
（
二
〇
二
一
年
度
一
般
選
抜
Ｂ
） 

国
語
問
題
（
六
〇
分
）
（
こ
の
問
題
冊
子
は
九
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
） 

 

受
験
に
つ
い
て
の
注
意 

 

一
、 

監
督
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
を
開
い
て
は
な
ら
な
い
。 

二
、 

携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
電
源
は
切
る
こ
と
。 

三
、 

時
計
に
組
み
込
ま
れ
た
ア
ラ
ー
ム
機
能
、
計
算
機
能
、
辞
書
機
能
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

四
、 

試
験
開
始
前
に
、
監
督
か
ら
が
指
示
が
あ
っ
た
ら
、
解
答
用
紙
の
受
験
番
号
欄
の
番
号
が
自
分
の
受
験
番
号
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。 

五
、 

解
答
用
紙
は
三
枚
あ
る
。
解
答
は
解
答
欄
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
何
も
書
い
て
は
な
ら
な
い
。 

六
、 

監
督
か
ら
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
問
題
の
冊
子
が
、
右
に
記
し
た
ペ
ー
ジ
数
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
。 

七
、 

筆
記
具
は
、
Ｈ
、
Ｆ
、
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
限
る
。
万
年
筆
や
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
訂
正
す
る
場 

合
は
、 

消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に
消
す
こ
と
。
消
し
く
ず
は
き
れ
い
に
取
り
除
く
こ
と
。 

八
、 

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。 

九
、 

試
験
時
間
中
に
退
場
し
て
は
な
ら
な
い
。 

十
、 

問
題
冊
子
と
解
答
用
紙
を
持
ち
帰
っ
て
は
な
ら
な
い
。 
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以
下
の
文
章
は
、
昭
和
十
二
（
一
九
三
七
）
年
に
発
表
さ
れ
た
中
谷
宇
吉
郎
（
物
理
学
者
・
随
筆
家
）
に
よ
る 

「
科
学
と
文
化
」
の
全
文
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に

つ
い
て
、
下
記
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

こ
の
頃
自
然
科
学
上
の
色
々
の
問
題
が
、
文
科
系
統
の
学
問
を
し
て
い
る
人
々
の
口
に
度
々
上

の
ぼ

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
自
然
科
学
が
従
来
の
よ
う
に
工
業
的
方
面

に
の
み
利
用
さ
れ
て
い
る
の
に
あ
き
た
ら
ず
、
も
っ
と
人
間
の
精
神
活
動
の
方
面
に
、
即
ち
広
い
意
味
で
の
文
化
の
向
上
に
役
立
た
せ
よ
う
と
い
う
企
て
の
一
つ
の
現

れ
と
思
わ
れ
る
。 

 

こ
の
運
動
は
科
学
者
の
方
面
と
、
文
学
者
の
一
部
と
両
方
の
側
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
科
学
者
の
側
か
ら
は
、
盛
ん
に
科
学
精
神
の
発
揚
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
唱
え
ら
れ
る
し
、
文
学
者
の
中
に
は
、
最
近
の
物
理
学
の
急
激
な
発
展
の
齎

も
た
ら

し
た
結
果
を
文
学
や
そ
の
人
の
「
哲
学
」
の
基
礎
に
導
き
入
れ
よ
う
と
い

う
試
み
を
す
る
人
が
出
て
来
て
い
る
。
こ
の
両
方
の
企
て
は
共
に
大
変
結
構
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
田
辺

た
な
べ

元
は
じ
め

博
士
（
注
１
）
の
如
く
立
派
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
正

道
に
の
っ
た
議
論
を
し
て
い
る
人
も
勿
論

も
ち
ろ
ん

沢
山

た
く
さ
ん

あ
る
の
で
あ
る
が
、
中
に
は
そ
の
意
図
が
解
し
が
た
い
も
の
も
沢
山
あ
る
。 

 

（ 

あ 

）
一
番
困
る
の
は
、
何
々
と
科
学
精
神
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
論
文
で
あ
っ
て
、
何
よ
り
困
る
こ
と
は
難
し
く
て
読
ん
で
も
分
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
時

の
左
翼
（
注
２
）
の
論
文
の
よ
う
に
む
や
み
と
難
し
い
言
葉
が
沢
山
使
っ
て
あ
っ
て
、
本
当
に
い
い
た
い
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
難
語
の
（
１
）
猛
威 

