
試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

平成 28年度　一般入学試験問題（Ⅱ期 B日程）

国　語

注意事項
1．解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので、監督者の指示に従って、それ

ぞれ正しく記入し、マークしなさい。

①氏名欄

氏名・フリガナを記入しなさい。

②空欄

「年月日欄」の右横の空欄に「国語」と記入しなさい。
③番号欄

受験番号を左詰めで記入し、さらにその下のマーク欄にマークしなさい。
2．この冊子は、問題が 21ページあります。

3．試験中に印刷の不鮮明、落丁・乱丁あるいは解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、

手を挙げて監督者に申し出てください。

4．受験番号が正しくマークされていない場合、採点できないことがあります。

5．解答は、解答用紙の解答欄にマークしなさい。たとえば、 10 と表示のある

問いに対して 3と解答する場合は、（例）のようにマークしなさい。

（例） 解答
番号 解 答 記 入 欄

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

6．問題冊子の余白等は適宜利用してよいが、どのページも切り離してはいけません。

7．試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。
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一	

次
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

問
一	
次
の
言
葉
の
類
義
語
を
そ
れ
ぞ
れ
１
か
ら
３
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
①
は	

1

	

、
②
は	

2

	

、	
③
は	
3

		

①　

範
囲　
　
　
　

１　

分
布　
　
　

２　

分
包　
　
　

３　

分
野

②　

随
時　
　
　
　

１　

時
局　
　
　

２　

今
時　
　
　

３　

臨
時

③　

了
見　
　
　
　

１　

図
案　
　
　

２　

思
案　
　
　

３　

提
案

問
二	

次
の
言
葉
の
対
義
語
を
そ
れ
ぞ
れ
１
か
ら
３
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
①
は	

4

	

、
②
は	

5

	

、	

③
は	

6

		

①　

故
意　
　
　
　

１　

真
意　
　
　

２　

過
誤　
　
　

３　

過
失

②　

独
唱　
　
　
　

１　

合
唱　
　
　

２　

暗
唱　
　
　

３　

提
唱

③　

急
激　
　
　
　

１　

緩
行　
　
　

２　

怠
慢　
　
　

３　

緩
慢
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問
三	

次
の
語
の
空
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
か
ら
３
の
中
か
ら
漢
字
を
選
ん
で
補
い
、
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、	

①
は	

7

	

、
②
は	

8

	

、
③
は	

9

	

①　

□
横
無
尽　
　
　
　

１　

縦　
　
　
　

２　

着　
　
　
　

３　

従

②　

馬
□
東
風　
　
　
　

１　

鼻　
　
　
　

２　

尾　
　
　
　

３　

耳

③　

心
□
一
転　
　
　
　

１　

期　
　
　
　

２　

機　
　
　
　

３　

気

問
四		

次
の
空
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
か
ら
３
の
中
か
ら
語
を
選
ん
で
補
い
、
文
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
①
は 

10

 

、
②

は 

11

 

、
③
は 
12

 

①　

彼
は
上
司
に
そ
の
企
画
は
断
念
す
る
よ
う
□
□
し
た
。

　
　

１　

文
言　
　
　
　

２　

進
言　
　
　
　

３　

遺
言

②　

そ
の
報
道
は
事
実
を
□
□
し
て
伝
え
て
い
る
。

　
　

１　

歪
曲　
　
　
　

２　

婉
曲　
　
　
　

３　

湾
曲

③　

帰
宅
す
る
と
、
庭
に
い
た
は
ず
の
犬
が
□
□
と
姿
を
消
し
て
い
た
。

　
　

１　

唖
然　
　
　
　

２　

忽
然　
　
　
　

３　

判
然
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二　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

こ
こ
で
、
近
代
的
な
「
知
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
少
し
遡
っ
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
一
章
の
「
私
」
の
発
見
と
同
じ
よ
う
な
説
明
に
な
る
の
で
す
が
、
① 

そ
れ
は
、
世
界
を
と
ら
え
る
主
体
が｢

考
え
る
我｣

に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
あ

た
り
で
発
生
し
て
き
ま
す
。

広
義
の
人
間
の
知
性
は
、「
真
」「
善
」「
美
」
の
三
つ
と
か
か
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
十
八
世
紀
の
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
こ
ろ
ま
で
は
、
こ
の

三
つ
と
か
か
わ
る
理
想
的
な
「
全
人
格
的
な
知
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
だ
生
き
て
い
ま
し
た
。

カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』『
実
践
理
性
批
判
』『
判
断
力
批
判
』
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
三
批
判
」
の
著
作
を
世
に
出
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
「
何

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」「
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
」「
何
を
好
ま
し
い
と
思
う
の
か
」
が
、
と
も
か
く
も
円ハ

ー
モ
ニ
ー環

を
描
い
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
ら
は
科
学
や
合
理
化
の
進
展
と
と
も
に
分
裂
を
始
め
て
い
く
の
で
す
。

人
び
と
は 

② 

科
学
の
中
に
至
高
の
客
観
性
を
見
出
し
、
そ
の
因
果
律
に
よ
っ
て
世
界
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
世
界
に
意

味
を
与
え
て
い
た
伝
統
や
俗
信
、
宗
教
や
形け

い
じ
じ
ょ
う

而
上
学
は
、「 

Ⅰ

 

