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B日程
（2月 6日）

2025（令和7）年度
総合文化学部・地球市民学部
一 般 入 学 試 験 問 題

国　　語
12 時〜13 時

受験についての注意
1．試験開始の前に、以下の注意をよく読んでおくこと。

2．試験開始の合図があるまで、この冊子を開かないこと。

3．この冊子の問題本文は 15ページ、問題は 3問である。試験開始後問題を確認し、落丁・乱丁の
箇所があるときは手をあげて交換を求めること。
4．一〜三の問題は、次のとおり解答すること。
　・一は両学部全領域共通の必須問題である。全受験者が解答すること。
　・二と三は選択問題である。二または三のどちらか一方の問題を選んで解答すること。
　・一と二の 2 問、または一と三の 2 問に解答すること。

5．解答用紙は、すべてＨＢの黒鉛筆またはＨＢのシャープペンシルで記入すること。
　（万年筆・ボールペンなどを使用してはならない。）

6．解答用紙は、マーク式と記述式の二種類である。試験開始の前にマーク式解答用紙の定められた
位置に氏名及び受験番号をマーク及び記入し、記述式解答用紙の定められた位置に氏名及び受験番
号を記入すること。

7．解答は、解答用紙の指定された場所にマークまたは記入すること。余白、裏面には何も書いては
ならない。問題冊子の裏表紙の下書き欄は、自由に用いてよい。

8．試験時間中に無断で退場することはできない。

9．終了の合図があったら、ただちに筆記用具を置き、解答用紙は表を上にして置くこと。この冊子
（試験問題）は持ち帰ってよい。



次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
設
問
に
答
え
よ
。〔
40
点
〕

否
定
は
肯
定
の
反
対
だ
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
論
理
学
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
日
本
語
に
お
い
て
は
、
否
定
は
必
ず
し

も
肯
定
と
は
対
照
的
な
関
係
に
は
な
い
。「
も
う
あ
ま
り
時
間
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
ま
だ
多
少
は
時
間
が
あ
る
」
と
等
価
で
、「
な

い
」
こ
と
は
同
時
に
「
あ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。「
な
い
」
が
も
し
完
全
な
「
無
」
の
み
を
意
味
す
る
の
な
ら
、「
あ
ま
り
な
い
」
と
か
「
か

な
り
あ
る
」
な
ど
と
、
そ
の
な
さ
に
程
度
性
を
設
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
日
本
語
の
「
あ
る
」「
な
い
」
は
、
話
し
手
の

視
点
で
と
ら
え
た
判
定
判
断
に
す
ぎ
ず
、
外
な
る
同
じ
対
象
で
も
、
判
断
い
か
ん
で
「
あ
ま
り
な
い
」
と
見
た
り
「
多
少
は
あ
る
」
と
感

じ
た
り
す
る
。
要
す
る
に
、
己
の
主
観
的
把
握
次
第
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、
何
も
客
体
界
の
事
物
に
限
る
こ

と
で
は
な
く
、
自
身
の
心
中
の
思
考
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
十
分
お
礼
の
気
持
ち
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
お
礼
の
申
し
よ
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
否
定
形
で
述
べ
た
り
、
夫
の
い
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
折
に
「
あ
な
た
が
い

な
い
と
駄
目
な
の
」
と
、
こ
れ
ま
た
打
消
し
形
で
表
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を1
負
相
表
現
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
が
、
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
肯
定
形
で
述
べ
る
よ
り
も
強
い
主
張
の
心
が
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
言
い
回
し
に
も
似
た
現
象
が
見

ら
れ
る
。「2
努
力
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
」
と
か
「
か
け
が
え
の
な
い
人
」「
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
、
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
な
ど
、

負
相
表
現
で
裏
側
か
ら
肯
定
表
現
を
行
な
い
、
表
現
効
果
を
高
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
逆
の
肯
定
形
で
、
強
い
否

定
の
気
持
ち
を
相
手
に
伝
え
る
表
現
方
式
と
対
を
な
し
て
い
る
。
嘘
を
つ
く
な
の
意
味
で「
嘘
つ
け
！
」と
言
っ
た
り
、「
や
れ
る
も
の
な
ら
、

や
っ
て
み
ろ
！
」
が
結
局
の
と
こ
ろ
〝
や
る
ん
で
は
な
い
ぞ
〞
を
暗
示
す
る
な
ど
、
例
は
多
い
。「
転
ば
ぬ
先
の
杖
」
と
か
、「3
雨
の
降
ら

な
い
前
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
な
ど
、
文
字
通
り
に
解
釈
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
否
定
の
形
式
も
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く

心
に
願
う
気
持
ち
が
、
逆
に
形
式
的
な
否
定
表
現
を
取
ら
せ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ど
う
も
日
本
語
の
否
定
形
式
は
、
必
ず
し
も
発
想
か
ら
い
っ
て
、
事
柄
や
叙
述
内
容
の
打
消
し
と
い
っ
た
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論
理
一
辺
倒
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、日
本
語
に
は
形
の
う
え
で
は
「
な
い
」
と
な
り
な
が
ら
、

発
話
の
真
意
は
否
定
で
も
何
で
も
な
い
と
い
う
叙
述
が
あ
ま
り
に
も
多
す
ぎ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
相
手
に
同
意
を
求
め
る
気
持
ち
か
ら
「
そ
う
じ
ゃ
な
い
？
」
と
言
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
ね
、
そ
う
で
し
ょ
う
」

