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般
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推
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適
性
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﹇ 

国 
語 
﹈
問 

題

1
．
問
題
お
よ
び
解
答
用
紙
は
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

2
．
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

3
．
受
験
番
号
お
よ
び
氏
名
は
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

4
．
試
験
終
了
後
、
解
答
用
紙
を
問
題
の
上
に
ふ
せ
て
置
い
て
く
だ
さ
い
。

5
．
回
収
す
る
の
は
解
答
用
紙
だ
け
で
す
。
問
題
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

6
．﹇ 

国
語 

﹈の
問
題
は
1
ペ
ー
ジ
か
ら
6
ペ
ー
ジ
ま
で
で
す
。



問
題
は
次
頁
か
ら
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次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

精
神
分
析
の
実
践
と
は
、
自
分
の
な
か
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
逃
れ
る
よ
う
な
欲
望
の
あ
り
方
を
発
見

し
て
い
く
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
自
分
が
自
分
の
こ
と
を
意
識
的
に
こ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
自
己
認
識
を
続
け
て
い
て

は
、
自
分
の
心
の
本
当
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
は
届
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
使
わ
れ
る
の
が
、「
自
由
連
想
法
」

と
い
う
方
法
で
す
。

精
神
分
析
家
の
オ
フ
ィ
ス
に
は
、
分
析
家
が
座
る
椅
子
が
あ
り
、
そ
の
前
に
カ
ウ
チ
と
い
う
長
椅
子
が

あ
っ
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
そ
こ
に
寝
そ
べ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
頭
の
後
ろ
に
分
析
家
が

座
っ
て
い
る
か
た
ち
に
な
り
、
視
線
が
合
わ
ず
、
お
互
い
の
顔
が
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自

分
の
目
の
前
は
何
も
な
い
空
間
で
す
が
、
あ
た
か
も
そ
こ
に
ス
ク
リ
ー
ン
が
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
こ
に

向
け
て
た
だ
思
い
つ
く
こ
と
を
ベ
ラ
ベ
ラ
し
ゃ
べ
る
の
で
す
。
今
自
分
は
恋
愛
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ

て
い
る
と
か
、
自
分
は
い
つ
も
浮
気
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
と
か
、
直
近
の
自
分
の
問
題
を
語
る
こ
と
か

ら
し
ゃ
べ
り
始
め
る
と
、
昔
中
学
校
の
先
生
に
言
わ
れ
た
イ
ヤ
な
こ
と
と
か
、
夏
休
み
の
午
後
に
家
族
と

冷
や
し
中
華
を
食
べ
た
場
面
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
思
い
出
さ
れ
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
こ

と
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
し
ゃ
べ
り
続
け
る
の
で
す
。

そ
の
あ
い
だ
分
析
家
は
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
大
し
た
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
頷う
な
ず

き
な
が
ら

話
を
聞
い
て
い
て
、
あ
る
い
は
無
言
に
な
っ
た
り
し
、
と
き
ど
き
「
今
出
て
き
た
こ
の
部
分
は
あ
れ
と
つ

な
が
り
ま
す
ね
」
と
い
っ
た
解
釈
を
言
う
く
ら
い
で
す
。

そ
う
や
っ
て
即
興
演
奏
さ
な
が
ら
昔
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
く
と
、
自
分
は
今
、
恋
愛
関
係
に
あ
る

人
に
あ
る
種
の
恐
れ
を
抱
い
て
い
る
ら
し
い
、
み
た
い
な
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
き
て
、
実
は
そ
の
恐
れ
が

中
学
校
の
あ
る
先
生
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
恐
れ
と
何
か
関
係
し
て
い
る
と
気
づ
い
た
り
し
ま
す
。
そ
し

て
典
型
的
に
精
神
分
析
的
に
は
、
そ
の
恐
れ
は
親
と
の
関
係
に
結
び
つ
い
て
い
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
今
の
恋
人
と
の
関
係
が
親
と
の
関
係
に
つ
な
が
る
な
ん
て
い
う
の
は
い
か
に
も
な
話
で
、
そ
う