」
と
し
て
ど
ん
ど
ん
科
学
の
世
界
か
ら
駆
逐
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

科
学
の
因
果
律
だ
け
で
自
立
し
た
世
界
は
、
③ 

カ
ン
ト
が
考
え
た
も
の
と
は
明
ら
か
に
違
う
世
界
で
す
。
カ
ン
ト
は
、
人
間
の
頭
上
に
天
空
の
法
則
が

あ
り
、
も
う
一
つ
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
す
ば
ら
し
く
尊
い
世
界
が
人
間
の
内
側
に
も
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
前
者
は
自
然
の
法
則
で
あ
り
、
後
者
は
人
間

の
道
徳
律
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

Ⅱ

 

、
時
代
は
そ
れ
ら
の
連
関
を
壊
し
て
進
み
ま
し
た
。
先
ほ
ど
の
医
学
や
水
車
の
例
の
よ
う
に
、
科
学
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
人
間

ら
し
い
価
値
観
や
道
徳
観
念
と
い
っ
た
も
の
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
多
く
の
学
者
や
思
想
家
が
人
間
の
知
性
と
人
間
社
会
の
行
方
を
必
死
に
探
り
は
じ

め
ま
し
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ニ
ュ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
の
実
験
の
よ
う
な
も
の
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
な
ど
も
そ
う
で
す
。『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
科
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
は
、
現
象
学
こ
そ
、
科
学
を
も
う
一
度
、
人
が
何
を
信
じ
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た
ら
い
い
の
か
と
い
う
世
界
に
引
き
戻
す
も
の
だ
と
い
う
、
彼
な
り
の
た
い
へ
ん
な
決
意
が
あ
ら
わ
れ
た
試
み
で
し
た
。

し
か
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
違
っ
て 

Ⅲ

 

で 

、
果
て
し
な
い
科
学
の
進
歩
の
中
で
、
知
性
の
専
門
分
化
、
断
片
化
が
進
み
、

人
間
が
ど
う
生
き
た
ら
い
い
の
か
、
ど
う
行
動
し
た
ら
い
い
の
か
、
何
を
信
じ
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
っ
た
切
実
な
「
意
味
問
題
」
が
、
ま
す
ま
す
非
合

理
な
決
断
の
領
域
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
い
く
と
予
想
し
ま
し
た
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
予
想
し
た
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
「
④ 

唯
脳
論
的
世
界
」
で
す
。
放
縦
で
、
人
間
中
心
で
、
脈
絡
の
な
い
情
報
が
洪
水
の
よ
う
に
満
ち

た
世
界
。
そ
れ
は
、
自
然
の
営
み
と
は
無
関
係
に
、
自
分
勝
手
な
人
間
の
脳
が
恣し

い意
的
に
作
り
出
す
世
界
で
す
。

ま
さ
に
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
ま
わ
り
に
あ
る
世
界
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
部
屋
の
パ
ソ
コ
ン
で
、
遠
い
外
国
で
い
ま
起
こ
っ
て

い
る
事
件
の
現
場
を
見
ら
れ
る
な
ら
、
物
理
的
な 

Ⅳ

 

や 

国
境
は
意
味
が
な
く
な
り
ま
す
し
、
二
十
四
時
間
い
つ
で
も
お
金
が
下
ろ
せ
て
買

い
物
が
で
き
る
な
ら
、
朝
昼
晩
の
区
別
も
無
用
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
生
命
維
持
装
置
に
よ
っ
て
い
つ
ま
で
も
人
間
を
生
か
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、

Ⅴ

 

の
意
味
も
な
く
な
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
唯
脳
論
的
世
界
が
現
実
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
知
性
の
あ
り
方
を
信
じ
、
あ
る
い
は
選
び
と
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
考
え
方
と
し
て
は
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

⑤ 

一
つ
は
、『
夢
十
夜
』
の
船
で
運
ば
れ
て
い
く
男
の
話
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
後
に
は
戻
れ
な
い
、「
何
を
知
る
べ
き
な
の
か
」「
何
を
な
す
べ

き
な
の
か
」「
何
を
好
ま
し
い
と
思
う
の
か
」
と
い
っ
た
事
柄
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
と
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
貪ど

ん
よ
く欲

に
知
の

最
先
端
を
走
っ
て
み
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
相
当
の「
力
業
」で
す
し
、「
知
っ
て
る
つ
も
り
」だ
け
で
は
す
ま
な
い
、決
然
と
し
た
覚
悟
が
必
要
で
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
知
」
と
い
う
も
の
が 

Ⅵ

 

か
ら
切
り
離
さ
れ
て
専
門
分
化
し
、
そ
の
こ
と
で
逆
に
個
人
の
主
観
的

な 

Ⅵ

 

が
客
観
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
諸
々
の
対
立
す
る 

Ⅵ

 

が
永
遠
に
せ
め
ぎ
あ
う
こ
と
を
「
神
々
の
闘
争
」

と
呼
び
ま
し
た
。

彼
は
、
そ
う
な
っ
て
い
く
時
代
の
運
命
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
は
古
い
教
会
の
温
か
い
懐
に
で
も
戻
れ
ば
い
い
、
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と
で
「
知
性
」
を
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生い

け
贄に

え

に
す
る
犠
牲
は
避
け
ら
れ
な
い
と
言
い
ま
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
う
し
た
運
命
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
受
け
入
れ
、
と
こ
と
ん
悩
み
ぬ
く