と
、こ
ち
ら
の
意
見
を
や
ん
わ
り
示
し
て
認
め
さ
せ
る
、肯
定
的
な
内
容
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。「
私
の
バ
ッ
グ
知
ら
な
い
？
」
と
い
い
、「
そ

れ
、
あ
な
た
に
は
少
し
難
し
く
な
い
か
し
ら
？
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も
「
知
っ
て
る
で
し
ょ
う
」「
難
し
い
で
し
ょ
う
」
と
、
否
定
で
問
い

掛
け
て
肯
定
的
内
容
を
伝
え
る
、
い
わ
ば4
反
語
と
も
い
う
べ
き
発
想
方
式
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
端
的
に
述
べ
る
の
に
比
べ
て
は

る
か
に
含
み
の
多
い
情
意
性
に
富
ん
だ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
相
手
に
否
定
的
に
問
い
掛
け
る
と
見
せ
て
、
実
は
肯
定
判
断
を
引
き
出
さ

せ
る
こ
の
種
の
言
い
方
は
、
日
本
語
で
は
極
め
て
発
達
し
て
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
話
の
パ
タ
ー
ン
を
生
み
出
し
て
い
る
。「
そ
ろ
そ
ろ
始

め
な
い
？
」「
コ
ー
ヒ
ー
で
も
飲
ん
で
行
か
な
い
か
？
」
の
勧
誘
形
式
。「
明
日
ま
た
来
て
く
だ
さ
ら
な
い
？
」「
早
く
お
正
月
に
な
ら
な
い

か
な
あ
」
の
希
望
や
願
望
。
さ
ら
に
は
「
冗
談
じ
ゃ
な
い
！
」「
素
敵
じ
ゃ
な
い
！
」
と
感
情
を
高
ぶ
ら
せ
る
詠
嘆
表
現
。
こ
れ
は
「
冗
談

で
し
ょ
う
」
と
同
意
を
求
め
る
、
先
の
反
語
的
発
想
と 

A

 

い
る
。
そ
の
他
、「
こ
こ
の
お
宅
、
留
守
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
？
」「
も

う
じ
き
返
事
が
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」
の
推
量
か
ら
、
発
展
し
て
、「
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
宜
し
い
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
」「
あ
の
外
国
人
、

刺
身
が
嫌
い
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
の
よ
う
な
念
押
し
な
い
し
は
婉
曲
的
な
物
言
い
へ
と
、「
な
い
」
を
伴
う
言
い
方
は
果
て
し
な
く
広
が
っ

て
い
く
。

否
定
は
文
の
中
で
一
回
と
は
限
ら
ず
、
二
度
、
三
度
と
繰
り
返
し
て
重
ね
用
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
発
話
者
の
表
現
心
理
が
屈

折
し
て
、
二
重
、
三
重
の
含
み
を
帯
び
、
肯
定
形
で
は
表
わ
し
得
な
い
話
者
の
情
意
を
含
意
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。
た
と
え
ば
「
だ
か
ら
、

言
わ
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
！
」
と
聞
い
て
「
言
っ
た
と
お
り
で
し
ょ
」
の
意
味
に
理
解
す
る
。
と
同
時
に
、
話
し
手
の
抱
く
も
ど
か
し
さ

や
心
の
い
ら
だ
ち
が
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
形
で
そ
の
発
言
に
影
の
よ
う
に
添
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
す
る
も
し
な

い
も
、
な
い
じ
ゃ
な
い
か
！
」
つ
ま
り
当
然
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、「
な
い
」
を
何
度
も
繰
り
返
す
こ
と
で
、
ど
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う
し
て
も
拒
否
で
き
な
い
追
い
詰
め
ら
れ
た
心
理
状
態
、
焦
り
に
近
い
気
持
ち
を
実
に
巧
み
に
映
し
出
し
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

否
定
の
形
で
言
葉
を
濁
し
た
り
、
時
に
は
言
外
に
否
定
的
気
分
を
匂
わ
す
技
法
も
話
し
言
葉
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。「
行
か
な
い
こ

と
も
な
い
が
…
…
」「
君
の
言
う
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
」
と
二
重
の
否
定
で
断
定
を
ぼ
か
し
、
曖
昧
性
を
残
す
。5
結
果
と
し
て
推

量
的
気
分
の
婉
曲
表
現
と
な
っ
て
い
く
。「
行
か
な
い
こ
と
も
な
い
が
…
…
」
は
「
行
く
か
も
し
れ
な
い
」
と
内
容
上
は
等
価
だ
し
、「
わ

か
ら
な
い
で
は
な
い
」
は
「
何
と
な
く
わ
か
る
よ
う
だ
が
」
と
一
応
は
置
き
換
え
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
重
の
否
定
で
表
わ

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
端
的
に
表
わ
す
と
こ
ろ
を
、
再
度
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
設
け
る
こ
と
と
な
り
、
表
現
面
で
の
き
つ
さ
が
消
え
て
、

情
意
性
が
に
じ
み
出
て
く
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
言
外
に
否
定
的
気
分
を
匂
わ
す
技
法
と
し
て
は
「
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
う

い
た
し
た
い
の
で
す
が
…
…
」
あ
る
い
は
、
人
に
よ
ん
ど
こ
ろ
な
い
こ
と
を
頼
ま
れ
て
、
言
下
に
断
わ
る
こ
と
も
な
ら
ず
「
考
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
」
と
断
定
を
避
け
る
、
あ
の
返
答
の
や
り
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
随
所
で
触
れ
た
よ
う
に
、
己
の
縄