に
打
ち
挫
か
れ

て
、
砂
利
の
蔭
の
菫

す
み
れ

の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
菫
も
ど
ん
な
貧
弱
な
花
で
も
つ
け
て
い
る
の
は
ま
だ
よ
い
方
で
、
中
に
は
菫
か
雀
の
稗

ひ
え

か
分
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
読
む
方
が
悪
い
の
で
、
も
っ
と
教
養
を
積
ん
だ
ら
あ
の
よ
う
な
論
文
が
皆
分
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
ん
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
注
３
）
で
書
い
た
論
文
の
よ
う
に
極
少
数
の
人
に
し
か
分
ら
な
い
も
の
は
、
ど
ん
な
卓
説
で
も
ち
ょ
っ
と
困
る
の
で
あ
る
。 

 

（ 

い 

）
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
く
て
も
、
む
や
み
と
最
近
の
物
理
学
の
尖
端
の
問
題
、
量
子
力
学
や
原
子
論
の
結
果
を
引
用
し
た
も
の
も
ち
ょ
っ
と
始
末
が

悪
い
の
で
あ
る
。
原
子
の
世
界
で
の
因
果
律
の
否
定
の
問
題
と
か
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
原
理
（
注
４
）
と
か
い
う
も
の
を
「
基
礎
」
と
し
て
色
々
の
議
論
を
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し
て
あ
る
も
の
は
、
物
理
を
職
業
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
で
も
専
門
が
異
な
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
高
遠
な
理
論
の
本
当
の
意
味
を
解
し
か
ね
て
い
る
の
で
、
従
っ
て

そ
れ
を
基
礎
と
し
た
議
論
の
当
否
な
ど
は
何
と
も
批
評
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
卒
直
に
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
眼
新
し
く
て
、
ま
た
非
常
に
高
遠
に
見
え
る
の

で
、
余
り
よ
く
は
分
ら
な
い
が
結
論
だ
け
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
結
論
の
上
に
立
っ
て
自
分
の
議
論
を
進
め
よ
う
と
い
う
気
持
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

も
し
そ
れ
だ
っ
た
ら
科
学
と
い
う
も
の
の
意
味
が
本
当
に
分
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
る
。
科
学
は
決
し
て
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
（
注
５
）
の
よ
う
な
も
の

で
は
な
く
、
即
ち
極
少
量
注
射
し
た
ら
瀕
死
の
病
人
が
生
き
返
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
（Ⅰ

） 

実
際
は
米
か
パ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
、
毎
日
食
べ
て
い

て
栄
養
の
と
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
科
学
と
い
う
も
の
は
、
整
理
さ
れ
た
常
識
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
ん
な
こ
と
を
い
っ
て
は
、
こ
の
方
面
の
議
論
を
し
て
お

ら
れ
る
一
部
の
文
学
者
の
叱
責
を
買
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
文
句
な
く
兜

か
ぶ
と

を
ぬ
ぐ
つ
も
り
で
あ
る
。
物
理
学
者
が
文
学
者
と
文
章
を
用
い
て
（
２
）
太
刀

打 

ち
す
る
の
は
対
等
の
力
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。 

 

と
に
か
く
以
上
の
議
論
を
認
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
で
は
自
然
科
学
を
広
い
意
味
で
の
文
化
の
向
上
に
役
立
た
せ
る
に
は
差
し
当
り
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
問

題
が
残
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
極
め
て
平
凡
で
あ
る
が
次
の
よ
う
な
解
決
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
科
学
の
（
３
）
既
知 

の
知
識
と
、
科
学
的
の
考
え
方
と
の
正
常
な

普
及
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
自
身
に
は
誰
も
異
論
は
な
い
と
思
う
が
、
困
難
は
そ
の
実
行
に
あ
る
。
そ
れ
で
問
題
は 

（Ⅱ

） 

科
学
の
既
知
の

知
識
と
科
学
的
な
考
え
方
と
の
両
者
を
広
く
間
違
い
な
く
伝
え
る
に
は
ど
う
い
う
方
法
を
採
っ
た
ら
良
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
私
見
を

述
べ
る
の
が
本
文
の
目
的
な
の
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
の
所
は
実
は
ど
う
で
も
良
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
い
う
意
味
で
の
科
学
の
普
及
に
は
差
し
当
り
四
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
科
学
の
既
知
の
知
識
の
普
及
は
教
科
書
な
ど
に
（
ア
）
ゆ
ず 