こ
と
で
、「
知
」
の
臨
界
点
に
到
達
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
私
は 

⑥ 

も
う
一
つ
の
方
向
性
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
人
類
学
者
の
レ
ヴ
ィ 

＝ 

ス
ト
ロ
ー
ス
が
言
う
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」

的
な
知
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
る
こ
と
で
す
。
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
は
「
器
用
仕
事
」
と
も
訳
さ
れ
ま
す
が
、
目
前
に
あ
る
あ
り
あ
わ
せ
の
も
の
で
、
必

要
な
何
か
を
生
み
出
す
作
業
の
こ
と
で
す
。
私
は
そ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
、
中
世
で
言
う
ク
ラ
フ
ト
的
な
熟
練
、
あ
る
い
は
身
体
感
覚
を
通
し
た
知
の
あ

り
方
に
ま
で
押
し
広
げ
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

科
学
万
能
の
流
れ
の
中
で
、
迷
信
や
宗
教
な
ど
は
駆
逐
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
ニ
ー
チ
ェ
的
に
言
う
と

「
背
面
世
界
」
と
な
っ
て
こ
の
世
の
片
隅
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
残
り
ま
し
た
。
そ
の
中
に
「
土
発
的
」
な
知
（
自
然
の
移
ろ
い
の
中
に
生
き
て
、
そ
こ
か

ら
発
す
る
よ
う
な
知
）
の
伝
統
が
さ
さ
や
か
に
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
一
時
絶
滅
寸
前
ま
で
い
っ
た
の
で
す
が
、
い
ま
ま
た
少
し
ず
つ
見
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

じ
つ
は
、
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
び
に
、
私
は
自
分
の
母
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
す
。
母
は
、
言
わ
ば
前
近
代
的
な
宗
教
の
伝
統
や
習
慣
を
守
っ
て

生
き
て
い
た
人
で
し
た
。
四
季
の
行
事
、
歳
時
記
的
な
こ
と
、
人
の
生
き
死
に
、
成
長
、
衰
退
へ
の
考
え
方
な
ど
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
ま
る
で
旧
暦
の
世

界
の
よ
う
で
し
た
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
れ
は
循
環
を
繰
り
返
し
て
い
る
自
然
の
摂
理
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
人
間
が
本

当
に
知
る
べ
き
こ
と
は
何
な
の
か
を
考
え
る
と
き
、
⑦ 

そ
こ
に
も
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
こ
の
時
期
の
海
に
入
っ
て
ア
サ
リ
を
獲
る
と
、
砂
が
少
な
く
て
身
が
肥
え
た
も
の
が
多
い
と
か
、
こ
の
時
期
に
薬
草
を
食
べ
る
と
身
体
に

い
い
と
い
っ
た
知
恵
で
す
。
こ
う
し
た
土
発
的
な
知
も
見
直
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
の
社
会
は
、
い
ま
す
べ
て
の
境
界
が
抜
け
落
ち
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
厖
大
な
情
報
が
漂
っ
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
人
間

の
脳
と
い
う
の
は
際
限
が
な
く
、
放
置
し
て
お
く
と
限
り
な
く
広
が
っ
て
、
得
手
勝
手
に 
⑧ 

ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
世
界
を
作
り
出
し
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
現
実
の
肉
体
や
感
覚
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
反
対
に
、
自
分
の
世
界
を
広
げ
る
の
で
は
な
く
、
適
度
な
形
で
限
定
し
て
い
く
。

そ
の
場
合
で
も
、
世
界
を
閉
じ
る
の
で
は
な
く
、
開
き
つ
つ
、
自
分
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
サ
イ
ズ
を
限
定
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
に
あ
る
も
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の
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
知
悉
で
き
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
「
知
」
の
あ
り
方

―
。

そ
れ
は
「
反
科
学
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、あ
る
意
味
で
は
「
非
科
学
」
で
も
あ
り
ま
す
。
が
、そ
う
い
う
あ
り
方
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

人
は
何
を
知
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
ど
ん
な
社
会
が
望
ま
し
い
か
と
い
う
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ

れ
の
知
性
は
何
の
た
め
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
ん
な
社
会
を
目
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
姜
尚
中
『
悩
む
力
』）

※
出
題
の
都
合
上
、
一
部
改
変
有
り

 問
一	

傍
線
①
「
そ
れ
」
は
何
を
さ
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

13

１　

世
界
を
と
ら
え
る
主
体

２　
「
私
」
の
発
見

３　

人
間
の
知
性

４　

考
え
る
我

５　

近
代
的
な
「
知
」
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問
二	

傍
線
②
「
科
学
の
中
に
至
高
の
客
観
性
を
見
出
し
、
そ
の
因
果
律
に
よ
っ
て
世
界
を
ま
と
め
て
い
き
ま
し
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

14

１　

科
学
的
客
観
性
の
み
を
重
視
し
た
。

２　

非
科
学
的
な
見
方
の
み
を
重
視
し
た
。

３　

科
学
性
と
非
科
学
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
た
。

４　

知
性
と
感
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
し
た
。

５　

知
と
考
え
る
我
の
因
果
関
係
を
重
視
し
た
。

問
三	

Ⅰ

 