張
り
の
内
な
る
相
手
と
、
外
の
人
間
と
を
区
別
す
る
。
内
扱
い
の
相
手
に
は
心
の
内
を
率
直
に
そ
の
ま
ま
ぶ
つ
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
が
、

外
の
人
間
に
対
し
て
は
言
葉
に
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
設
け
て
、で
き
る
だ
け
断
定
的
態
度
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
推
量
や
婉
曲
・
朧ろ
う

化か
（
ぼ

か
し
）
の
表
現
が
生
ま
れ
る
素
地
が
あ
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
表
現
技
法
は
人
間
関
係
を
和
ら
げ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
円
滑
に
す
る
一
種
の
潤
滑
油
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
森
田
良
行
『
日
本
人
の
発
想
、
日
本
語
の
表
現
』
よ
り
）

　
（
注
）
○ 

客
体
界

―
意
識
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
外
界
の
こ
と
。
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問
1　

傍
線
部
1
「
負
相
表
現
」
に
あ
て
は
ま
る
も
の
に
は 

①
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
に
は 

② 

を
マ
ー
ク
せ
よ
。

ア　

忘
れ
ら
れ
な
い
味

イ　

届
か
な
い
郵
便
物

ウ　

並
々
な
ら
ぬ
熱
意

エ　

心
な
い
一
言

オ　

間
違
い
の
な
い
人
選

　
　

問
2　

傍
線
部
2
「
努
力
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
」
の
意
味
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

少
し
は
努
力
す
る

②　

積
極
的
に
努
力
す
る

③　

で
き
れ
ば
努
力
す
る

④　

し
ぶ
し
ぶ
努
力
す
る

⑤　

後
で
困
ら
な
い
よ
う
努
力
す
る

問
3　

傍
線
部
3
「
雨
の
降
ら
な
い
前
に
帰
り
ま
し
ょ
う
」
は
本
来
ど
う
表
現
す
る
べ
き
か
、
書
け
。
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問
4　

次
の
文
は
傍
線
部
4「
反
語
と
も
い
う
べ
き
発
想
方
式
」に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。 

a

 

〜 

c

 

に
は「
肯
定
」「
否

定
」
の
い
ず
れ
か
の
語
が
入
る
。「
肯
定
」
は 

①
、「
否
定
」
は 

② 

を
マ
ー
ク
せ
よ
。

聞
き
手
に 

a

 

的
に
尋
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
単
に 

b

 

的
な
内
容
を
伝
え
る
よ
り
も
含
み
を
多
く
持
た
せ
、
こ
ち
ら

の
意
見
を
婉
曲
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
聞
き
手
か
ら 

c

 

的
な
判
断
を
引
き
出
し
や
す
く
な
る
と
い
う
発
想
方
式
。

問
5　

A

 

に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

狭
軌
と
し
て　
　

②　

軌
道
を
た
ど
っ
て　
　

③　

軌
を
一
に
し
て　
　

④　

軌
跡
に
な
っ
て　
　

⑤　

常
軌
を
逸
し
て

問
6　

傍
線
部
5
「
結
果
と
し
て
推
量
的
気
分
の
婉
曲
表
現
と
な
っ
て
い
く
」
と
あ
る
が
、
こ
の
婉
曲
表
現
に
は
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き

が
あ
る
か
、
解
答
欄
に
合
わ
せ
て
三
十
字
以
内
で
書
け
。

問
7　

右
の
文
章
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の 
① 
〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

日
本
語
の
否
定
表
現
で
論
理
学
上
の
肯
定
の
反
対
を
表
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

②　

日
本
語
は
縄
張
り
の
内
な
る
相
手
と
の
関
係
を
重
視
し
て
断
定
を
避
け
る
表
現
を
用
い
る
。

③　

日
本
語
で
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
時
に
婉
曲
や
推
量
を
使
う
と
相
手
に
内
容
が
正
確
に
伝
わ
る
。

④　

日
本
語
で
は
否
定
表
現
で
肯
定
的
な
内
容
を
強
調
し
肯
定
表
現
で
否
定
的
な
内
容
を
表
わ
す
こ
と
が
あ
る
。

⑤　

日
本
語
で
二
重
、
三
重
に
否
定
を
用
い
る
と
き
は
文
の
意
味
を
曖
昧
に
し
て
内
容
を
誤
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
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《
次
の
二
と
三
の
問
題
は
選
択
問
題
で
あ
る
、
二
・
三
の
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
ん
で
解
答
せ
よ
。
な
お
、
記

述
用
解
答
用
紙
に
は
選
択
し
た
問
題
に
○
を
付
け
、
か
つ
マ
ー
ク
シ
ー
ト
に
は
マ
ー
ク
せ
よ
。》

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
設
問
に
答
え
よ
。〔
30
点
〕

夏
の
終
り
に
、
北
と
西
に
嫁
い
で
い
る
長
女
と
次
女
が
、
互
い
の
家
族
を
連
れ
て
実
家
に
寄
り
合
っ
た
。
都
心
か
ら
は
電
車
で
一
時
間

