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令
和
五
年
度　

一
般
選
抜
Ⅱ
期
問
題　

国　

語

〔一〕 　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　
「
話
し
こ
と
ば
」
は
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
く
。「
書
き
こ
と
ば
」
は
「
話
し
こ
と
ば
」
の
変
化
を
後
か
ら
ゆ
っ
く
り
追
う
は
ず
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
話

し
こ
と
ば
」
の
変
化
に
な
ん
と
な
く
に
し
て
も
「
ブ
レ
ー
キ
」
を
か
け
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
書
き
こ
と
ば
」
が
「
ブ
レ
ー
キ
」
と
し
て
機
能
し

な
く
な
る
と
、
言
語
の
変
化
は
「
話
し
こ
と
ば
」
側
で
加
速
す
る
こ
と
に
な
る
。「
書
き
こ
と
ば
」
が
「
打
ち
こ
と
ば
」
の
影
響
を
う
け
て
「
話
し
こ
と
ば
」

に
引
っ
張
ら
れ
て
い
る
現
状
は
、「
ブ
レ
ー
キ
」
の
機
能
不
全
を⒜
ニ
ョ
ジ
ツ
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

機
能
不
全
の
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
複
合
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
と
く
に
テ
レ
ビ
と
い
う
「
場
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
そ
の
原
因
の
一
端

に
触
れ
て
み
よ
う
。

　

Ａ

、
言
語
生
活
そ
の
も
の
が
言
語
運
用
能
力
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
だ
と
す
る
と
、
そ
の
「
場
」
は
重
要
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
を
運
用
し
て

い
く
に
あ
た
っ
て
、「
類
推
」
が
重
要
だ
か
ら
だ
。⑴
あ
ら
ゆ
る
語
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
最
初
か
ら
身
に
つ
け
て
言
語
生
活
を
ス
タ
ー
ト
す
る
わ
け
で
は
な
い
か

ら
、
言
語
を
使
い
な
が
ら
、
自
身
の
言
語
を
広
げ
、
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
に
し
て
い
く
。
そ
の
時
に
、
知
っ
て
い
る
「
情
報
」
を
使
っ
て
知
ら
な
い
「
情

報
」
に
つ
い
て
「
類
推
」
す
る
。
子
供
の
「
類
推
」
は
は
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、
ほ
ほ
え
ま
し
い
話
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
う
し
た

「

Ｘ

」
も
経
験
し
な
が
ら
、
だ
ん
だ
ん
「
類
推
」
の
力
も
強
化
さ
れ
て
い
く
。
類
推
と
い
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
「
場
」
は
い
く
つ
も
あ
る
。
今
日
、
そ
の

最
大
の
も
の
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　
「

Ｙ

」
で
あ
れ
ば
、
新
聞
や
雑
誌
を
読
む
、
本
を
読
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
そ
う
し
た
「
場
」
の
中
心
に
あ
る
だ
ろ
う
。「

Ｚ

」
で
あ
れ

ば
、
家
族
や
友
人
と
い
っ
た
個
人
的
な
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
」
で
の
や
り
と
り
、
あ
と
は
テ
レ
ビ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（Social N

etw
orking 

Service

）
を
介
し
た
「
電
子
的
な
や
り
と
り
」
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

本
は
あ
ま
り
読
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
書
き
こ
と
ば
」
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
は
、
新
聞
や
雑
誌
が
主
な
も
の
と
な
る
。
新
聞
や
雑
誌
も
そ

れ
ほ
ど
読
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、「
書
き
こ
と
ば
」
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
「
場
」
が

Ｂ

あ
ま
り
な
い
、
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
場
」
の

劣
化
は
、「
書
き
こ
と
ば
」
を
劣
化
さ
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
書
き
こ
と
ば
」
の
習
得
に
は
、「
書
き
こ
と
ば
は
こ
ん
な
風
に
多
く
の
「
情
報
」
を
収
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
」
い
う
「
気
づ
き
」
と
、
進
ん
で
そ
う
し
た
い
と
い
う
意
欲
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
書
き
こ
と
ば
」
が
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、書
き
手
が
意
識
的
に
な
れ
る
環
境
が
大
事
に
な
る
。
そ
う
し
た
環
境
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
作
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
書
く
」
だ
け
で
一
切
読
ま
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
し
、「
読
む
」
だ
け
で
一
切
書
か
な
い
人
も
い
な
い
は
ず
だ
。「
書
く
」「
読
む
」「
話
す
」「
聞
く
」