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

15

１　

非
人
間
的

２　

非
経
済
的

３　

非
政
治
的

４　

非
伝
統
的

５　

非
科
学
的

問
四	

傍
線
③
「
カ
ン
ト
が
考
え
た
も
の
」
と
は
何
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

16

１　

非
科
学
的
な
も
の
で
構
成
さ
れ
る
世
界
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２　

科
学
の
論
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界

３　

人
間
の
感
性
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
世
界

４　

科
学
と
人
間
性
が
調
和
す
る
世
界

５　

至
高
の
客
観
性
が
追
求
さ
れ
る
世
界

問
五	

Ⅱ

 
に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

17

１　

し
た
が
っ
て

２　

さ
て

３　

し
か
し

４　

さ
ら
に

５　

と
こ
ろ
で

問
六	

Ⅲ

 

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

18

１　

楽
観
的

２　

悲
観
的

３　

積
極
的

４　

消
極
的

５　

能
動
的
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問
七	

傍
線
④
「
唯
脳
論
的
世
界
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

19

１　

多
面
的
に
検
証
さ
れ
て
作
り
出
さ
れ
た
世
界

２　

よ
く
考
え
ら
れ
人
の
心
を
執
着
さ
せ
る
世
界

３　

人
間
の
脳
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
作
り
出
す
世
界

４　

他
人
の
こ
と
に
配
慮
し
て
作
り
出
さ
れ
た
世
界

５　

知
性
の
専
門
分
化
、
断
片
化
が
進
ん
だ
世
界

問
八	

Ⅳ

 

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

20

１　

距
離

２　

時
間

３　

直
感

４　

測
定

５　

知
性

問
九	

Ⅴ

 

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

21

１　

時

２　

老
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３　

病

４　

死

５　

神

問
十	

傍
線
⑤
「
一
つ
」
の
方
向
性
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

22

１　

敬
虔
な
宗
教
心
を
持
つ
こ
と

２　

無
心
の
世
界
に
返
る
こ
と

３　

古
い
時
代
に
返
る
こ
と

４　

徹
底
し
て
知
的
に
な
る
こ
と

５　

貪
欲
に
夢
を
追
い
求
め
る
こ
と

問
十
一	

Ⅵ

 

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

23

１　

自
然

２　

現
実

３　

生
命

４　

宗
教

５　

価
値
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問
十
二	

傍
線
⑥
「
も
う
一
つ
の
方
向
性
」
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は 

24

１　

極
度
に
科
学
性
を
重
視
す
る
方
向

２　

土
発
的
な
知
を
見
直
す
方
向

３　

厚
い
信
仰
心
を
重
視
す
る
方
向

４　

自
然
現
象
を
解
明
す
る
方
向

５　

迷
信
や
宗
教
を
重
視
す
る
方
向

問
十
三	

傍
線
⑦
「
そ
こ
」
が
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は 

25

１　

近
代
的
な
習
慣

２　

科
学
的
な
姿
勢

３　

功
利
的
な
生
活

４　

虚
無
的
な
態
度

５　

土
発
的
な
慣
習
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問
十
四	

傍
線
⑧
「
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
世
界
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
状
態
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番

号
は 

26

１　

世
界
を
知
悉
で
き
た
状
態

２　

道
徳
性
を
な
く
し
た
状
態

３　

境
界
が
な
く
な
っ
た
状
態

４　

時
間
に
束
縛
さ
れ
た
状
態

５　

科
学
万
能
と
さ
れ
る
状
態
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三
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

「
① 
普
段
着
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
い
う
と
、
素
朴
で
正
直
で
、
飾
り
っ
け
の
な
い
、
好
ま
し
い
家
族
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

実
は
違
う
。
ぼ
く
が
こ
こ
で
、
表
題
に
し
て
ま
で
書
こ
う
と
し
て
い
る
「
普
段
着
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
は
、
社
会
に
対
し
て
の
適
応
性
や
、
他
人
に
対
す

る
最
低
限
必
要
な 
② 
緊
張
感
や
、
時
と
場
所
を
全
く
心
得
な
い
家
族
の
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
余よ

そ所
行
き
と
普
段
着
と
い
う
区
別
で
の
、
着
衣
の
普
段
着
の
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
は
、
あ
る
時
ふ
と
、
伊
豆
か
ら
東
京
へ

の
移
動
の
途
中
で
見
か
け
る
人
々
の
こ
と
を
、
い
つ
か
ら
日
本
人
は
普
段
着
で
旅
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
か
ら
発
し

て
い
る
。

思
い
出
し
て
み
て
ほ
し
い
。
か
つ
て
は
、
家
と
社
会
と
い
う
意
識
が
厳
然
と
し
て
あ
っ
て
、
家
か
ら
一
歩
出
る
と
そ
こ
は
も
う
社
会
で
あ
る
と
思
っ
て

い
た
。
家
の
中
で
は
相
当
に
ダ
レ
た
姿
を
し
て
い
て
も
、
煙
草
を
買
い
に
出
掛
け
る
だ
け
で
社
会
用
に
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
一
枚
も
羽
織
っ
た
も
の
で
あ
る
。

家
か
ら
ほ
ん
の
数
十
メ
ー
ト
ル
、
同
じ
町
内
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
他
町
村
へ
出
掛
け
た
り
、
ま
し
て
や
東
京
へ
出
る
と
な
る
と
晴
れ
着
に 