余
り
、
郊
外
に
住
む
両
親
へ
の1
平
素
の
沙
汰
無
し
の
詫わ

び
を
、
久
々
に
夕
べ
の
食
卓
に
示
し
た
が
、
二
人
だ
け
の
暮
し
に
慣
れ
て
い
る
老

夫
婦
は
、
ひ
と
つ
屋
根
の
下
に
突
然
大
勢
の
者
が
集
っ
た
だ
け
で
調
子
を
崩
し
た
。
娘
や
孫
達た
ち

の
や
さ
し
さ
が
、
そ
の
ま
ま
暴
力
に
も
な

り
得
る
の
を
互
い
に
そ
っ
と
嘆
き
は
し
た
も
の
の
、
客
が
一
斉
に
立
ち
去
る
と
、
何
と
は
な
し
の
安あ
ん

堵ど

に
も
さ
び
し
さ
が
滲に
じ

み
、
普
段
か

ら
口
数
の
少
な
い
夫
婦
は
い
っ
そ
う
静
か
な
夫
婦
に
な
っ
た
。

老
人
は
、
夕ゆ
う

陽ひ

に
染
ま
っ
た
庭
木
の
蝉せ
み

の
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
下
草
の
翳か
げ

り
に
目
を
遣や

り
、
さ
き
頃
か
ら2
何
か
に
急せ

き
立
て
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
自
分
と
向
か
い
合
っ
て
い
た
。

（
中
略
）

娘
達
が
来
る
三
日
前
は
、
老
人
の
定
例
の
出
社
日
で
あ
っ
た
。

朝
が
よ
く
晴
れ
て
い
た
。
見
上
げ
る
だ
け
で
老
人
の
目
は
潤
み
そ
う
だ
っ
た
。
今
日
も
日
中
の
温
度
は
高
く
な
る
だ
ろ
う
。
老
人
は
鉢は
ち

植う
え

へ
の
水
も
多
目
に
注
い
で
お
い
た
。
定
例
と
い
っ
て
も
月
に
二
度
、
午
後
に
開
か
れ
る
約
二
時
間
程
度
の
会
議
へ
の
出
席
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
あ
と
の
夕
食
会
へ
の
出
欠
は
自
由
で
あ
っ
た
。

二
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長
年
勤
め
た
会
社
の
役
員
に
抜ば
っ

擢て
き

さ
れ
た
頃
は
、
当
然
の
よ
う
に
多
事
多
忙
を
こ
な
し
、
そ
れ
が
生
き
甲が

斐い

に
も
思
わ
れ
た
が
、
や
が

て
定
年
制
の
枠
の
外
で
の
勤
務
、
待
遇
に
な
り
、
そ
れ
も
今
で
は
ご
く
ゆ
る
や
か
な
も
の
に
変
っ
て
い
た
。
思
い
が
け
な
い
入
院
と
退
院

が
あ
っ
て
か
ら
、
老
人
は
そ
れ
ま
で
の
会
社
の
待
遇
に
甘
ん
じ
続
け
る
の
を
辞
退
し
た
が
、
社
長
の
意
向
で
そ
れ
は
斥し
り
ぞけ

ら
れ
た
。

辞
退
し
た
に
も
拘か
か
わ
ら
ず
そ
の
関
係
が
会
社
側
か
ら
積
極
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恩
情
の
慰
労
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
側
が3
歴れ
っ
きと

し
た
役
割
を
今
な
お
認
め
て
い
る
証
拠
だ
と
い
う
の
が
次
女
の
夫
の
意
見
で
あ
っ
た
。
自
分
も
将
来
そ
う
い
う
扱
い
を
受
け
た
い
も
の
だ

が
、
企
業
の
冷
酷
を
思
う
と
、
第
一
、
定
年
ま
で
ひ
と
つ
社
に
い
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
と
彼
は
素し
ら
ふ面
の
時
に
一
度
な
ら
ず
義
父
に
そ
ん
な

こ
と
も
打
ち
明
け
た
。

い
つ
も
の
よ
う
に
早
目
の
迎
え
の
車
で
都
心
に
向
か
う
途
中
、
老
人
は
運
転
の
人
に
、
十
分
ほ
ど
寄
り
道
を
し
て
く
れ
な
い
か
と
頼
み
、

自
分
が
書
い
て
き
た
略
図
で
道
順
を
示
し
て
、
あ
る
会
社
近
く
の
駐
車
場
に
車
を
導
い
た
。
温
度
の
差
を
警
戒
し
て
車
の
冷
房
を
弱
く
し

て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
、
扉
の
外
に
立
っ
た
時
吐
き
気
や
胸
苦
し
さ
を
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
瞬
、
足
許も
と

の
舗
道
が
揺

れ
た
か
と
訝い
ぶ
かる
よ
う
な
緊
張
は
あ
っ
た
。

彼
が
訪
ね
た
の
は
大
学
時
代
の
友
人
で
、
主
な
用
は
、
共
通
の
友
人
の
七
回
忌
の
相
談
で
あ
っ
た
。
共
通
の
友
人
は
、
老
人
が
最
も
心

を
許
し
た
友
達
で
、年
に
一
度
の
彼
と
の
旅
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
に
あ
っ
て
の
働
き
ざ
か
り
の
時
期
に
も
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、

互
い
に
閑
職
に
就
い
て
か
ら
も
続
け
ら
れ
た
。
た
だ
一
度
、
入
院
し
た
年
を
除
い
て
。
盃
さ
か
ず
きを

交
し
て
こ
れ
ほ
ど
よ
い
酔
い
心
地
に
な
れ
る

友
人
は
他
に
い
な
か
っ
た
。
酒
の
肴さ
か
な
の
好
み
は
自
分
と
一
致
し
て
い
な
く
て
も
、
酒
を
丁
寧
に
愉た
の

