 

「
同
時
代
に
生
き
る
人
々
が
内
に
秘
め
る
固
有
の
声
と
し
て
の
感
情
」
で
４
点
。
「
同
時
代
に
生
き
る
」
が
な
け
れ 

 
 

ば
３
点
。
そ
の
時
、
「
声
」
が
な
く
て
も
「
感
情
」
と
あ
れ
ば
よ
い
。
「
声
」
と
だ
け
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
感
情
」
で
あ 

 
 

る
こ
と
の
説
明
が
な
け
れ
ば
３
点
。
後
は
、
説
明
の
巧
拙
な
ど
を
勘
案
し
つ
つ
適
宜
減
点
す
る
。 

 
 

② 

「
表
現
の
困
難
さ
を
承
知
の
上
」
で
２
点
。
こ
れ
は
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
答
案
を
広
く
許
容
し
て
よ
い
。
例
え
ば
「
ひ 

 
 

た
す
ら
努
力
し
て
」
な
ど
は
許
容
。 

 

Ｂ 

本
文
の
「
殉
教
に
際
し
て
天
使
の
声
を
聴
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
、
音
楽
と
音
楽
家
た
ち
の
守
護
聖
人
、
聖
チ
ェ
チ
ー
リ
ア 

で
も
な
け
れ
ば
叶
え
ら
れ
そ
う
に
も
な
い
欲
望
」
と
い
う
記
述
を
「
天
啓
の
ご
と
く
聴
き
取
り
え
た
と
信
じ
る
」
と
説
明
し 

た
も
の
で
あ
る
。
「
天
啓
」
と
い
う
語
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
等
と
見
な
せ
る
説
明
は
必
須
。 

例
え
ば
、
「
神
か
ら
下
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
」
「
天
の
声
を
き
い
た
か
の
ご
と
く
」
の
よ
う
な
説
明
は
全
て
許
容
し
て
よ
い
。 

 

Ｃ 

本
文
の
「
「
音
声
に
よ
る
幻
覚
が
も
た
ら
す
何
も
の
か
を
知
覚
す
る
」
と
い
う
「
〈
魔
法
に
か
か
っ
た
〉
状
態
」
に
身
を

ゆ
だ
ね
る
」
と
い
う
記
述
に
よ
る
説
明
。
こ
こ
も
「
幻
覚
」
と
い
う
語
を
必
ず
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
同

等
の
説
明
と
見
な
せ
る
答
案
は
広
く
許
容
し
て
よ
い
。
と
も
か
く
「
幻
覚
（
幻
想
）
」
と
い
う
語
が
あ
れ
ば
、
１
点
与
え
て
よ

い
。 

  



第
三
問
（
古
文
『
唐
物
語
・
春
秋
左
氏
伝
』
） 

採
点
基
準 

 

問
一 
傍
線
部
（
１
）
を
、
文
意
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
こ
と
ば
を
補
っ
て
現
代
語
訳
せ
よ
。 

【
１
０
点
】 

  

［
傍
線
部
］
Ａ
１
こ
の
女
、
（
Ｂ
１
）
Ｃ
１
か
ば
か
り
み
に
く
き
人
と
も
知
ら
ず
、
Ｄ
２
あ
ひ
そ
め
に
け
れ
ば
、
Ｅ
１
く

や
し
き
こ
と
Ｆ
１
取
替
す
ば
か
り
に
Ｇ
１
お
ぼ
え
（
Ｅ
・
Ｆ
）
け
れ
ど
、
Ｈ
２
い
ふ
か
ひ
な
く
て
明
か
し
暮
ら
す 

 

［
解
答
例
］ 

Ａ
１
こ
の
妻
は
、
Ｂ
１
夫
が
Ｃ
１
こ
れ
ほ
ど
醜
い
男
で
あ
る
と
も
知
ら
ず
に
、
Ｄ
２
逢
う
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
Ｆ
１
夫
を
取
り
替
え
た
い
と
思
う
ほ
ど
に
Ｅ
１
（
結
婚
し
た
こ
と
が
）
残
念
に
Ｇ
１
思
わ
れ
た
（
Ｅ
・
Ｆ
）

け
れ
ど
、
Ｈ
２
ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
く
て
日
々
を
過
ご
す 

 

Ａ
【
１
点
】
こ
の
女
、 

→
 
 

こ
の
妻
は
、 

 

※
「
こ
の
女
は
・
賈
氏
の
妻
は
」
で
も
よ
い
。
「
賈
氏
の
女
は
」
は×

。
主
語
を
示
す
「
は
」
が
な
い
場
合
は×

。 

 