い
う
の
を
ま
さ
に
「
エ
デ
ィ
プ
ス
的
」
と
言
う
わ
け
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
認
識
し
た
と
こ
ろ
で
何
が

変
わ
る
ん
だ
と
い
う
話
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
実
際
、
ち
ょ
っ
と
意
識
的
に
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
う
い
う

つ
な
ぎ
方
は
多
少
連
想
力
が
あ
る
人
だ
っ
た
ら
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

精
神
分
析
の
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
記
憶
の
つ
な
が
り
を
何
か
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
は
な

く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
芋
づ
る
式
に
引
き
ず
り
出
し
て
、
時
間
を
か
け
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
く
過
程

を
経
て
、
徐
々
に
、
自
分
が
総
体
と
し
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。
ど
う
変
わ
る
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
は
や
は
り
一
種
の
治
療
で
あ
り
、
何
と
も
言
い
に
く
い
か
た
ち
で
、
自
分
の
あ
り
方

が
よ
り
「
し
っ
か
り
」
し
て
い
く
の
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
精
神
分
析
は
時
間
を
節
約
し
て
パ
ッ
パ

と
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
精
神
分
析
経
験
と
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
時
間
を
か
け
て
自
分
の
記
憶
の

総
体
を
洗
い
直
し
て
い
く
作
業
な
の
で
す
。

こ
れ
は
「
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
れ
な
い
も
の
が
大
事
だ
」
と
い
う
現
代
思
想
の
基
本
的
な
発
想

1

⑴

⑵
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に
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
な
か
の
無
意
識
的
な
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
は
、
自
分
の

な
か
の
「
他
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「
他
者
」
と
は
他
人
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
他
な
る
も
の
」
と
い
う
広
い
意
味
で
と
っ
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
と
に
か
く
自
分
の
な
か
に
は
自
分
で
取
り
扱
い
方
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
よ

う
な
「
他
者
」
が
た
く
さ
ん
ひ
し
め
い
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
踊
ら
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
意
志
的
な
行

動
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
的
な
無
意
識
の
概
念
は
、
自
分
の
な
か
に
は
他
者
が
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
と
し
て
言
い
換
え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
現
代
思
想
に
お
け
る
脱
秩
序
的
な
方
向
性
と

つ
な
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
上
で
、
無
意
識
の
何
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
僕
の
解
釈
で
す
が
、「
偶
然
性
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
こ
こ
で
出
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

精
神
分
析
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
自
分
の
過
去
の
い
ろ
ん
な
要
素
が
絡
み
合
い
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
固

い
結
び
目
が
で
き
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
今
の
行
動
に
傾
向
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
そ

れ
は
、「
人
間
は
こ
う
い
う
経
験
を
し
た
ら
こ
う
い
う
人
間
に
な
る
」
な
ど
と
一
般
法
則
の
よ
う
に
言
え

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
精
神
分
析
は
そ
の
意
味
で
、
個
別
の
経
験
を
大
事
に
す
る
の
で
す
。
似
た
よ

う
な
交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
し
て
、
そ
の
こ
と
が
大
き
な
ト
ラ
ウ
マ
に
な
る
人
も
い
れ
ば
、
な
ら
な
い
人

も
い
る
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、
無
意
識
と
は
い
ろ
ん
な
過
去
の
出
来
事
が
偶
然
的
に
あ
る
構
造
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
も

の
で
、
自
分
の
人
生
の
わ
か
ら
な
さ
は
、
過
去
の
諸
々
の
つ
な
が
り
の
偶
然
性
な
の
で
す
。

今
自
分
に
と
っ
て
こ
れ
が
大
事
だ
と
か
、
こ
れ
が
怖
い
と
か
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
物
語
を
持
っ
て

い
る
と
し
て
、「
そ
れ
は
あ
の
と
き
に
あ
あ
い
う
出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
」
と
振
り
返
る
と
き
の
そ
の

出
会
い
は
、
た
ま
た
ま
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
深
く
体
に
刻
ま
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
運
命
」
に
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
ま
た
ま
で
す
。