し
み
、
そ
の
芳
香
、
美
味
を
無
双
の
そ

れ
と
し
て
よ
ろ
こ
ぶ
友
人
の
よ
ろ
こ
び
よ
う
に
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
過
去
を
も
ふ
く
め
て
、
彼
の
歴
史
の
す
べ
て
が
こ
め
ら
れ
て
い
る

の
を
疑
わ
ず
、
そ
の
歴
史
は
多
く
の
労
苦
、
苦
渋
を
積
ん
で
い
て
も
、
少
し
も
卑
し
く
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
が
何
よ
り
の
魅
力
だ
っ
た
。

老
人
の
妻
は
、
夫
の
旅
が
終
っ
た
の
を
心
か
ら
気
の
毒
に
思
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
が
代
っ
て
つ
と
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
い
の
で
、

た
だ
ひ
と
り
気
の
毒
に
思
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
夫
と
親
友
と
の
最
後
の
旅
は
、
早
春
の
比ひ

叡え

だ
っ
た
と
聞
か
さ
れ
て
い
る
。
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（
中
略
）

冷
え
込
み
が
続
い
て
、
庭
木
の
黄
葉
や
紅
葉
が
す
す
ん
だ
。
雲
が
空
を
覆
っ
て
、
夕
方
に
は
ま
だ
間
が
あ
る
の
に
仄ほ
の

暗ぐ
ら

い
。

特
別
の
用
か
吹
き
降
り
で
も
な
い
限
り
、
老
夫
婦
は
午
後
の
散
歩
を
欠
か
さ
な
い
。
ス
テ
ッ
キ
を
持
っ
た
老
人
の
あ
と
を
、
少
し
遅
れ

て
狭
い
歩
幅
で
妻
が
追
う
。
大
抵
の
時
、
途
中
で
妻
は
夕ゆ
う

餉げ

の
買
い
物
に
回
る
。
帰
宅
す
る
と
ま
ず
日
本
茶
の
用
意
に
か
か
る
。

先
に
帰
っ
て
部
屋
着
に
着
替
え
て
い
る
夫
は
、
食
卓
に
読
み
残
し
の
新
聞
を
拡ひ
ろ

げ
た
ま
ま
妻
の
茶
を
待
つ
。
会
話
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

二
人
の
行
動
は
ほ
ぼ
規
則
正
し
い
。
夏
の
終
り
に
二
た
晩
泊
っ
て
行
っ
た
長
女
か
ら
は
、
早
い
冬
支
度
と
家
族
の
様
子
を
伝
え
る
長
い
便

り
が
届
き
、
次
女
は
、
今
年
の
蜜み

柑か
ん

を
期
待
し
て
ほ
し
い
と
い
う
葉
書
の
隅
に
、
お
母
さ
ん
の
眼
鏡
の
度
合
わ
せ
を
し
て
下
さ
い
と
書
き

添
え
て
い
た
。

妻
が
夫
の
湯ゆ

呑の
み

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん

を
熱
湯
で
温
め
出
し
た
。

夫
が
新
聞
を
折
り
畳
む
。

湯
が
捨
て
ら
れ
た
。

夫
の
茶
碗
に
急
須
を
傾
け
な
が
ら
、
澄
ん
だ
香
り
の
漂
う
中
で
妻
が
突
然
口
を
き
っ
た
。

「
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
お
話
で
す
み
ま
す
け
れ
ど
、
あ
の
時
ば
か
り
は
、
離
婚
し
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
い
ま
し
た
」

妻
の
目
は
急
須
の
口
か
ら
茶
碗
に
注
が
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
い
つ
も
の
よ
う
に
腕
を
組
ん
で
妻
が
つ
ぎ
終
る
の
を
待
っ
て
い
た
夫
は
、

こ
の
突
然
に
一
瞬
息
を
詰
め
た
。
妻
の
目
許
を
探
っ
た
。
用
心
し
て
咄と
っ

嗟さ

の
言
葉
だ
け
は
呑の

み
込
ん
だ
。「
あ
の
時
」
の
ひ
と
こ
と
で
通
じ

る
も
の
が
、
こ
の
二
人
に
は
、
あ
っ
た
。

妻
に
格
別
不
満
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
安
心
が
油
断
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
夫
は
振
り
返
る
。
し
か
し
理
由

は
何
で
あ
れ
自
分
も
又
た
だ
の
男
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
ひ
と
り
の
女
に
知
ら
さ
れ
、
長
く
も
短
く
も
あ
っ
た
幻
の
よ
う
な
時
が
過
ぎ



— 9 —

て
、
女
は
や
が
て
帰
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
行
っ
た
。

実
際
、
あ
の
時
以
来
、
妻
は
そ
の
こ
と
に
は
一
切
触
れ
ず
、
夫
も
ひ
と
こ
と
の
言
い
訳
も
し
な
い
ま
ま
で
長
い
年
月
を
重
ね
て
い
た
。

危
い
場
所
に
近
づ
き
か
け
て
い
る
の
に
気
づ
く
と
、 

A

 

。
口
に
し
て
責
め
立
て
ず
、
釈
明
せ
ず
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
保

