
令
和
五
年
度 

前
期
入
試
問
題 

解
説 

【 
五
〇
分
・
一
〇
〇
点
・
詳
細
非
公
表 

】 

【 

一 
】
説
明
的
文
章
（
論
説
） 

〈
出
典
〉
『
ス
マ
ホ
を
捨
て
た
い
子
ど
も
た
ち
』

ポ
プ
ラ
新
書
出
版 

 

多
く
の
高
校
生
が
ス
マ
ホ
を
手
に
し
な
が
ら
、

「
ス
マ
ホ
を
捨
て
た
い
」
と
述
べ
た
言
葉
の
裏

に
、
ス
マ
ホ
で
人
と
つ
な
が
る
こ
と
に
漠
然
と

し
た
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
著
。
お
よ
そ
二
〇
〇
万
年
前
の
人
類
の

歴
史
と
ゴ
リ
ラ
研
究
の
見
地
か
ら
、
こ
れ
か
ら

の
「
未
知
の
時
代
」
を
生
き
る
、
生
物
と
し
て
の

人
間
ら
し
さ
を
考
え
る
。
先
が
見
え
な
い
時
代
、

自
然
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
共
生
し
て
い
く
た
め

の
知
見
を
示
す
。 

 

〈
著
者
〉
山
極 

寿
一 

一
九
五
二
年
、
東
京
都
生
ま
れ
。
霊
長
類
学
・

人
類
学
者
・
京
都
大
学
総
長
。
ゴ
リ
ラ
研
究
の

世
界
的
権
威
。
ル
ワ
ン
ダ
・
カ
リ
ソ
ケ
研
究
セ

ン
タ
ー
客
員
研
究
員
、
日
本
モ
ン
キ
ー
セ
ン
タ

ー
の
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
。
京
大
霊
長
類
研
究

所
助
手
、
京
大
大
学
院
理
学
研
究
科
助
教
授
を

経
て
同
教
授
。
二
〇
一
四
年
か
ら
京
大
総
長
、

二
〇
一
七
年
か
ら
日
本
学
術
会
議
会
長
を
兼
任
。

主
な
著
書
に
「『
サ
ル
化
』
す
る
人
間
社
会
」「
京

大
式
お
も
し
ろ
い
勉
強
法
」「
ゴ
リ
ラ
か
ら
の
警

告
『
人
間
社
会
こ
こ
が
お
か
し
い
』」
な
ど
多
数
。 

 

問
一 

漢
字
の
問
題 

ａ
祖
先 

ｂ
確
率 

ｃ
提
案 

ｄ
牧
畜 

ｅ
喜
怒 

漢
字
の
学
習
は
、
音
読
し
て
読
み
を
確
認
し
、

書
い
て
筆
順
や
、
部
首
、
意
味
な
ど
を
確
認
し

て
練
習
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
書
き
練
習
の

際
は
、
一
画
一
画
丁
寧
に
書
く
こ
と
を
心
が
け

よ
う
。 

 

問
二 

同
義
関
係
の
理
解 

傍
線
部
①
は
形
式
段
落
７
に
お
い
て
、「
こ
の

大
き
さ
の
脳
に
見
合
っ
た
集
団
の
サ
イ
ズ
が
１

０
０
～
１
５
０
人
。
こ
れ
が
❷
に
あ
た
る
数
で

す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
数
の
持

つ
意
味
に
つ
い
て
９
で
牧
畜
を
始
め
た
人
間
社

会
の
具
体
例
を
上
げ
て
説
明
が
展
開
さ
れ
、
１０

で
「
言
い
換
え
れ
ば
」
と
い
う
要
約
を
示
す
接

続
詞
の
後
「
１
５
０
人
と
い
う
の
は
、
昔
も
今

も
、
人
間
が
安
定
的
な
関
係
を
保
て
る
人
数
の

上
限
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
、
設
問
の
条
件
に
あ
て
は
め
、「
人
間
が
安

定
的
な
関
係
を
保
て
る
人
数
」
と
抜
き
出
す
の

が
正
解
と
な
る
。 

 