で
も
人
間
は
ま
っ
た
く
わ
け
も
わ
か
ら
ず
に
自
分
の
人
生
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
思
い
た
く
な

い
。
我
々
は
意
識
の
表
側
で
必
ず
意
味
づ
け
を
し
、
物
語
化
す
る
こ
と
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ

の
裏
側
に
は
、
そ
れ
自
体
で
し
か
な
い
出
来
事
の
連
鎖
が
あ
る
の
で
す
。

た
だ
そ
の
こ
と
に
直
面
す
る
の
が
通
常
は
怖
い
の
で
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
物
語
的
理
由
づ
け
を
し
ま

す
。
し
か
し
精
神
分
析
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
物
語
的
理
由
づ
け
に
よ
っ
て
症
状
が
固

定
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
む
し
ろ
、
無
意
識
の
な
か
で
要
素
同
士
が
ど
う
い
う
関
係
づ
け
に
あ
る
か
を

脱
意
味
的
に
構
造
分
析
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
症
状
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

（
千
葉
雅
也
『
現
代
思
想
入
門
』
に
よ
る
）

※
1 　

フ
ロ
イ
ト
…
一
八
五
六
〜
一
九
三
九
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
分
析
医
。
人
間
の
無
意
識
下
に
あ
る
欲
望
に
着

目
し
、
精
神
分
析
を
創
始
し
た
。 ⑶

※
1

⑷
⑸

⑹
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問
1

　

線
部
⑴
「「
自
由
連
想
法
」
と
い
う
方
法
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
行
う
目
的
と
し
て
、

適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
こ
れ
ま
で
の
人
間
関
係
を
認
識
し
直
す
こ
と

イ
　
ま
だ
知
ら
な
い
自
分
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と

ウ
　
自
分
の
現
在
の
状
況
を
洗
い
出
す
よ
う
に
語
る
こ
と

エ
　
普
段
は
思
い
起
こ
さ
な
く
な
っ
て
い
た
記
憶
を
た
ど
る
こ
と

問
2

　

線
部
⑵
「
徐
々
に
、
自
分
が
総
体
と
し
て
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
意
識
的
に
捉
え
て
き
た
自
己
認
識
か
ら
離
れ
て
、
記
憶
や
そ
の
つ
な
が
り
を
全
体
的
に
捉
え
返

す
と
い
う
こ
と

イ
　
時
間
を
か
け
て
向
き
合
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
認
識
の
誤
り
を
じ
っ
く
り
と
正
し
て
い

く
と
い
う
こ
と

ウ
　
制
御
で
き
な
い
自
己
こ
そ
が
大
事
な
の
だ
か
ら
、
焦
ら
ず
に
様
々
な
方
法
で
分
析
を
加
え
る
と

い
う
こ
と

エ
　
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
自
分
が
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
を
総
合
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と

問
3

　

線
部
⑶
「
自
分
の
な
か
の
無
意
識
的
な
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ

れ
を
言
い
換
え
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
制
御
に
あ
ら
が
う
、
自
由
を
希
求
す
る
理
念
の
躍
動

イ
　
無
自
覚
な
思
い
や
、
制
御
し
き
れ
な
い
欲
望
の
絡
ま
り
合
い

ウ
　
制
御
を
嫌
い
、
偶
然
の
ひ
ら
め
き
を
好
む
想
像
力
の
う
ね
り

エ
　
規
範
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
、
制
御
不
能
な
本
能
の
う
ご
め
き

問
4

　

線
部
⑷
「
精
神
分
析
は
そ
の
意
味
で
、
個
別
の
経
験
を
大
事
に
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、

な
ぜ
こ
う
言
え
る
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
例
え
ば
交
通
事
故
に
遭
っ
た
こ
と
が
ト
ラ
ウ
マ
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
資
質
に
よ
っ
て
異
な
る