た
れ
て
き
た
年
月
で
あ
る
の
を
夫
も
妻
も
よ
く
心
得
て
い
た
。
妻
は
、
あ
の
時
の
こ
と
に
触
れ
な
い
の
は
、
自
尊
心
の
た
め
ば
か
り
で
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
。
夫
も
、
自
分
が
釈
明
し
な
い
の
は
、
面
目
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
余
白
に
助
け
ら
れ
、

同
じ
余
白
に
不
安
を
抱
き
続
け
た
ま
ま
互
い
の
時
を
歩
い
て
来
た
。

静
か
に
暮
し
て
は
い
て
も
、
二
人
に
は
、
心
の
ど
こ
か
で
別
々
に
渡
っ
て
い
る
綱
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
平
素
は
無
口
な
妻
か
ら
、

自
分
が
会
社
で
多
事
多
忙
を
こ
な
し
て
い
た
頃
の
決
意
を
初
め
て
聞
か
さ
れ
た
夫
は
、
不
意
を
つ
か
れ
な
が
ら
も
、
あ
の
時
の
こ
と
が
こ

う
い
う
か
た
ち
で
つ
い
に
話
題
に
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
安
堵
す
る
気
持
も
な
く
は
な
か
っ
た
。

「
本
気
で
か
」

わ
ざ
と
ぶ
っ
き
ら
棒
に
言
っ
た
。

「
は
い
」

そ
の
声
の
強
さ
は
前
と
変
ら
な
か
っ
た
。

し
ば
ら
く
二
人
の
沈
黙
が
続
い
た
。

つ
ぎ
終
っ
た
妻
が
夫
に
茶
碗
を
す
す
め
、
夫
が
ゆ
っ
く
り
と
最
初
の
一
口
を
飲
ん
だ
。

「
そ
う
か
。
お
前
も
矢
張
り
女
だ
っ
た
か
」

照
れ
隠
し
の
よ
う
な
明
か
る
い
声
で
笑
っ
た
。
妻
も
笑
っ
た
。
夫
で
さ
え
滅
多
に
聞
く
こ
と
の
な
い
笑
い
声
だ
っ
た
。

妻
の
珍
ら
し
い
笑
い
声
に
、
老
人
は
ふ
と
勢
い
き
お
いを
得
た
。

老
杉
の
木
立
に
霧
の
流
れ
る
比
叡
の
奥
、
西
塔
の
駐
車
場
か
ら
に
な
い
堂
へ
向
か
う
山
道
の
右
下
に
、
見
過
し
か
ね
な
い
銅
板い
た

葺ぶ
き

屋
根
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の
小
さ
な
堂
が
あ
る
。
椿
つ
ば
き
堂
。
亡
く
な
っ
た
親
友
と
の
最
後
の
旅
で
訪
ね
た
の
は
こ
こ
だ
っ
た
。

堂
の
す
ぐ
左
手
に
椿
の
木
が
あ
る
。
山
の
春
は
遅
い
け
れ
ど
椿
の
花
の
盛
り
は
と
う
に
過
ぎ
て
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
紅
が
た
だ
二
つ
、

三
つ
、
つ
や
や
か
な
葉
の
繁し
げ

み
か
ら
、
目
を
射
る
よ
う
な
鮮
や
か
さ
で
冬
の
終お
わ

り
を
告
げ
て
い
た
。
下
草
の
間
か
ら
の
び
上
っ
た
蔓つ
る

草く
さ

が
、

並
び
立
つ
杉
の
古
木
の
幹
を
抱
き
、
音
と
い
う
音
が
、
巨
大
な
筒
状
に
な
っ
て
無
限
の
天
空
に
吸
い
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
冷
た
い
森

閑
に
い
て
、
重
な
り
合
う
深
山
の
緑
に
支
え
ら
れ
た
残
り
の
花
を
、
こ
の
世
の
も
の
か
と
な
が
め
た
こ
と
に
老
人
は
今
も
満
足
し
て
い
る
。

あ
の
花
を
妻
に
見
せ
た
い
。
あ
の
堂
の
前
に
、
妻
を
立
た
せ
た
い
。
か
ね
て
か
ら
そ
う
思
っ
て
い
た
。
友
人
は
な
ぜ
そ
こ
に
自
分
を
伴
っ

た
の
か
。
根
本
中
堂
に
も
釈し
ゃ

迦か

堂ど
う

に
も
寄
ら
ず
、
に
な
い
堂
近
く
の
苔こ
け

を
賞め

で
て
山
を
下
り
て
来
た
。
途
中
の
高
み
で
「
か
っ
こ
う
」
と

啼な

く
鳥
の
声
を
聞
い
た
。

こ
の
旅
の
あ
と
、
老
人
は
行
く
先
々
に
椿
堂
の
花
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
比
叡
の
奥
の
、
そ
れ
も
咲
き
残
り
の
椿
を
見
る
よ
う
に
な
っ

た
。
少
し
早
い
妻
の
衰
え
は
自
分
の
せ
い
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
と
な
く
気
に
し
て
い
た
老
人
は
、
許
し
と
も
怨う
ら

み
と
も
つ
か
ぬ
妻
の
笑
い

声
に
勇
気
を
得
た
。
年
が
明
け
た
ら
、
寒
さ
の
ゆ
る
む
の
を
待
っ
て
ぜ
ひ
比
叡
に
行
こ
う
。
自
分
が
稀け

有う

の
美
し
さ
と
見
た
も
の
を
妻
と

と
も
に
見
る
時
を
思
う
と
、
久
々
に
気
持
が
上
向
い
た
。
言
葉
は
い
ら
な
い
。
深
い
詫わ

び
も
、
い
た
わ
り
も
、
共
に
そ
こ
に
立
つ
こ
と
の

中
に
こ
め
た
い
と
思
っ
た
。

次
の
日
の
夜
明
け
、
老
人
に
発
作
が
起お
こ

っ
た
。

薄
れ
て
ゆ
く
意
識
の
中
で
、
彼
は 

B

 