を
言
語
の
「
四
技
能
」
と
と
ら
え
る
と
、
一
つ
一
つ
が
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
そ
う
だ
が
、「
書
く
」
と
「
読
む
」、「
話
す
」
と
「
聞
く
」
と
は
当
然⒝
ヒ
ョ

ウ
リ
一
体
の
関
係
に
あ
る
。「
双
方
向
的
（interactive

）」
と
い
う
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
言
語
活
動
は
ま
さ
し
く

「
双
方
向
的
」
で
あ
る
。

　

Ｃ

、「
書
く
」
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
、
ま
ず
は
書
い
て
み
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
っ
か
り
し
た
「
書
き
こ
と
ば
」
を
「
読
む
」
こ
と
は
重
要
だ
。

「
し
っ
か
り
し
た
書
き
こ
と
ば
」
が⒞
ソ
ン
ザ
イ
し
て
い
て
も
、そ
れ
を
読
ま
な
け
れ
ば
「
し
っ
か
り
し
た
書
き
こ
と
ば
」
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
し
っ

か
り
し
た
書
き
こ
と
ば
」
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
と
す
る
と
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
場
で
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
何
か
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
か
な
る
言
語
に
も
「
書
き
こ
と
ば
」
と
「
話
し
こ
と
ば
」
が
あ
る
、
と
述
べ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
言
語
態
で
あ
る
一
方
で
、
そ
れ

ぞ
れ
は
「
回
路
」
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
「
言
語
モ
デ
ル
」
だ
。

　

日
常
生
活
を
考
え
て
み
る
と
、「
書
き
こ
と
ば
」
寄
り
の
生
活
を
し
て
い
る
人
、「
話
し
こ
と
ば
」
寄
り
の
生
活
を
し
て
い
る
人
、
い
ろ
い
ろ
だ
ろ
う
。

Ｄ

、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
に
接
し
て
い
る
人
は
、
多
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
常
的
な
生
活
空
間
は
「
書
き
こ
と
ば
」
と
「
話

し
こ
と
ば
」と
に
よ
っ
て
う
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
日
常
的
な
生
活
空
間
を「
言
語
空
間
」と
言
い
換
え
て
み
よ
う
。「
言
語
空
間
」に
は「
書

き
こ
と
ば
」「
話
し
こ
と
ば
」、
両
者
の
中
間
的
な
「
打
ち
こ
と
ば
」
が
響
き
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
る
。

　
『
広
辞
苑
』
は
「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
を
「
マ
ス
―

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
。
新
聞
・
出
版
・
放
送
・
映
画
な
ど
。
大
衆
媒
体
。
大
量
伝
達
手
段
」
と
説

明
し
て
い
る
。「
大
衆
」
は
多
く
の
人
が
そ
れ
に
接
す
る
と
い
う
こ
と
、「
大
量
」
は
毎
日
の
よ
う
に
、
大
量
の
情
報
が
こ
の
媒
体
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
在
で
は
、
こ
れ
にT

w
itter

やFacebook

と
い
う
よ
う
な
情
報
の
発
信
・
受
信
手
段
が
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
も
総
体
と
し
て

と
ら
え
れ
ば
、「
大
衆
媒
体
」「
大
量
伝
達
手
段
」
と
い
っ
て
よ
い
。「
話
し
こ
と
ば
」
の
「
器
」
と
し
て
、
放
送
、T

w
itter

、Facebook

な
ど
が
は
た
し
て

い
る
役
割
は
大
き
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
全
体
が
発
信
し
て
い
る
「
情
報
」
量
は
、「
新
聞
・
出
版
」
の
発
信
し
て
い
る
「
情
報
」
量
に⒟
ヒ
ッ
テ
キ
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す
る
か
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
な
る
と
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
の
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
で
て
く
る
。
本
稿
は
「
書
き
こ
と
ば
」
の
変
容
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
テ
ー
マ

と
し
て
い
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
特
に
、⒠
コ
ウ
ハ
ン
な
受
け
手
を
有
し
て
い
る
テ
レ
ビ
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
言
語
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
き
た
い
。