と
考
え
る
か
ら

イ
　
自
分
の
な
か
に
い
る
た
く
さ
ん
の
他
者
は
、
意
識
さ
れ
て
い
る
自
己
と
は
無
関
係
に
行
動
す
る

と
捉
え
る
か
ら

ウ
　
現
代
思
想
の
脱
秩
序
的
な
方
向
性
に
従
っ
て
、
一
般
的
法
則
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
意
志
を
尊
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重
す
る
か
ら

エ　

各
人
で
異
な
っ
た
偶
然
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
無
意
識
は
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
と
考
え
る
か

ら

問
5　

線
部
⑸
「
そ
の
「
運
命
」
に
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
運
命
」
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。
空
欄
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
、
本
文
中
か
ら
適
当
な
語
句
を
抜
き
出

し
な
さ
い
。

人
生
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
過
去
が
特
に
理
由
の
な
い

Ⅰ
（
6
字
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
偶
然
性
に

Ⅱ
（
11
字
）

の
で
、
何
ら
か
の
理
由
を
求
め

て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
我
々
は
偶
然
の
出
来
事
を
Ⅲ
（
3
字
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
運
命
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

問
6　

線
部
⑹
「
症
状
が
固
定
化
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
こ

れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
勝
手
な
解
釈
を
す
る
こ
と
で
事
実
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
客
観
的
な
事
実
の

形
成
が
困
難
に
な
っ
て
主
観
的
な
物
語
ば
か
り
に
な
る
と
い
う
こ
と

イ　

人
生
が
意
味
の
な
い
偶
然
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
恐
怖
が
逆
に

妄
想
を
膨
ら
ま
せ
、
あ
り
も
し
な
い
ゆ
が
ん
だ
物
語
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と

ウ　

過
去
の
様
々
な
事
柄
が
た
ま
た
ま
関
係
し
合
っ
て
今
あ
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
な
の
に
、
あ
た

か
も
意
味
が
あ
る
か
の
よ
う
に
理
由
を
付
け
て
そ
れ
に
執
着
す
る
と
い
う
こ
と

エ　

も
と
も
と
が
意
味
の
な
い
出
来
事
の
羅
列
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
あ
た
か
も
事
実
で
あ
る
か
の
よ

う
な
思
い
込
み
が
余
計
に
存
在
の
無
意
味
さ
を
突
き
付
け
て
く
る
と
い
う
こ
と

問
7　

本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

精
神
分
析
と
は
、「
自
由
連
想
法
」
に
よ
っ
て
過
去
を
清
算
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ　

心
の
中
を
く
ま
な
く
知
り
た
け
れ
ば
、
自
覚
的
な
自
己
を
認
識
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ

る
。

ウ　

自
分
の
過
去
と
は
偶
然
に
そ
う
な
っ
た
出
来
事
の
連
な
り
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
に
意
味
は

な
い
。

エ　

無
意
識
と
は
自
分
に
と
っ
て
の
「
他
者
」、
す
な
わ
ち
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
き
れ
な
い
自
分
の
こ

と
で
あ
る
。
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次
の
文
章
は
江
戸
時
代
の
随
筆
『
雨
窓
閑
話
』
の
一
節
で
す
。
本
文
を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え