と 

C

 

の
笑
顔
を
見
た
。

（
竹
西
寛
子
『
椿
堂
』
よ
り
）
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問
1　

傍
線
部
1
「
平
素
の
沙
汰
無
し
の
詫わ

び
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
沙
汰
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

う
わ
さ　
　

②　

贈
り
物　
　

③　

音
信　
　

④　

興
味　
　

⑤　

世
話

問
2　

傍
線
部
2
「
何
か
に
急せ

き
立
て
ら
れ
て
い
る
」
に
お
い
て
、
作
者
は
「
何
か
」
と
書
い
て
い
る
が
、
読
者
に
「
何
か
」
が
何
な
の

か
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、

Ⅰ　
「
何
か
」
は
何
な
の
か
、
右
の
文
章
全
体
か
ら
考
え
て
答
え
よ
。

Ⅱ　

傍
線
部
2
の
前
に
、「
何
か
」
を
暗
に
示
す
た
め
の
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
言
葉
を
二
字
以
内
で
三
つ
、
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
3　

傍
線
部
3「
歴れ
っ
きと
し
た
」の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

変
わ
ら
な
い　
　

②　

立
派
な　
　

③　

特
殊
な　
　

④　

名
目
的
な　
　

⑤　

有
意
義
な　

                            

問
4　

空
欄 

A

 

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

お
互
い
急
い
で
道
筋
を
変
え
た

②　

自
尊
心
と
面
目
の
争
い
に
な
っ
た

③　

立
ち
す
く
ん
で
し
ま
い
、
何
も
で
き
な
く
な
る

④　

手
を
取
り
合
っ
て
駆
け
出
し
た

⑤　

と
も
に
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た

問
5　

空
欄 

B

、

C

 

に
入
る
人
物
は
誰
と
誰
か
、
答
え
よ
（
順
不
同
）。
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次
の
文
章
は
、
室
町
時
代
に
成
立
し
た
『
岩
屋
の
草
子
』
の
一
部
で
あ
る
。
姫
君
は
、
実
母
を
亡
く
し
、
継
母
に
疎
ま
れ
て
い
た
。
父

と
共
に
船
で
九
州
へ
下
る
途
中
、
瀬
戸
内
海
の
明
石
の
浦
の
岩
場
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
以
下
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
設

問
に
答
え
よ
。〔
30
点
〕

さ
て
も
、
姫
君
は
巌い
は
ほ

の
上
に
五
日
ま
で
ぞ
お
は
し
け
る
。
潮
のア
干
る
時
は
元
の
巌
な
り
。
ま
た
満
つ
る
時
は
御
髪
の
上
ま
で
波
ぞ
越
し

て
洗
ひ
け
る
。
恐
ろ
し
さ
、
悲
し
さ
、「1
な
か
な
か
海
へ
沈
め
た
ら
ば
、
か
か
る
う
き
目
は
見
じ
や
。
こ
の
世
一
つ
の
事
な
ら
じ
。
前さ
き

の
世

に
い
か
な
る
罪
を
か
作
り
て
、
か
か
る
身
と
は
な
る
ら
ん
。
満
ち
く
る
潮
に
引
か
れ
て
、
こ
の
度
は
海
へ
入
り
な
ん
」
と
思
ひ
設
け
て
お

は
す
る
所
に
、
母
御
前
の
御
声
と
覚
え
て
、「2
命
絶
た
な
ん
と
、
な
思
し
そ
。
今
一
時
待
ち
給
へ
。
夜
昼
我
立
ち
添
ひ
て
守
りa
奉
る
な
り
」

と
聞
え
け
れ
ば
、「
さ
て
は
、
母
御
前
に
て
ま
し
ま
す
か
。
母
御
前
に
て
わ
た
ら
せ
給
は
ば
、
何
と
て
命
を
生
け
さ
せ
給
ふ
ら
ん
。
早
は
や

命
を
取
ら
せb
給
へ
」
と
、
祈
念
し
き
り
に
し
給
ひ
け
り
。

さ
て
、イ
海
士
小
舟
・
釣
舟
通
れ
ど
も
、
寄
り
て
言
問
ふ
人
も
な
し
。
五
日
と
申
す
夕
暮
に
、
明
石
の
海
士
、
潮
の
干
る
間
を
う
か
が
ひ
て
、

漁あ
さ

り
に
と
て
ぞ
出
で
た
り
け
り
。
螺に
し

や
栄さ
ざ
え螺

・
蛤
は
ま
ぐ
り取

り
に
沖
へ
出
で
た
り
。
巌
の
上
を
見
て
あ
れ
ば
、女
房
の
や
う
な
る
人
こ
そ
見
え
け
れ
。

天
人
の
天
く
だ
り
給
ふ
か
や
。
か
か
る
事
こ
そ
い
ま
だ
見
ね
。
凡
夫
と
も
覚
え
ね
ど
も
、
怪
し
き
に
、
舟
さ
し
と
ど
め
、3
つ
く
づ
く
と
ぞ