Ｂ
【
１
点
】
（
補
い
） 

→
 

夫
が 

 

※
Ｃ
も
Ｄ
も
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
こ
の
位
置
に
な
く
、
Ｄ
の
対
象
と
し
て
「
夫
に
」
と
な
っ
て
い
て
も
よ
い
。 

 

※
「
夫
」
は
「
賈
氏
・
結
婚
相
手
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

Ｃ
【
１
点
】
か
ば
か
り
み
に
く
き
人
と
も
知
ら
ず
、 

→
 

こ
れ
ほ
ど
醜
い
男
で
あ
る
と
も
知
ら
ず
に
、 

 

※
「
こ
れ
ほ
ど
」
は
「
こ
の
よ
う
に
・
か
く
も
」
な
ど
で
も
よ
い
。
こ
れ
が
な
い
場
合
は×

。 

 

※
「
醜
い
人
」
は
「
容
貌
（
容
姿
・
見
た
目
）
の
悪
い
人
・
不
細
工
な
人
」
な
ど
で
も
よ
い
。
「
人
」
が
な
い
「
こ
れ
ほ

ど
醜
い
と
知
ら
ず
」
で
も
よ
し
と
す
る
。 

 

※
「
知
ら
ず
に
」
は
「
し
ら
ず
・
知
ら
な
く
て
・
気
づ
か
な
く
て
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

Ｄ
【
２
点
】
あ
ひ
そ
め
に
け
れ
ば
、 

→
 
 

逢
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、 

 

※
「
逢
い
始
め
て
し
ま
っ
た
の
で
」
で
も
よ
い
。
ま
た
、
完
了
（
し
て
し
ま
う
）
の
意
が
な
い
「
逢
う
よ
う
に
な
っ
た
の

で
・
逢
う
始
め
た
の
で
」
で
も
よ
い
。 

 

※
「
逢
う
」
は
「
会
う
・
結
婚
す
る
・
契
り
を
結
ぶ
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

※
「
〜
す
る
よ
う
に
な
る
・
〜
し
始
め
る
」
の
意
が
な
い
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

Ｅ
【
１
点
】
く
や
し
き 

〜 

け
れ
ど
、 

→
 

残
念
に 

〜 

け
れ
ど
、 

 

※
「
残
念
だ
け
れ
ど
・
く
や
し
い
け
れ
ど
・
後
悔
し
た
け
れ
ど
・
悔
や
ん
だ
け
れ
ど
」
な
ど
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。
【
１

点
】
。
「
結
婚
し
た
こ
と
が
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

Ｆ
【
１
点
】
取
替
す
ば
か
り
に 

〜 

け
れ
ど
、 

→
 

夫
を
取
り
替
え
た
い
と
思
う
ほ
ど
に 

〜 

け
れ
ど
、 

 

※
「
夫
を
取
り
替
え
た
い
ほ
ど
だ
け
れ
ど
・
夫
を
取
り
替
え
た
い
け
れ
ど
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。
「
夫
を
」
が
な
い
場
合
は×

。 

 

Ｇ
【
１
点
】
お
ぼ
え 

→
 

思
わ
れ
た 

 

※
Ｅ
も
Ｆ
も
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
感
じ
た
」
で
も
よ
い
。
Ｅ
か
Ｆ
の
い
ず
れ
か
と
の
の
つ
な
が
り
で
こ
れ
が
あ
れ
ば
よ
い
。
自
発
的
な
意
が
含
ま
れ
な

い
「
思
っ
た
・
考
え
た
」
な
ど
は×

。 

 

Ｈ
【
２
点
】
い
ふ
か
ひ
な
く
て
明
か
し
暮
ら
す 

→
 

ど
う
に
も
し
よ
う
が
な
く
て
日
々
を
過
ご
す 

 

※
「
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
い
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
、
【
１
点
】
。 

 

※
「
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
・
暮
ら
し
て
い
た
・
生
活
し
て
い
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
、
【
１
点
】
。 

 



問
二 

傍
線
部
（
２
）
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。 

 

【
１
０
点
】 

  

［
解
答
例
］ 

Ａ
２
男
は
Ｂ
３
ま
っ
た
く
物
も
言
わ
ず
笑
い
も
し
な
い
Ｃ
２
妻
に
Ｄ
３
な
ん
と
か
物
を
言
わ
せ
、
笑
わ
せ

た
い
と
思
っ
て
努
め
た
が
、
そ
の
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
三
年
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

  