ア 

近

い
物
を
選
ん
で
、
最
大
の
誠
意
を
示
し
、
同
時
に
社
会
と
い
う
他
者
の
坩る

つ
ぼ堝

の
中
で
緊
張
を
も
っ
て
過
せ
る
よ
う
に
、
覚
悟
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
実
に
面
倒
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が 

イ 

よ
か
っ
た
。
社
会
に
は
自
分
で
押
し
通
せ
な
い
こ
と
が 

ウ 

い
っ
ぱ
い
あ
り
、
時
に
は
他
者
に
自
分

を
合
わ
せ
る
こ
と
も
必
要
だ
と
、
教
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
と
い
う
の
は
個
々
大
し
た
存
在
で
は
な
い
け
れ
ど
、
社
会
を
尊
重
し
、
味
方

に
引
き
入
れ
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
着き

が更
え
る
毎ご

と

に 

エ 

大
き
く
見
せ
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
も
わ
か
っ
た
。
そ
れ
を
今
、
多
く
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
は 

④ 

得
々

と
し
て
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

普
段
着
の
過
信
は
、 オ 

た
ぶ
ん
、
マ
イ
カ
ー
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と
思
う
。
人
々
は
普
段
着
で
移
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
分
の

家
の
門
前
か
ら
、
サ
ン
ダ
ル
履
き
の
ま
ま
東
京
都
心
へ
直
入
出
来
る
。
楽
で
、
便
利
で
あ
ろ
う
が
、
不
作
法
さ
の
ま
ま
家
族
が
移
動
し
、
不
作
法
さ
の
ま

ま
他
人
の
社
会
を
踏
む
か
と
思
う
と
、
実
に
空
恐
ろ
し
い
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
し
っ
か
り
と
不
作
法
の
同
志
と
な
り
、
自
由
を
満
喫

③

   

ぼ
く
の
父
は
必
ず
中
折
れ
帽
を
か
ぶ
っ
た
。
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す
る
。
満
喫
す
る
方
は
い
い
だ
ろ
う
が
、
さ
れ
る
方
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

⑤ 
こ
こ
で
い
う 「
自
由
」 

と
は
、
他
人
の
自
由
を
奪
う
自
由
と
い
う
意
味
で
、
戦
後
日
本
人
が
実
践
し
た
自
由
と
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
他
人
の
自
由
を

奪
う
自
由
、
こ
れ
が
普
段
着
の
精
神
性
に
取
り
つ
い
て
、  ⑥ 

傍
若
無
人
の
自
由
と
し
て
蹂じ

ゅ
う
り
ん躙

す
る
の
で
あ
る
。

た
か
が
余
所
行
き
と
普
段
着
、
着
る
物
の
選
択
で
何
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
メ
リ
ハ
リ
の
つ
か
な
い
生
活
感
が
、

メ
リ
ハ
リ
の
つ
か
な
い
社
会
観
や
人
生
観
に
繋つ

な

が
る
の
で
あ
る
。「
個
人
」
と
「
家
族
」
と
「
社
会
」
と
い
う
た
っ
た
三
つ
の
顔
が
出
来
な
い
人
た
ち
に
、

秩
序
や
節
度
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。
個
の
過
信
が
社
会
を
崩
す
。
そ
の
メ
リ
ハ
リ
を
、
ど
こ
で
失
い
、
ど
こ
で
放
棄
し
、
ど
こ
で
平
気
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
行
動
に
自
由
が
持
ち
込
ま
れ
て 

ａ 

喝
采
を
博
し
た
の
は
、
つ
い
こ
の
前
の
こ
と
で
あ
る
。
ぼ
く
も
そ
の
時
は
、
大
い
に
手
を
打
ち
鳴

ら
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
を
使
い
こ
な
す
に
は
、
相
当
に
練ね

り
上
げ
ら
れ
た
社
会
人
と
し
て
の
教
養
、
場
を
心
得
る
こ
と
の
出
来
る
品
性
と
、
そ
れ

ぞ
れ
が
内
面
に
抱
い
た
タ
ブ
ー
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
考
え
な
い
で
使
い
放
題
の
自
由
は
、
伝
統
も
国
情
も
個
性
も
す
べ
て
打
ち
砕
き
、
何
で
も
あ

り
の
、
何
で
も
な
し
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ぼ
く
が
ま
だ
若
か
っ
た
頃
、  ⑦ 

東
京
と
い
う
都
市
は
大
い
な
る
踏
み
絵
を
強
い
る
社
会
で
あ
っ
た
。
長
く
東
京
生
活
を
し
た
後
で
も
、
し
ば
ら
く
離
れ
、

ま
た
東
京
へ
踏
み
込
む
時
に
は
、
緊
張
を
感
じ
た
。
こ
こ
で
生
き
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
、
こ
こ
で
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
と
何
度
も
思
っ
た
。
東
京
と
は
、

と
て
も
常
態
で
は
勝
負
出
来
な
い
社
会
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
、
九
州
の
実
家
か
ら
東
京
へ
帰
っ
て
来
る
時
、
小
田
原
を
過
ぎ
た
あ