⑵
言
語
に
関
し
て
は
「
類
推
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
た
。「
類
推
」
と
は
自
身
が
接
し
た
他
者
の
言
語
の
あ
り
よ
う
か
ら
探
る
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
テ
レ
ビ
が
「
公
性
」
の
た
か
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
「
公
性
」
が
た
か
い
こ
と
に
な
る
。
テ

レ
ビ
視
聴
者
に
（
な
ん
と
な
く
に
し
て
も
）
そ
う
し
た
「
心
性
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
テ
レ
ビ
の
こ
と
ば
は
、
類
推
の
も
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
新
聞

も
同
様
だ
。T

w
itter

やFacebook
を
使
用
し
て
い
る
人
が
、
ど
の
程
度
そ
こ
に
「
公
性
」
を
認
め
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
や
り
と

り
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
あ
る
程
度
に
し
て
も
「
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
感
じ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。⑶
「
大
量
」
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
が
不
適

切
で
あ
る
と
は
、
な
か
な
か
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
話
し
こ
と
ば
」
で
起
こ
る
こ
と
は
「
書
き
こ
と
ば
」
で
も
起
こ
る
、「
書
き
こ
と
ば
」
で
起
こ
る
こ
と
は
「
話
し
こ
と
ば
」
で
も
起
こ
る
と
考
え
る
と
、

Ｅ

「
話
し
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
も
観
察
し
て
お
く
の
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。

（
今
野
真
二
『
う
つ
り
ゆ
く
日
本
語
を
よ
む
―
こ
と
ば
が
壊
れ
る
前
に
』
に
よ
る
）

注
「
打
ち
こ
と
ば
」
…
「
話
し
こ
と
ば
」「
書
き
こ
と
ば
」
に
対
し
て
、携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
の
キ
ー
を
打
っ
て
書
か
れ
た
語
句
・
語
法
。
ま
た
、

そ
の
文
章
。

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ａ

〜

Ｅ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
〜
キ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
記
号
は
一
度
し
か

使
え
な
い
も
の
と
す
る
。

　

ア　

そ
も
そ
も　
　
　

イ　

つ
ま
り　
　
　

ウ　

し
た
が
っ
て　
　
　

エ　

さ
て

　

オ　

や
は
り　
　
　
　

カ　

ま
た　
　
　
　

キ　

し
か
し

問
３　

空
欄

Ｘ

・

Ｙ

・

Ｚ

に
入
る
適
当
な
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑴
「
あ
ら
ゆ
る
語
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
を
最
初
か
ら
身
に
つ
け
て
言
語
生
活
を
ス
タ
ー
ト
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
書
き
こ
と
ば
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
、
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
述
べ
た
箇
所
を
本
文
中
よ
り
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
５　

傍
線
部
⑵
「
言
語
に
関
し
て
は
「
類
推
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
た
」
と
あ
る
が
、
本
文
中
で
は
ど
の
よ
う
に
端
的
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
答
え
な
さ
い
。「
〜
重
要
」
に
続
く
形
で
、
十
字
〜
二
十
字
で
記
す
こ
と
。

問
６　

傍
線
部
⑶
「「
大
量
」
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
が
不
適
切
で
あ
る
と
は
、
な
か
な
か
思
わ
な
い
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、「
不
適
切
で
あ
る
と
は
、
な

か
な
か
思
わ
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
そ
の
理
由
を
答
え
な
さ
い
。
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〔二〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

翻
訳
と
い
う
語
は
、
筆
者
に
と
っ
て
、
あ
く
ま
で
日
本
語
で
あ
る
。
翻
訳
と
い
う
行
為
を
、
あ
く
ま
で
日
本
語
の
行
為
と
し
て
考
え
る
。
筆
者
が
翻
訳
と

言
う
と
き
、
そ
れ
は
た
と
え
ばtranslation, traduction, Ü

bersetzung, traducción, traduzióne

と
い
っ
た
英
仏
独
西
伊
の
い
ず
れ
の
外
国
語
を
も

念
頭
に
お
い
て
い
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
翻
訳
と
い
う
語
も
行
為
も
、
外
国
語
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
。
そ
れ
を
承
知
で
言
う
の
だ
。

　

翻
訳
は
、
日
本
と
い
う
一
国
で
の
営
み
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
外
国
で
翻
訳
を
読
む
読
者
が
あ
る
し
、
外
国
で
翻
訳
の
原
稿
用
紙
を
埋
め
た
経
験
が
筆
者
も
一
度
な
ら
ず
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
は
こ
う
言
う
べ