※
Ｄ
が
０
点
の
場
合
は
、
他
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

Ａ
【
２
点
】 

男
は 

※
Ｄ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
妻
（
女
）
に
働
き
か
け
た
人
物
が
「
男
」
と
明
ら
か
で
あ
れ
ば
よ
い
。
「
男
」
は
「
賈
氏
」
で
も
よ
い
。 

 

Ｂ
【
３
点
】 

ま
っ
た
く
物
も
言
わ
ず
笑
い
も
し
な
い 

※
Ｄ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
物
を
言
わ
な
い
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。
「
話
さ
な
い
・
喋
ら
な
い
」
な
ど
で
も
よ
い
。
「
話
せ
な
い
」
で
も

よ
し
と
す
る
。 

 

※
「
笑
わ
な
い
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。
「
笑
え
な
い
」
で
も
よ
し
と
す
る
。 

 

※
「
物
を
言
わ
な
い
」
と
「
笑
わ
な
い
」
の
両
方
の
意
が
あ
れ
ば
【
３
点
】
。 

 

※
「
物
を
言
わ
な
い
」
の
意
も
「
笑
わ
な
い
」
の
意
も
な
い
場
合
で
、
「
気
が
ふ
さ
い
で
い
る
」
の
意
が
あ
る
場
合
は
【
１

点
】
。 

 
 

た
だ
し
、
「
物
を
言
わ
な
い
」
の
意
か
「
笑
わ
な
い
」
の
意
の
い
ず
れ
か
、
も
し
く
は
両
方
が
あ
る
場
合
は
、
「
気
が

ふ
さ
い
で
い
る
」
で
は
得
点
で
き
な
い
。 

※
「
物
を
言
わ
な
い
」
の
意
も
、
「
笑
わ
な
い
」
の
意
も
、
「
気
が
ふ
さ
い
で
い
る
」
の
意
も
な
い
場
合
は×

。 

 

Ｃ
【
２
点
】 

妻
に 

※
Ｄ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
男
（
賈
氏
）
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
た
人
物
が
「
妻
」
と
明
ら
か
で
あ
れ
ば
よ
い
。
「
妻
」
は
「
女
」
で
も
よ
い
。 

 

Ｄ
【
３
点
】 

な
ん
と
か
物
を
言
わ
せ
、
笑
わ
せ
た
い
と
思
っ
て
努
め
た
が
、
そ
の
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま

三
年
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

 

※
「
物
を
言
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
で
き
ず
に
三
年
が
経
っ
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。
「
物
を
言
わ
せ
」
は
「
話

さ
せ
・
喋
ら
せ
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

※
「
笑
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
で
き
ず
に
三
年
が
経
っ
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。 

 

※
「
物
を
言
わ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
「
笑
わ
せ
よ
う
と
し
た
」
の
両
方
が
あ
り
「
で
き
ず
に
三
年
が
経
っ
た
」
の
意
が
あ

れ
ば
【
３
点
】
。 

 

※
「
物
を
言
わ
せ
よ
う
と
し
た
」
も
「
笑
わ
せ
よ
う
と
し
た
」
も
な
い
場
合
は×

。 

 

※
「
で
き
ず
」
は
「
効
果
が
な
く
・
甲
斐
も
な
く
・
変
化
も
な
く
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

※
文
意
が
ス
ム
ー
ズ
で
あ
れ
ば
「
努
め
た
」
は
な
く
て
よ
い
。
ス
ム
ー
ズ
で
な
い
場
合
は
適
宜
減
点
す
る
。 

 
 



問
三 

【
１
０
点
】 

 
［
解
答
例
］ 

Ａ
３
も
し
Ｂ
２
野
辺
に
出
て
沢
の
ほ
と
り
に
い
る
（
Ａ
）
雉
を
射
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

Ｃ
２
わ
が
妻
が
Ｄ
１
三
年
振
り
に
（
Ｃ
）
口
に
し
た
Ｅ
２
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
、
で
き
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。 

 

Ａ
【
３
点
】 

き
ぎ
す
得
ざ
ら
ま
し
か
ば 

 
 
 
 
→
 
 

も
し 

〜 

雉
を
射
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
ば
、 

 

※
「
射
と
め
る
・
弓
矢
で
得
る
」
の
意
が
な
く
、
「
得
る
・
手
に
入
れ
る
」
の
意
が
あ
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

※
仮
定
条
件
で
訳
し
て
い
な
い
場
合
は×

。
「
も
し
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

※
「
雉
（
き
じ
）
」
が
「
き
ぎ
す
」
の
マ
マ
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
全
体
か
ら
マ
イ
ナ
ス
１
点
。 