っ
て
、
主
と

し
て
科
学
的
な
考
え
方
と
い
う
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
寺
田

て
ら
だ

寅
彦

と
ら
ひ
こ

先
生
（
注
６
）
の
随
筆
が
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
生
活
で
、
身
辺
に
あ
る
色
々
の
物
及
び
起
る
様
々
の
現
象
に
つ
い
て
、
偏
見
と
伝
統
を
離
れ
た
自
由
な
考
察
を
し
て
、
そ
れ
を
無
理
な
く

按
排

あ
ん
ば
い

し
順
序
を
つ
け
て
考
え
を
進
め
て
行
く
と
い
う
の
が
、
日
常
生
活
に
お
け
る
科
学
的
精
神
の
発
揚
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
寺
田
先
生
の
随
筆
の
よ
う
な
形
で
最
も
広
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く
間
違
い
な
し
に
普
及
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
の
困
る
点
は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
を
と
り
得
る
能
力
を
持
つ
人
が
極
め
て
少

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
差
し
当
っ
て
は
寺
田
先
生
の
死
後
、
私
の
知
っ
て
い
る
（
イ
）
は
ん
い 

内
で
は
そ
の
よ
う
な
人
は
極
め
て
少
数
し
か
見
当
ら
な
い
。
そ
れ

で
こ
の
方
法
は
先
ず
な
か
な
か
困
難
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

第
二
は
科
学
普
及
の
目
的
の
通
俗
雑
誌
に
よ
っ
て
多
く
の
人
々
の
興
味
を
科
学
の
方
へ
惹
く
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
よ
う
な
経
営
方
針
で
は
こ
の

方
法
は
真
面
目
な
意
味
で
の
科
学
の
普
及
と
は
か
な
り
縁
遠
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
。
も
っ
と
も
そ
う
い
う
気
が
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
私
の
方
が

間
違
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
別
に
御
叱
り
を
受
け
る
ほ
ど
の
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
が
何
故
困
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
余
り
眼
新
し
い
珍

ら
し
い
科
学
上
の
知
識
の
集
成
に
走
っ
て
い
て
、
こ
れ
で
は
（
４
）
無
垢 

な
読
者
に
、
科
学
に
対
し
て
丁
度
天
勝

て
ん
か
つ

の
奇
術
（
注
７
）
に
対
す
る
よ
う
な
興
味
を
起
さ

す
お
そ
れ
が
充
分
あ
る
。
こ
れ
ら
の
通
俗
科
学
雑
誌
に
よ
っ
て
、
科
学
と
い
う
も
の
は
米
の
飯
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
込
む
こ
と
は
、
先
ず
困
難
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
う
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
、
即
ち
こ
れ
ら
の
科
学
は
無
縁
の
一
般
の
人
に
科
学
に
対
す
る
興
味
を
呼
び
起
さ
せ
、
そ
の
興

味
か
ら
多
く
の
人
々
を
正
し
い
科
学
の
道
に
は
い
り
込
ま
す
動
機
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
実
際
に
効
力
が
あ
る
か
否
か
は
随

分
疑
わ
し
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
が
科
学
者
を
作
る
（
５
）
培
養
土 

に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
同
僚
Ｙ
氏
の
言
を
借
用
す
れ
ば
、
灯
台
守
に
な
り
た
い
と
い
う
人

に
灯
台
守
に
な
ら
れ
て
は
困
る
の
で
あ
る
。 

 

第
三
の
方
法
は
一
番
良
い
方
法
で
あ
る
が
、
現
在
の
我
国
で
は
行
わ
れ
な
い
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
的
に
見
て
本
当
に
一
流
の
学
者
に
通
俗
科
学
の
本
を
書
い

て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ァ
ラ
デ
イ
と
か
オ
ス
ト
ワ
ル
ド
と
か
プ
ラ
ン
ク
と
か
い
う
学
者
は
喜
ん
で
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
誰
に
で
も
分
る
科
学
の
本
を
書
い

て
い
る
。
そ
れ
ら
の
本
は
科
学
の
普
及
に
偉
大
な
（
ウ
）
こ
う
せ
き 

を
残
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
科
学
の
専
門
家
に
も
色
々
の
教
訓
を
垂
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
ん
な