き
だ
ろ
う
。
翻
訳
は
、
日
本
語
と
い
う
一
国
語
の⒜
圏
内
に
お
け
る
営
み
で
あ
る
、
と
。

　

行
為
だ
営
み
だ
と
、
も
っ
た
い
を
つ
け
ず
に
言
お
う
。

　

要
す
る
に
、
翻
訳
は
日
本
語
の
問
題
で
あ
る
。
結
局
は
、
そ
れ
に
尽
き
る
。

⑴
三
島
由
紀
夫
は
『
文
章
読
本
』
の
中
で
こ
う
述
べ
る
。

　

一
般
読
者
が
翻
訳
文
を
読
む
態
度
と
し
て
は
、
わ
か
り
に
く
か
つ
た
り
、
文
章
が
下
手
で
あ
つ
た
り
し
た
ら
、
す
ぐ
放
り
出
し
て
し
ま
ふ
こ
と
が
原

作
者
へ
の
礼
儀
だ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
日
本
語
と
し
て
通
じ
な
い
文
章
を
、
た
だ
原
文
に
忠
実
だ
と
い
ふ
評
判
だ
け
で
が
ま
ん
し
い
し
い
読
む
と
い

ふ
や
う
な
お
と
な
し
い
奴
隷
的
態
度
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

（『
三
島
由
紀
夫
全
集
』
第
二
十
八
巻
、
新
潮
社
）

　

三
島
の
い
う
「
翻
訳
文
」
が
、つ
ま
り
日
本
語
が
、重
要
な
の
だ
。
外
国
語
を
相
手
に
し
て
二
国
語
間
を
往
復
し
、し
か
し
仕
上
げ
て⒝
公
に
す
る
翻
訳
と
は
、

日
本
語
と
い
う
一
国
語
の
表
現
で
あ
る
。
一
国
語
の
質
の
善
し
悪
し
が
す
べ
て
だ
。
翻
訳
し
た
外
国
語
の
原
文
を
言い

い
わ
け訳

に
持
出
し
て
泣な

き
ご
と言

を
並
べ
る
の
を
、

し
ば
し
ば
見
か
け
る
。
翻
訳
者
が⑵
「
翻
訳
文
」と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
も
の
を
世
に
送
り
出
し
た
こ
と
を
懺ざ
ん
げ悔
し
た
と
こ
ろ
で
、そ
れ
は
た
だ
た
ん
に
み
っ

と
も
な
い
。

　

そ
う
い
う
一
国
語
主
義
者
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
はtranslation

やtraduction

と
い
っ
た
話
は
し
な
い
。
話
の
つ
い
で
に
英
訳
や
仏
訳
を
援
用

す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
は
、
そ
れ
が
翻
訳
に
、
す
な
わ
ち
日
本
語
の
問
題
に
か
か
わ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
一
国
語
主
義
者
と
て
、translation

論
やtraduction

論
に
ま
っ
た
く
無
知
な
の
で
は
な
い
。

　

一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
れ
ば
、⑶
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
詩
人
・
批
評
家
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
にO

n T
ranslating H

om
er

と
い
う
ホ
メ
ロ
ス
の
英
語

訳
を
論
じ
た
も
の
が
あ
る
。
百
六
十
頁
の
こ
の
英
語
本
は
、
こ
の
種
の
も
の
で
筆
者
が
丹
念
に
読
ん
だ
一
冊
だ
。

　

ホ
メ
ロ
ス
は
進
展
が⒞
迅
速
で
あ
り
、
語
と
文
体
が
平
明
で
あ
り
、
想
念
が
素
朴
で
あ
り
、
作
風
が
気
品
高
い
、
と
、
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は

Ｘ

。
十
七
世
紀
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
る
ホ
メ
ロ
ス
英
訳
に
不
満
を
語
り
、チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
訳
へ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の⒟
頌
歌
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
・

キ
ー
ツ
を
、
原
典
が
読
め
な
い
の
に
英
語
訳
を
判
断
で
き
る
は
ず
が
な
い
、
と
、

Ｙ

。

　

な
ん
ら
か
の
示
唆
を
得
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、translation

な
の
で
あ
っ
て
、
翻
訳
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
外
国
人

のtranslation, etc.