ま
ぼ
り
け
る
。
か
の
姫
君
、「
か
か
る
も
の
は
人
に
て
は
な
き
や
ら
ん
。
た
だ
今
我
を
失
は
ん
と
や
」、
恐
ろ
し
く
思
ひ
け
れ
ど
も
、
よ
く

よ
く
こ
れ
を
見
給
ふ
に
、
さ
す
が
に
人
の
形
な
り
。
姫
君
さ
め
ざ
め
と
泣
き
給
ふ
。
海
士
舟
漕
ぎ
寄
せ
て
、
申
す
や
う
、「
い
か
な
る
人
に

て
お
は
す
れ
ば
、
か
か
る
島
に
た
だ
一
人c
お
は
す
る
ぞ
」
と
申
せ
ば
、
姫
君
の
た
ま
ふ
や
う
、「
我
は
京
の
者
な
り
。
通
る
舟
に
捨
て
ら
れ

て
あ
る
な
り
」
と
仰
せ
け
れ
ば
、「
ま
こ
と
に
捨
て
ら
れ
て
ま
し
ま
さ
ば
、
我
ら
が
住
む
所
へ
入
ら
せ
給
へ
」
と
申
せ
ば
、「
嬉
し
く
こ
そ

あ
ら
め
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
さ
ら
ば
」
と
て
、
海
士
が
舟
に
乗
せ
参
ら
せ
て
、
み
ぎ
は
に
漕
ぎ
寄
せ
て
、
い
だ
き
、
負を

ひ
奉
り
て
、
己
が

岩
屋
へ
入
れ
奉
り
ぬ
。
次
の
日
、
上
の
岩
屋
し
つ
ら
ひ
て
、
別べ
ち

に
据
ゑ
奉
り
て
、
主し
う

の
ご
と
く
か
し
づ
き
奉
る
事
限
り
な
し
。

三
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（
注
）
○　

祈
念

―
一
心
に
願
う
こ
と
。

〇　

螺

―
巻
き
貝
の
総
称
。

問
1　

波
線
部
ア
「
干
」
イ
「
海
士
」
の
読
み
方
を
、
現
代
仮
名
遣
い
（
平
仮
名
）
で
書
け
。

問
2　

二
重
傍
線
部
ａ
「
奉
る
」
ｂ
「
給
へ
」ｃ
「
お
は
す
る
」
の
敬
意
の
対
象
を
、次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。
同
じ
番
号
を
何
度
使
っ
て
も
よ
い
。

①　

姫
君　
　

②　

母
御
前　
　

③　

海
士　
　

④　

天
人　
　

⑤　

凡
夫

問
3　

傍
線
部
1
「
な
か
な
か
海
へ
沈
め
た
ら
ば
、
か
か
る
う
き
目
は
見
じ
や
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
問
に
答
え
よ
。

（
1
）　

傍
線
部
1
の
現
代
語
訳
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

逆
に
、
海
に
落
と
さ
れ
沈
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ん
な
ひ
ど
い
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

②　

も
し
も
、
海
に
落
ち
る
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
つ
ら
い
目
に
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

③　

中
途
半
端
に
海
に
落
と
さ
れ
濡
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

④　

か
え
っ
て
海
に
落
と
さ
れ
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
ら
、
こ
ん
な
つ
ら
い
目
は
見
な
く
て
よ
か
っ
た
。

⑤　

し
っ
か
り
海
の
中
程
ま
で
沈
め
て
い
れ
ば
、
こ
ん
な
姿
で
生
き
残
る
こ
と
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
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 （
2
）　
「
か
か
る
う
き
目
」
の
内
容
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク

せ
よ
。①　

海
で
溺
れ
死
ぬ
こ
と　

②　

前
世
で
罪
を
冒
し
た
こ
と

③　

母
御
前
に
先
立
た
れ
る
こ
と

④　

髪
が
潮
で
濡
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

⑤　

岩
上
で
死
に
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と

問
4　

傍
線
部
2
「
命
絶
た
な
ん
と
、
な
思
し
そ
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
問
に
答
え
よ
。

（
1
）「
命
絶
た
な
ん
と
」
の
「
な
ん
」
の
文
法
的
説
明
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号

を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

動
詞
の
活
用
語
尾
＋
助
動
詞　
　

②　

助
動
詞
＋
助
動
詞　
　

③　

副
詞
の
一
部　
　

④　

係
助
詞　
　

⑤　

終
助
詞

（
2
）　
「
な
思
し
そ
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
5　

傍
線
部
3
「
つ
く
づ
く
と
ぞ
ま
ぼ
り
け
る
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。
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問
6　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

姫
君
は
、
海
士
に
連
れ
て
行
か
れ
て
、
夫
婦
と
し
て
一
緒
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。

②　

姫
君
は
、
海
士
の
家
と
は
別
に
住
ま
い
を
整
え
て
も
ら
い
、
丁
寧
に
お
世
話
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

③　

姫
君
は
、
海
士
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
を
あ
り
が
た
く
思
い
、
海
士
の
従
者
と
し
て
お
仕
え
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

④　

姫
君
は
、
海
士
の
船
に
乗
せ
ら
れ
、
岩
屋
に
祭
ら
れ
、
天
人
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑤　

姫
君
は
、
母
御
前
と
別
れ
、
海
士
と
一
緒
に
住
む
こ
と
を
い
や
い
や
な
が
ら
承
諾
し
た
。



（
下
書
き
欄
）

10 ５15

10