百
万
円
貰

も
ら

っ
た
ら
と
い
う
よ
う
な
話
は
こ
こ
で
議
論
し
て
も
仕
方
が
な
い
。 
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（ 

う 

）
最
後
に
、
中
の
上
位
の
科
学
者
に
な
ら
誰
に
で
も
出
来
て
、
し
か
も
或
る
程
度
ま
で
間
違
い
な
く
科
学
の
知
識
の
普
及
と
、
科
学
的
な
考
え
方
の
教
授
と

が
同
時
に
出
来
る
と
い
う
方
法
を
考
え
て
見
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
結
論
を
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
あ
る
自
然
現
象
に
つ
い
て
如
何
な
る
疑
問
を
起
し
、
如
何
に
し
て

そ
の
疑
問
を
学
問
的
の
言
葉
に
（
エ
）
ほ
ん
や
く 

し
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
方
法
で
探
究
し
て
行
っ
た
か
、
そ
し
て
現
在
ど
う
い
う
点
ま
で
が
明
ら
か
に
な
り
、
ど
う
い

う
点
が
益
々
不
思
議
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
筋
だ
け
ち
ゃ
ん
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
こ
う
い
っ
て
し
ま
え
ば
何
で
も
な
い
が
、

こ
れ
す
ら
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
や
る
こ
と
が
分
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
心
得
は
い
く
ら
で
も
出
て
来
る
と
思
う
。
例
え
ば
疑
問
の
出
し
方
解

決
方
法
の
順
序
な
ど
は
、
自
分
で
一
度
頭
を
空
に
し
て
そ
の
現
象
を
不
思
議
と
感
じ
、
そ
れ
に
関
す
る
既
知
の
知
識
を
一
つ
一
つ
納
得
し
て
見
て
、
そ
の
順
序
に
書
い

て
行
く
の
が
一
番
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に
は
研
究
の
歴
史
的
発
展
の
順
序
に
よ
る
と
い
う
次
善
の
便
法
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
筋
だ
け
を
ち
ゃ
ん

と
説
明
す
る
た
め
の
心
得
に
も
、
例
え
ば
本
当
に
自
分
に
納
得
出
来
た
こ
と
だ
け
書
く
と
か
、
分
ら
ぬ
所
は
分
ら
ぬ
と
し
て
置
く
と
か
、
い
く
ら
で
も
心
得
は
あ
る
だ

ろ
う
と
思
う
。
特
に
高
遠
な
議
論
に
し
た
り
、
頁
数
を
増
し
た
り
す
る
目
的
で
や
た
ら
難
し
い
言
葉
を
使
う
こ
と
は
こ
の
場
合
（
オ
）
げ
ん
き
ん 

で
あ
る
。
何
と
い
っ

て
も
本
当
に
面
白
い
点
は
事
実
の
羅
列
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
議
論
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
題
目
は
何
で
も
よ
く
、
砂

の
話
で
も
雷
の
話
で
も
海
の
話
で
も
、
そ
れ
に
対
し
て
起
し
た
人
間
の
疑
問
と
今
ま
で
に
知
ら
れ
た
事
実
の
羅
列
だ
け
が
あ
っ
た
ら
充
分
面
白
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

要
す
る
に
知
ら
ぬ
こ
と
を
聞
く
と
い
う
だ
け
の
満
足
を
読
者
に
与
え
れ
ば
よ
い
の
で
、
ま
た
そ
れ
で
充
分
な
の
で
あ
る
。 

 

（ 

え 

）
そ
れ
で
は
物
足
ら
ぬ
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
面
白
い
と
い
う
だ
け
で
は
仕
様
が
な
い
と
い
う
考
え
方
を
特
に
科
学
の
場
合
に
は
持
つ
人
が
案

外
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
大
変
な
間
違
い
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
（Ⅲ

）
読
ん
で
見
て
面
白
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
つ
ま
ら
ぬ
と
い
う
人
は
、
ど
ん
な
立
派
な
絵
を
見
て
も
良
い
絵
だ
と
感
心
す
る
だ
け
で
は
つ
ま
ら
ぬ
と
い
う
人
で
あ
る
。
川
奈
の
ホ
テ
ル
へ
行
っ
た
時
、
案
内