 

Ｂ
【
２
点
】 

野
沢
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 

野
辺
に
出
て
沢
の
ほ
と
り
に
い
る 

 

※
Ａ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
野
」
の
意
が
生
か
さ
れ
て
い
れ
ば
【
１
点
】
。 

 

※
「
沢
」
の
意
が
生
か
さ
れ
て
い
れ
ば
【
１
点
】
。 

 

※
た
だ
し
、
右
が
な
く
「
野
沢
の
」
の
マ
マ
で
あ
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

Ｃ
【
２
点
】 

妹
が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 

わ
が
妻
が 

〜 

口
に
し
た 

 

※
Ｅ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

 

※
Ｅ
の
「
こ
と
の
葉
」
が
「
妻
」
の
も
の
と
わ
か
れ
ば
よ
い
。
「
妻
」
は
「
あ
な
た
・
愛
し
い
あ
な
た
・
愛
す
る
人
」
な

ど
で
も
よ
い
。
「
妹
・
女
」
な
ど
は×

。 

 

※
「
わ
が
」
や
「
口
に
し
た
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

Ｄ
【
１
点
】 

三
年
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→
 
 

三
年
振
り
に 

 

※
Ｅ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
三
年
話
さ
な
か
っ
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
「
三
年
分
の
」
は×

。 

 

Ｅ
【
２
点
】 

聞
か
ま
し
や 

〜 

こ
と
の
葉
を 

 
→
 
 

言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
、
で
き
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

※
「
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
・
言
葉
は
聞
け
な
か
っ
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
「
こ
と
の
葉
」
は
「
声
」
で
も
よ
い
。 

  
 



問
四 

【
１
０
点
】 

  

［
解
答
例
］ 

Ａ
２
『
唐
物
語
』
で
は
、
Ｂ
１
沢
に
い
る
雉
を
あ
っ
と
い
う
間
に
射
と
め
る
ほ
ど
の
（
Ａ
）
夫
の
弓
の
腕

前
が
Ｃ
２
妻
の
心
を
つ
か
ん
だ
こ
と
（
Ａ
）
を
評
価
し
て
い
る
が
、
Ｄ
４
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
Ｅ
１
心
変
わ
り
し
て
自

分
と
距
離
を
置
く
妻
に
対
す
る
悲
し
み
を
詠
ん
だ
（
Ｄ
）
夫
の
歌
に
感
動
し
て
心
を
許
し
た
妻
の
優
雅
さ
を
評
価
し
て
い
る
。 

 

Ａ
【
２
点
】 

『
唐
物
語
』
で
は
、 

〜 

夫
の
弓
の
腕
前
が 

〜 

を
評
価
し
て
い
る 

 

※
「
『
唐
物
語
』
で
は
、
夫
（
男
・
賈
氏
）
の
弓
の
腕
前
を
評
価
し
て
い
る
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
「
評
価
し
て
い
る
」
は
「
ほ
め
て
い
る
」
な
ど
で
も
よ
い
。
右
の
内
容
が
あ
っ
て
も
、
「
評
価
し
て
い
る
」
に
相
当
す

る
語
が
な
い
場
合
は×

。 

 

Ｂ
【
１
点
】 

沢
に
い
る
雉
を
あ
っ
と
い
う
間
に
射
と
め
る
ほ
ど
の 

 

※
Ａ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
雉
を
射
止
め
た
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

Ｃ
【
２
点
】 

妻
の
心
を
つ
か
ん
だ
こ
と 

 

※
Ａ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
妻
の
心
を
や
わ
ら
げ
た
・
妻
に
許
さ
れ
た
・
夫
婦
仲
が
よ
く
な
っ
た
」
な
ど
、
「
弓
の
腕
前
」
が
「
妻
・
夫
婦
の
関

係
」
に
作
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
た
だ
し
、
「
妻
に
言
葉
を
発
せ
さ
せ
た
・
妻
を
笑
わ
せ
た
」
は
【
１
点
】
。 

 

※
「
妻
」
は
「
女
」
で
も
よ
い
。 

 

Ｄ
【
４
点
】 

『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、 

〜 

夫
の
歌
に
感
動
し
て
心
を
許
し
た
妻
の
優
雅
さ
を
評
価
し
て
い
る
。 

 

※
「
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
妻
の
優
雅
さ
を
評
価
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。 

 

※
「
優
雅
さ
」
は
「
優
美
な
点
・
風
流
な
点
・
趣
深
さ
・
情
趣
・
風
情
」
な
ど
で
も
よ
い
。
「
優
し
さ
・
心
遣
い
・
立
派