な
さ
い
。

あ
る
時
徳
蔵
、
北
海
を
乗
り
け
る
時
、
風
烈は

げ

し
く
方
角
を
も
わ
か
た
ず
吹
き
付
け
し
に
、
船
中
食
物
き

れ
て
飢
渇
に
及
べ
り
。
漸や

う
や

く
新
米
の
藁わ

ら

四
五
束
有
り
し
を
潮
に
ひ
た
し
、
か
み
し
め
て
口
腹
を
潤
し
命

を
つ
な
ぐ
。
同
船
の
者
三
四
人
有
り
し
が
、
い
づ
れ
も
声
を
あ
げ
て
泣
き
叫
び
、
徳
蔵
に
い
ふ
は
、【
か

や
う
な
る
大
風
に
て
船
を
覆
し
、
あ
る
い
は
破
船
な
ど
せ
ん
と
す
る
時
は
、
髻

も
と
ど
り

を
放
ち
帆
柱
を
き
る
こ

と
と
申
す
な
れ
ば
、
い
ざ
や
そ
の
通
り
に
せ
ん
と
い
ふ
。
徳
蔵
い
は
く
、
我
は
そ
の
こ
と
い
や
な
り
。
船

主
と
生
ま
れ
し
う
へ
は
、
た
だ
そ
の
職
分
を
大
切
に
し
て
外
の
心
の
動
く
こ
と
更
に
な
し
。
ま
た
帆
柱
は

船
中
肝
心
の
道
具
に
し
て
武
士
の
腰
の
物
の
ご
と
し
。
凡お
よ

そ
侍
た
る
者
命
が
惜
し
き
と
て
、
腰
の
物
を
打

ち
捨
て
る
と
い
ふ
や
有
る
。
命
は
天
命
な
り
、
風
は
天
変
な
り
、
人
力
に
及
び
が
た
し
。
ま
た
、
髻
を
払

ひ
出
家
に
成
り
た
り
と
も
、
な
ど
や
仏
神
の
歓よ
ろ
こ

び
給
は
ん
や
。
命
惜
し
み
て
の
仕
方
な
し
坊
主
と
決
句

笑
は
せ
給
は
ん
か
、
我
は
戦
場
に
て
討
ち
死
に
の
覚
悟
な
り
。
天
の
助
け
あ
ら
ば
助
か
る
べ
し
。
さ
な
く

ば
こ
こ
に
て
死
す
る
と
も
本
望
な
り
と
て
、
あ
へ
て
た
じ
ろ
ぐ
気
色
な
し
。
そ
の
内
に
風
静
ま
り
波
お
さ

ま
り
て
、
難
な
か
り
し
と
ぞ
。

※
1

　
髻
…
髪
を
頭
の
上
に
集
め
て
束
ね
た
所

※
2

　
決
句
…
結
局

2

⑴

※
1

⑵

※
2
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問
1

　

線
部
⑴
「
徳
蔵
、
北
海
を
乗
り
け
る
時
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
の
状
況
を
説
明
し

た
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
徳
蔵
の
船
に
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
強
い
風
が
吹
き
込
ん
で
い
た
。

イ
　
徳
蔵
の
船
に
載
せ
た
食
料
は
、
激
し
い
嵐
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

ウ
　
徳
蔵
た
ち
は
、
藁
を
潮
に
つ
け
口
に
含
む
こ
と
で
飢
え
を
し
の
い
だ
。

エ
　
徳
蔵
と
同
じ
船
に
乗
っ
て
い
る
人
々
は
、
大
声
で
泣
き
わ
め
い
た
。

問
2

　【
　
は
会
話
文
の
始
め
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
会
話
の
最
後
の
三
文
字
を
解
答
欄
に
記
し
な
さ

い
。

問
3

　

線
部
⑵
「
そ
の
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
ま
す
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
髪
を
切
り
出
家
を
す
る
こ
と

イ
　
海
に
身
を
投
げ
る
覚
悟
を
決
め
る
こ
と

ウ
　
船
を
進
め
る
た
め
の
帆
柱
を
切
る
こ
と

エ
　
船
が
流
さ
れ
な
い
よ
う
帆
を
下
ろ
す
こ
と

オ
　
腰
の
刀
を
海
に
投
げ
侍
と
い
う
身
分
を
捨
て
る
こ
と

問
4

　
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
徳
蔵
は
、
天
命
も
天
変
も
気
力
で
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
考
え
た
。

イ
　
同
船
の
者
は
徳
蔵
を
説
得
で
き
ず
、
討
ち
死
に
す
る
決
意
を
固
め
た
。

ウ
　
侍
と
船
主
の
両
方
の
顔
を
持
つ
徳
蔵
は
、
刀
も
帆
柱
も
守
り
抜
い
た
。

エ
　
徳
蔵
は
言
い
伝
え
に
は
従
わ
ず
、
船
主
と
し
て
の
職
分
を
大
切
に
し
た
。

（
以
下
余
白
）