論
を
あ
れ
こ
れ
紹
介
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
実
際
、
筆
者
の
内
部
で
、
そ
う
し
た
知
識
は
た
ん
な
る
知
識
に
と
ど
ま
る
。
自
分
自
身

が
ホ
メ
ロ
ス
へ
の
一
つ
の
接ア

プ
ロ
ー
チ近と

し
て
読
ん
だ
本
だ
か
ら
だ
。

　
⑷

木
下
杢
太
郎
の
『
浴
泉
歌
』
と
い
う
詩
集
に
、
こ
う
い
う
行く

だ
りが

あ
る
。

　

マ
ラ
ル
メ
の
美
し
き
句
章
を
ト
ル
ス
ト
イ
は
不
可
解
と⒠
罵
つ
た
。
な
ん
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
一い
つ
こ
く国
さ
よ
な
。 

　
（「
珈
琲
壺
と
林
檎
と
」）

　

広
辞
苑
に
は
、

　
【
一
刻
】
②
（「
一
国
」
と
も
書
く
）
頑
固
な
こ
と
。
人
の
言
を
聞
か
ず
、
腹
立
ち
や
す
い
こ
と
。

　

む
ろ
ん
、
杢
太
郎
の
用
い
て
い
る
「
一
国
」
は
こ
の
意
味
だ
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
翻
訳
と
は
日
本
語
と
い
う
一
国
語
の
問
題
で
あ
る
と
主
張
す
る
点
で
、

一
国
さ
を
貫
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
柳
瀬
尚
紀
『
翻
訳
は
い
か
に
す
べ
き
か
』
に
よ
る
）

※
引
用
中
の
旧
字
体
は
、
新
字
体
に
改
め
た
。
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問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
答
え
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ｘ

・

Ｙ

に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
を
そ
れ
ぞ
れ
の
語
群
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
〈
空
欄

Ｘ

の
語
群
〉

ア　

責
め
る　
　
　

イ　

断
じ
る　
　
　

ウ　

高
じ
る　
　
　

エ　

見
く
び
る　
　
　

オ　

教
唆
す
る

　
　
〈
空
欄

Ｙ

の
語
群
〉

ア　

肩
を
並
べ
る　
　
　

イ　

耳
を
疑
う　
　
　

ウ　

口
を
挟
む　
　
　

エ　

切
っ
て
捨
て
る

オ　

舌
を
巻
く

問
３　

傍
線
部
⑴
「
三
島
由
紀
夫
」
の
作
品
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

李
陵　
　
　

イ　

雪
国　
　
　

ウ　

砂
の
女　
　
　

エ　

潮
騒　
　
　

オ　

竜
馬
が
ゆ
く

問
４　

傍
線
部
⑵
「「
翻
訳
文
」
と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
も
の
」
と
は
何
か
。
本
文
中
よ
り
十
二
字
で
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
５　

傍
線
部
⑶
「
十
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
詩
人
・
批
評
家
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
にO

n T
ranslating H

om
er

と
い
う
ホ
メ
ロ
ス
の
英
語
訳
を
論
じ

た
も
の
が
あ
る
」
が
、
こ
れ
は
筆
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
筆
者
が
捉
え
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

知
識
と
い
え
る
も
の

イ　

多
少
の
示
唆
を
得
た
も
の

ウ　

翻
訳
と
い
え
る
も
の

エ　

丹
念
に
読
ん
だ
も
の

オ　

ホ
メ
ロ
ス
を
理
解
す
る
た
め
に
読
ん
だ
も
の

問
６　

傍
線
部
⑷
「
木
下
杢
太
郎
の
『
浴
泉
歌
』
と
い
う
詩
集
に
、
こ
う
い
う
行
が
あ
る
」
に
つ
い
て
、

　
（
１
）
木
下
杢
太
郎
は
、
詩
集
『
邪
宗
門
』
の
作
者
と
と
も
に
反
自
然
主
義
を
代
表
す
る
詩
人
・
劇
作
家
で
あ
る
。
詩
集
『
邪
宗
門
』
の
作
者
を
答

え
な
さ
い
。

　
（
２
）
筆
者
は
な
ぜ
、
木
下
杢
太
郎
の
行
を
引
用
し
た
の
か
。
筆
者
の
意
図
を
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
、
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。