さ
」
な
ど
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
【
１
点
】
。 

 

※
「
『
古
今
著
聞
集
』
で
は
、
妻
が
歌
に
感
動
し
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
が
あ
れ
ば
【
２
点
】
。
「
夫

の
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

※
右
の
二
項
目
が
両
方
あ
れ
ば
【
４
点
】
。 

 

※
「
心
を
許
し
た
」
は
な
く
て
も
よ
い
。 

 

※
「
評
価
し
て
い
る
」
は
「
ほ
め
て
い
る
」
な
ど
で
も
よ
い
。
右
の
内
容
が
あ
っ
て
も
、
「
評
価
し
て
い
る
」
に
相
当
す

る
語
が
な
い
場
合
は×

。 

 

Ｅ
【
１
点
】 

心
変
わ
り
し
て
自
分
と
距
離
を
置
く
妻
に
対
す
る
悲
し
み
を
詠
ん
だ 

 

※
Ｄ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
Ｄ
の
「
歌
」
の
形
容
と
し
て
「
妻
に
対
す
る
悲
し
み
（
嘆
き
）
を
詠
ん
だ
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

   
 



問
五
（
ａ
） 

【
３
点
】 

 
［
解
答
例
］ 

Ａ
１
賈
の
大
夫
の
Ｂ
１
容
貌
が
Ｃ
１
醜
い
こ
と
。 

  

※
Ｂ
が
０
点
の
場
合
は
、
他
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

Ａ
【
１
点
】 

賈
の
大
夫
の 

 

※
「
大
夫
の
」
で
も
よ
し
と
す
る
。
「
賈
氏
の
」
は×

。 

 

※
Ｂ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

Ｂ
【
１
点
】 

容
貌
が 

 

※
Ｂ
が
０
点
の
場
合
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
容
貌
」
は
「
養
子
・
顔
・
外
見
・
見
た
目
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

Ｃ
【
１
点
】 

醜
い
こ
と
。 

 

※
「
醜
い
」
は
「
不
細
工
」
な
ど
で
も
よ
い
。 

 

※
説
明
が
で
き
て
い
れ
ば
、
文
末
は
「
こ
と
」
で
な
く
て
も
よ
い
。 

   

問
五
（
ｂ
） 

【
７
点
】 

 

［
解
答
例
］ 

Ａ
２
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
、
何
か
し
ら
Ｂ
４
上
手
に
で
き
る
こ
と
を
持
ち
Ｃ
１
続
け
（
Ｂ
）
て
い
た

い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

 

※ 

「
」
な
ど
の
説
明
の
有
無
は
不
問
。 

 

Ａ
【
２
点
】 

 

 
 

※
Ｂ
が
０
点
の
場
合
は
、
他
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
何
で
あ
れ
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

Ｂ
【
４
点
】 

 

 

※
「
上
手
に
で
き
る
こ
と
を
持
っ
て
い
た
い
・
得
意
な
こ
と
が
あ
る
の
は
よ
い
・
才
能
が
あ
る
べ
き
だ
・
才
能
は
役
に
立

つ
」
な
ど
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。 

 

※
「
弓
矢
の
」
な
ど
の
有
無
は
不
問
。 

 

Ｃ
【
１
点
】 

 

 
 

※
Ｂ
が
０
点
の
場
合
は
、
他
は
得
点
で
き
な
い
。 

 

※
「
続
け
る
」
の
意
が
あ
れ
ば
よ
い
。
「
（
才
能
を
）
磨
き
続
け
る
」
の
意
で
も
よ
い
。 

 


	
	Ｈ【２点】いふかひなくて明かし暮らす　→　どうにもしようがなくて日々を過ごす
	※「どうしようもなくていた」の意があれば、【１点】。
	※「日々を過ごしていた・暮らしていた・生活していた」の意があれば、【１点】。
	Ｄ【１点】　三年の　　　　　　　　　　　　→　　三年振りに
	※「三年分の」は×。
	Ｅ【２点】　聞かましや　〜　ことの葉を　　→　　言葉を聞くことができたであろうか、いや、できなかったであろう。
	※「言葉を聞くことはなかった・言葉は聞けなかった」の意があればよい。
	※「ことの葉」は「声」でもよい。
	Ｅ【１点】　心変わりして自分と距離を置く妻に対する悲しみを詠んだ
	※Ｄが０点の場合は得点できない。
	※Ｄの「歌」の形容として「妻に対する悲しみ（嘆き）を詠んだ」の意があればよい。