た
り
か
ら
、
ピ
シ
ャ
ピ
シ
ャ
と
頬
を
叩
い
て
東
京
の
顔
を
つ
く
り
、
社
会
に
立
ち
向
か
う
覚
悟
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
も
し
、
マ
イ
カ
ー
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
し
て
、
ま
る
ま
る
の
普
段
着
で
あ
っ
た
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
必
要
も
な

く
、 

Ⅰ

 

東
京
へ
入
る
。
そ
の
代
わ
り
、
社
会
を
意
識
し
て
み
る
機
会
を
失
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

普
段
着
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
は
、
な
ぜ
普
段
着
で
他
人
だ
ら
け
の
社
会
の
中
へ
入
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
の
顔
で
社
会
に
立
ち
向
か

う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
度
胸
と
勇
気
に
感
心
し
て
み
せ
よ
う
が
、
社
会
の
大
き
さ
を
個
の
レ
ベ
ル
に
縮
小
し
、
恐
れ
を
知
ら
ず
、
行
儀
を
知
ら
ず
、
傍
若

無
人
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
育
と
し
て
は
最
悪
で
あ
る
。
社
会
の
大
き
さ
と
、
手て

ご
わ強

さ
と
、
人
生
に
は
不
可
能
の
方
が
多
い
こ
と
を
教
え
る
の
が
教
育
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で
、
そ
れ
に
は
普
段
着
で
は
役
目
を
果
た
さ
な
い
と
知
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

国
の
問
題
点
を
語
る
時
、
多
く
の
人
は
、
政
治
が
ど
う
の
、
経
済
が
ど
う
の
と
い
う
が
、
ぼ
く
は
国
民
の
社
会
観
の
欠
落
と
、
そ
れ
に
よ
る
行
儀
の
悪
さ
、

公
徳
心
の
な
さ
が
、
最
大
の
問
題
点
だ
と
思
う
。

行
儀
を
問
題
に
さ
れ
な
い
こ
と
は
捨
て
ら
れ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
、
ぼ
く
は
つ
く
づ
く
、
今
の
子
ど
も
た
ち
が
可か

わ
い
そ
う

哀
相
に
思
え
る
。
手
を
か
け
た
だ
け

可
愛
い
間
が
子
ど
も
で
、
手
を
か
け
て
も
可
愛
く
な
く
な
れ
ば
、
育
ち
過
ぎ
た
ペ
ッ
ト
の
よ
う
に 

ｂ 

困
惑
す
る
親
を
見
か
け
る
。
家
出
を
す
る
子
ど
も
が

お
り
、
さ
ぞ
や
心
配
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
不
快
の
タ
ネ
が
見
え
な
く
な
っ
て
ど
こ
か 

ｃ 

安
堵
し
て
い
る
親
の
顔
が
あ
っ
た
り
す
る
。(

中
略)

今
、
大
人
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
と
し
て
、
自
分
の
生
き
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
来
て
い
る
。
政
治
家
に
何
と
か
し
て
下
さ
い
と

か
、
法
律
を
早
く
変
え
て
下
さ
い
と
か
、
待
っ
て
い
る
時
で
は
な
い
。
一
人
一
人
で
あ
る
。
一
人
一
人
が
醜み

に
く

さ
と
愚お

ろ

か
さ
を
自
覚
し
、
子
ど
も
の
た
め
の

生
き
る
サ
ン
プ
ル
に
な
ろ
う
と
覚
悟
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
段
着
の
こ
と
を
長
々
と
書
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

政
治
家
も
悪
い
か
も
し
れ
な
い
。
シ
ス
テ
ム
に
も
欠
点
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
政
治
家
も
シ
ス
テ
ム
も
、
ぼ
く
ら
が
知
恵
と
勇
気
で
取
り
替
え
る

こ
と
が
出
来
る
。
だ
が
、
市
民
と
か
国
民
と
か
、
ぼ
く
ら
普
通
の
生
活
人
を
総
取
っ
替
え
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
市
民
や
国
民
が
自

分
自
身
を
甘
や
か
さ
ず
に
変
え
る
し
か
、
救
わ
れ
る
道
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ぼ
く
ら
は
、「
自
由
」
も
「
平
和
」
も
「
民
主
主
義
」
も
「
経
済
大
国
」
も
、全
部
使
い
方
を
失
敗
し
た
。
宝
の
持
ち
腐
れ
ど
こ
ろ
か
、多
く
は
徒あ

だ

と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
光
り
輝
く
言
葉
の
筈は

ず

な
の
に
、
不
作
法
さ
、 
A

 

遠
慮
さ
、 

B

 

常
識
、
恥
知
ら
ず
、
と
い
う
結
果
し
か
出
せ
な

か
っ
た
。

し
か
も
、
そ
れ
で
楽
し
い
の
な
ら
い
い
が
、  

ｄ 

閉
塞
感
に
満
ち
た 

C

 
機
嫌
な
社
会
で
あ
る
。

も
う
一
度
、
正
直
者
の
働
き
者
、 

D

 

器
用
な
頑
固
者
の
原
点
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
そ
れ
し
か
な
い
。

嗚あ

あ呼 

！　

気
張
り
過
ぎ
た
。
切
な
い
。

さ
て
、
政
治
の
社
会
で
は
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
い
う
具
体
的
公
約
と
や
ら
が
流
行
だ
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
、
自
ら
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
作
成
し
て
み
た
ら
ど
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う
で
あ
ろ
う
か
。
何
を
な
し
て
、
ど
う
生
き
る
か
、
何
を
信
じ
て
、
誰
を
幸
福
に
す
る
か
で
あ
る
。