人
が
壁
間
の
大
作
を
指
し
て
「
こ
れ
は
一
万
円
の
絵
で
す
」
と
だ
け
一
言
説
明
し
た
が
、
も
し
そ
の
絵
を
所
有
す
る
の
だ
っ
た
ら
そ
の
案
内
人
の
よ
う
に
は
言
わ
ぬ
方

が
良
い
。 
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（ 

お 

）
私
の
考
え
は
、
（Ⅳ

） 

科
学
を
文
化
向
上
の
一
要
素
と
し
て
取
り
入
れ
る
場
合
に
は
、
広
い
意
味
で
の
芸
術
の
一
部
門
と
し
て
迎
え
た
方
が
良
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
科
学
の
美
を
既
知
の
他
の
芸
術
の
美
に
類
す
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
事
実
の
羅
列
の
面
白
さ
の
中
に
美
を
求
め
る
よ
う
に
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
面
白
さ
の
美
に
客
観
性
を
与
え
る
た
め
に
は
科
学
の
知
識
と
科
学
的
の
考
え
方
と
の
正
し
い
普
及
を
は
か
れ
ば
良
い
の

で
、
そ
れ
に
は
自
然
現
象
に
対
す
る
疑
問
の
出
し
方
と
そ
の
追
究
の
方
法
と
そ
れ
で
得
ら
れ
た
知
識
と
を
報
告
す
れ
ば
良
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

  

※
出
典 

 

中
谷
宇
吉
郎
「
科
学
と
文
化
」
（
初
出
『
文
学
界
』
昭
和
十
二
年
十
二
月
） 

「
青
空
文
庫
」
（http

s://w
w

w
.aozora.gr.jp

/card
s/0

01
56

9
/card

5
3
23

2
.h

tm
l

）
よ
り
。 

引
用
に
際
し
て
は
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。 

 

（
注
１
）
田
辺

た

な

べ

元
は
じ
め

博
士
＝
日
本
に
お
け
る
科
学
哲
学
・
数
理
哲
学
の
草
分
け
的
存
在
で
、
京
都
学
派
の
第
一
世
代
に
属
す
る
高
名
な
哲
学
者
。 

（
注
２
）
一
時
の
左
翼
＝
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
に
立
つ
当
時
の
急
進
的
な
社
会
思
想
家
・
活
動
家
た
ち
の
こ
と
。 

（
注
３
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
＝
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
古
代
語
で
、
文
学
、
哲
学
、
宗
教
な
ど
幅
広
い
分
野
で
用
い
ら
れ
た
。 

（
注
４
）
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
原
理
＝
ド
イ
ツ
の
理
論
物
理
学
者
で
あ
る
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
、
量
子
力
学
の
観
測
問
題
に
関
し
、
位
置
と
運
動
量
の
不
確
定

性
に
つ
い
て
唱
え
た
原
理
。 

（
注
５
）
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
＝
ア
ル
カ
リ
に
似
た
化
合
物
の
意
で
、
植
物
塩
基
と
も
言
う
。
モ
ル
ヒ
ネ
や
コ
カ
イ
ン
な
ど
鎮
痛
や
麻
酔
の
作
用
を
持
つ
も
の
も
あ
り
医
薬

と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
で
激
し
い
毒
性
を
有
す
る
。 



 6 

（
注
６
）
寺
田

て

ら

だ

寅
彦

と

ら

ひ

こ

先
生
＝
対
流
に
よ
る
渦
柱
の
形
成
や
砂
山
の
崩
壊
な
ど
に
関
す
る
物
理
学
的
研
究
の
先
駆
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
独
自
の
感
性
に
裏
付
け
ら
れ
た

多
く
の
科
学
的
エ
ッ
セ
イ
で
知
ら
れ
る
。
本
稿
の
筆
者
で
あ
る
中
谷
宇
一
郎
の
師
で
あ
っ
た
。 

（
注
７
）
天
勝

て

ん

か

つ

の
奇
術
＝
明
治
後
半
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
興
行
界
で
活
動
し
た
女
流
マ
ジ
シ
ャ
ン
で
あ
る
天
勝
が
繰
り
広
げ
た
見
せ
物
の
こ
と
。 

   

問
一 

 

傍
線
部
（
１
）
か
ら
（
５
）
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。
（
配
点
各
一
点
） 

  

問
二 

 

傍
線
部
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
（
配
点
各
一
点
） 

  

問
三 

 