方
法
は
、そ
う
、  

⑧ 

宮
沢
賢
治
の「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」を
下
敷
き
に
、替
え
歌
の
要
領
で
や
れ
ば
い
い
。
一
本
の
道
と
自
身
の
姿
が
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
阿
久
悠
『
普
段
着
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
』）

問
一　

傍
線
①
「
普
段
着
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
は
ど
の
よ
う
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は 
27

１　

他
者
の
坩
堝
で
あ
る
社
会
に
自
分
た
ち
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
精
一
杯
努
力
し
て
い
る
家
族

２　

普
段
着
を
着
た
ま
ま
、
サ
ン
ダ
ル
履
き
で
東
京
都
心
に
乗
り
込
ん
で
く
る
勇
気
あ
る
家
族

３　

自
分
の
主
張
を
他
者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
、
自
然
体
で
社
会
と
向
き
合
っ
て
い
る
家
族

４　

個
人
の
主
張
が
社
会
で
常
に
通
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
行
動
す
る
家
族

５　

家
の
中
と
社
会
と
の
差
を
自
覚
し
な
い
ま
ま
、
不
作
法
に
他
人
の
中
へ
入
っ
て
い
く
家
族

問
二　

傍
線
②
「
緊
張
」
の
対
義
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

28

１　

安
息

２　

柔
軟

３　

穏
便

４　

緩
和

５　

弛
緩
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問
三　

傍
線
③
「
ぼ
く
の
父
は
必
ず
中
折
れ
帽
を
か
ぶ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
父
は
な
ぜ
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
の
か
。
最
も
適
当
な
理
由
を
、
次
の
１
か
ら
５

の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

29

１　

外
へ
出
か
け
る
と
き
に
い
ち
い
ち
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
羽
織
る
の
が
面
倒
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
か
わ
り
に
帽
子
を
か
ぶ
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

２　

家
の
外
に
出
る
と
き
に
は
、
そ
こ
が
家
庭
内
と
は
違
う
場
所
だ
と
意
識
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
き
ち
ん
と
し
た
格
好
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
た
か
ら
。

３　

家
の
中
で
の
だ
ら
し
な
い
服
装
の
上
に
た
だ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
羽
織
っ
た
だ
け
で
は
、
か
え
っ
て
格
好
が
悪
く
な
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

４　

家
か
ら
一
歩
で
も
出
れ
ば
そ
こ
は
も
う
社
会
な
の
だ
か
ら
、
外
出
の
際
に
は
常
に
晴
れ
着
を
着
て
格
好
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た

か
ら
。

５　

外
出
の
際
に
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
羽
織
る
人
が
多
か
っ
た
時
代
に
、
自
分
だ
け
が
帽
子
を
か
ぶ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
と
は
違
う
セ
ン
ス
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
主
張
し
た
か
っ
た
か
ら
。

問
四　

傍
線
ア
「
近
い
」、
イ
「
よ
か
っ
」、
ウ
「
い
っ
ぱ
い
」、
エ
「
大
き
く
」、
オ
「
た
ぶ
ん
」
の
品
詞
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 
30

１　

ア 

と 

イ
エ 

と 

ウ
オ

２　

ア
イ 

と 

ウ 

と 

エ
オ

３　

ア
エ 

と 

イ 

と 

ウ
オ

４　

ア
イ
エ 

と 

ウ 

と 

オ
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５　

ア
エ
オ 

と 

イ 

と 

ウ

問
五　

傍
線
④
「
得
々
と
し
て
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

31

１　

得
意
そ
う
な
顔
つ
き
で

２　

わ
く
わ
く
と
胸
を
弾
ま
せ
て

３　

十
分
納
得
し
た
上
で

４　

是
非
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に

５　

引
っ
込
み
が
付
か
な
く
て

問
六　

傍
線
⑤
「
こ
こ
で
い
う
『
自
由
』」
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
行
動
を
指
し
て
い
る
の
か
。
例
と
し
て
最
も
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
１
か

ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	
32

１　

携
帯
電
話
を
使
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
友
人
と
の
会
話
を
楽
し
む
。

２　

は
し
ゃ
い
で
店
内
を
駆
け
回
る
わ
が
子
を
眺
め
な
が
ら
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
す
る
。

３　

駐
車
場
が
満
車
だ
っ
た
の
で
、
他
人
の
家
の
門
前
に
、
一
時
的
に
駐
車
す
る
。

４　

禁
煙
席
で
な
く
て
も
、
隣
の
席
の
人
に
声
を
か
け
て
か
ら
煙
草
を
吸
い
始
め
る
。

５　

学
校
に
遅
刻
し
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
電
車
の
中
で
パ
ン
と
牛
乳
の
朝
食
を
と
る
。
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問
七　

傍
線
⑥
「
傍
若
無
人
」
と
は
ど
う
い
う
い
う
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は	

33

１　

見
て
い
る
人
が
も
ど
か
し
く
な
る
ほ
ど
の
ん
び
り
行
動
す
る
こ
と

２　

あ
き
れ
か
え
る
ほ
ど
度
が
過
ぎ
て
い
る
こ
と

３　

自
分
の
思
い
通
り
に
、
勝
手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
こ
と

４　

ま
わ
り
の
こ
と
を
気
に
し
て
た
め
ら
う
こ
と

５　

落
ち
着
き
は
ら
っ
て
、
も
の
に
動
じ
な
い
こ
と

問
八　

傍
線
ａ
「
喝
采
」、
ｂ
「
困
惑
」、
ｃ
「
安
堵
」、
ｄ
「
閉
塞
」
の
読
み
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か

ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

34

１　

ａ
＝
か
っ
せ
い　
　

ｂ
＝
い
ん
わ
く　
　

ｃ
＝
あ
ん
と　
　

ｄ
＝
へ
い
さ
い

１　

ａ
＝
か
っ
さ
い　
　

ｂ
＝
こ
ん
わ
く　
　

ｃ
＝
あ
ん
ど　
　

ｄ
＝
へ
い
そ
く

１　

ａ
＝
か
ん
せ
い　
　

ｂ
＝
い
ん
わ
く　
　

ｃ
＝
あ
ん
ど　
　

ｄ
＝
へ
い
か
ん

１　

ａ
＝
か
ん
せ
い　
　

ｂ
＝
こ
ん
わ
く　
　

ｃ
＝
あ
ん
と　
　

ｄ
＝
へ
い
さ
い

１　

ａ
＝
か
っ
さ
い　
　

ｂ
＝
こ
ん
わ
く　
　

ｃ
＝
あ
ん
と　
　

ｄ
＝
へ
い
そ
く

問
九　

傍
線
⑦
「
東
京
と
い
う
都
市
は
大
い
な
る
踏
み
絵
を
強
い
る
社
会
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら

選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

35
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１　

東
京
は
人
々
に
緊
張
を
強
い
る
都
市
で
あ
り
、
か
な
り
の
覚
悟
が
な
い
と
そ
こ
に
踏
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

２　

東
京
は
日
本
の
首
都
な
の
で
、
そ
こ
で
生
活
す
る
人
々
に
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
養
や
品
性
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

３　

大
都
会
東
京
は
そ
の
大
き
さ
で
人
々
を
圧
倒
し
、
そ
こ
で
生
活
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
勇
気
を
く
じ
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

４　

東
京
に
足
を
踏
み
入
れ
る
人
々
は
、
東
京
に
対
し
て
本
当
に
愛
着
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
常
に
試
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

５　

東
京
に
は
あ
ま
り
に
も
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
周
囲
の
人
々
を
蹴
落
と
さ
な
い
と
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

問
十　

Ⅰ

 

に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
語
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は	

36

１　

悶
々
と　
　

２　

粛
々
と　
　

３　

敢
然
と　
　

４　

泰
然
と　
　

５　

悠
々
と

問
十
一　

A

	

か
ら	

D

	

に
あ
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は	

37

１　

Ａ
＝
無　
　

Ｂ
＝
非　
　

Ｃ
＝
不　
　

Ｄ
＝
無

２　

Ａ
＝
不　
　

Ｂ
＝
無　
　

Ｃ
＝
無　
　

Ｄ
＝
無

３　

Ａ
＝
不　
　

Ｂ
＝
無　
　

Ｃ
＝
不　
　

Ｄ
＝
無

４　

Ａ
＝
無　
　

Ｂ
＝
非　
　

Ｃ
＝
不　
　

Ｄ
＝
不

５　

Ａ
＝
不　
　

Ｂ
＝
非　
　

Ｃ
＝
無　
　

Ｄ
＝
不
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問
十
二　

傍
線
⑧
「
宮
沢
賢
治
」
の
作
品
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

38

１　
『
蜘
蛛
の
糸
』

２　
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』

３　
『
城
之
崎
に
て
』

４　
『
三
四
郎
』

５　
『
舞
姫
』

問
十
三	

筆
者
は
こ
の
文
章
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
か
ら
５
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は 

39

１　

最
近
の
多
く
の
日
本
人
は
、
何
の
気
負
い
も
な
く
普
段
着
で
社
会
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
、
並
々
な
ら
な
い
度
胸
と
勇
気
を
持
っ
て
い
る
。

２　

日
本
の
国
を
こ
こ
ま
で
堕
落
さ
せ
た
の
は
、
行
儀
を
わ
き
ま
え
な
い
子
供
た
ち
で
あ
り
、
子
供
の
意
識
を
変
え
な
い
限
り
、
日
本
に
は
明
る
い
未
来

が
な
い
。

３　

現
在
の
日
本
に
お
け
る
最
大
の
問
題
点
は
、
国
民
の
社
会
観
の
欠
落
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
、
生
き
方
を
変
え
る
努
力
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

日
本
の
抱
え
る
問
題
の
重
大
さ
を
、
国
民
一
人
一
人
が
自
覚
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
政
治
家
も
個
人
任
せ
に
せ
ず
、
真
剣
に
問
題
に
取
り
組
む
べ
き

で
あ
る
。

５　

政
治
を
政
治
家
だ
け
の
も
の
だ
と
考
え
ず
、
国
民
一
人
一
人
が
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
作
成
し
、
よ
り
良
い
政
治
が
行
わ
れ
る
よ
う
誠
実
に
日
本
の
未
来

と
向
き
合
う
べ
き
で
あ
る
。



(

以
下
余
白)