傍
線
部
（
あ
）
か
ら
（
お
）
の
空
欄
に
入
る
語
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
な
お
、
同
じ
語
が
二
度
用
い
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
も
の
と
す
る
。
（
配
点
各
一
点
） 

 

Ａ 

次
に 

Ｂ 

そ
れ
で 
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Ｃ 

要
す
る
に 

Ｄ 
中
に
は 

Ｅ 

そ
の
中
で 

  

問
四 

 

傍
線
部
（Ⅰ

）
実
際
は
米
か
パ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
、
毎
日
食
べ
て
い
て
栄
養
の
と
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
比
喩
表
現
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

 

Ａ 

特
別
な
日
の
ご
馳
走
と
は
異
な
り
、
魅
力
に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
。 

Ｂ 

誰
も
が
当
た
り
前
と
考
え
て
い
る
単
な
る
常
識
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

Ｃ 

正
し
い
知
識
を
苦
労
な
く
身
に
つ
け
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

Ｄ 

親
し
み
や
す
く
、
生
き
る
こ
と
を
初
め
て
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

Ｅ 

病
気
の
治
療
に
は
効
き
目
は
な
い
が
、
健
康
維
持
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。 

  

問
五 
 

傍
線
部
（Ⅱ

） 

科
学
の
既
知
の
知
識
と
科
学
的
な
考
え
方
と
の
両
者
を
広
く
間
違
い
な
く
伝
え
る
に
は
ど
う
い
う
方
法
を
採
っ
た
ら
良
い
か
、
と
い
う
問
い

に
対
す
る
答
え
と
し
て
、
筆
者
の
意
見
と
は
異
な
る
も
の
を
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 
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Ａ 
一
流
の
科
学
者
に
、
一
般
向
け
の
科
学
の
本
を
書
い
て
も
ら
う
。 

Ｂ 

通
俗
雑
誌
を
通
し
て
、
一
般
の
人
の
興
味
を
惹
く
特
殊
な
科
学
的
知
識
を
紹
介
す
る
。 

Ｃ 

科
学
者
に
、
自
然
現
象
に
つ
い
て
の
疑
問
と
探
求
方
法
と
現
在
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
も
ら
う
。 

Ｄ 

身
近
な
現
象
に
即
し
て
、
科
学
的
思
考
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
。 

Ｅ 

不
思
議
と
感
じ
た
現
象
に
関
す
る
既
知
の
知
識
を
、
自
分
自
身
が
納
得
し
た
順
序
で
解
説
す
る
。 

  

問
六 

 

傍
線
部
（Ⅲ

）
読
ん
で
見
て
面
白
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
の
理
由
に
つ
い
て
、
筆
者
の
意
見
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
を
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

 

Ａ 

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
人
生
の
役
に
立
つ
か
ら
。 

Ｂ 

見
て
も
分
か
ら
な
い
絵
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
的
価
値
を
伝
え
て
も
何
の
意
味
も
な
い
か
ら
。 

Ｃ 

知
識
に
ど
ん
な
有
用
性
が
あ
る
か
を
教
え
る
こ
と
は
、
意
味
の
な
い
こ
と
だ
か
ら
。 

Ｄ 

単
な
る
事
実
の
羅
列
の
な
か
に
も
、
実
は
深
い
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
。 

Ｅ 

知
ら
な
か
っ
た
事
実
を
知
る
満
足
そ
の
も
の
に
、
充
分
な
意
義
が
あ
る
か
ら
。 
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問
七 

 

筆
者
は
、
「
科
学
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
か
。
筆
者
の
見
解
を
六
〇
〜
七
〇
字
で
要
約
し
な
さ
い
。
（
配
点
五
点
） 

  

問
八 

 

傍
線
部
（Ⅳ
） 

科
学
を
文
化
向
上
の
一
要
素
と
し
て
取
り
入
れ
る
場
合
に
は
、
広
い
意
味
で
の
芸
術
の
一
部
門
と
し
て
迎
え
た
方
が
良
い
、
に
つ
い
て
、
ま

ず
（
１
）
筆
者
の
主
張
の
意
味
を
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
た
上
で
、
次
に
（
２
）
筆
者
の
意
見
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
、
理
由
を
挙
げ
、
一
〇
〇
〜
一
二
〇
字

で
述
べ
な
さ
い
。
（
配
点
十
五
点
） 

   