問
三 

因
果
関
係
の
理
解 

筆
者
は
現
代
の
人
間
が
如
何
に
し
て
脳
を
大

き
く
発
達
さ
せ
て
き
た
か
を
具
体
例
を
交
え
な

が
ら
述
べ
て
い
る
。
４
～
７
で
は
集
団
の
規
模

と
脳
の
大
き
さ
の
相
関
を
示
し
、 

８
で
は
イ
ギ

リ
ス
の
人
類
学
者
の
仮
説
を
引
用
し
、
よ
り
筆

者
の
考
察
を
確
か
な
も
の
と
し
て
い
る
。
よ
っ

て
、
脳
の
大
き
さ
が
集
団
規
模
に
関
係
し
て
い

る
と
い
う
結
論
か
ら
す
る
と
イ
が
正
解
。 

 

問
四 

情
報
の
整
理
要
約 

６
で
７
０
０
万
年
前
の
集
団
サ
イ
ズ
は
１
０

～
２
０
人
。
２
０
０
年
前
は
３
０
～
５
０
人
程

度
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
ⅰ
は
ア
、
ⅱ
は
ウ

が
正
解
。《
人
間
の
変
化
》
を
ま
と
め
た
箇
所
で

は
熱
帯
雨
林
を
出
た
こ
と
で
集
団
の
規
模
を
大



き
く
さ
せ
た
こ
と
が
４
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

字
数
条
件
に
照
ら
し
て
抜
き
出
す
と
ⅲ
は
「
集

団
規
模
」
が
正
解
。
ⅳ
は
集
団
規
模
が
大
き
く

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
起
こ
る
変
化
を
述
べ
た
５

に
あ
る
「
ト
ラ
ブ
ル
」
が
正
解
。
そ
れ
に
よ
り
、

よ
り
よ
い
対
処
が
必
要
と
な
っ
た
た
め
人
間
の

脳
は
大
き
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
よ
っ
て
ⅴ
は
「
脳
」
が
正
解
。 

 

問
五 

内
容
展
開
の
理
解 

言
葉
を
使
っ
た
か
ら
脳
が
大
き
く
な
っ
た
の

で
は
な
い
の
で
す
」
と
い
う
筆
者
の
主
張
の
一

文
が
ど
の
形
式
段
落
の
末
尾
に
あ
る
の
が
適
当

か
を
考
え
る
。
脳
が
大
き
く
な
っ
た
理
由
に
つ

い
て
言
及
し
、
言
葉
を
人
間
が
話
し
始
め
た
時

期
と
脳
が
大
き
く
な
っ
た
時
期
の
差
異
を
示
し

た
５
の
末
尾
に
あ
る
の
が
適
当
。 

 

問
六 

表
現
と
効
果
の
理
解 

形
式
段
落
ご
と
の
つ
な
が
り
や
役
割
を
意
識

し
て
、
具
体
例
や
比
喩
、
主
張
、
対
比
や
同
意
な

ど
を
読
み
進
め
る
こ
と
で
筆
者
の
主
張
の
正
確

な
理
解
に
つ
な
が
る
。 

選
択
肢
ア
は
正
解
。
読
者
の
身
近
な
具
体
例

に
つ
い
て
思
考
さ
せ
る
こ
と
で
、
論
旨
の
理
解

う
を
深
め
る
効
果
が
あ
る
。
選
択
肢
イ
は
「
読

者
と
し
て
学
生
を
想
定
し
て
お
り
」
が
誤
り
。

「
学
生
な
ど
に
聞
い
た
限
り
」
と
い
う
前
提
が

読
者
対
象
を
絞
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
選
択

肢
ウ
は
「
ゴ
リ
ラ
の
集
団
サ
イ
ズ
の
変
遷
と
対

比
し
て
」
が
誤
り
。
人
間
の
脳
の
大
き
さ
の
変

化
と
集
団
サ
イ
ズ
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
が
、
ゴ
リ
ラ
の
集
団
サ
イ
ズ
の
変
遷
は
述
べ

ら
れ
て
い
な
い
。
選
択
肢
エ
は
正
解
。
選
択
肢

オ
は
「
比
喩
表
現
や
具
体
例
を
用
い
て
」
が
誤

り
。
具
体
例
は
多
用
し
て
い
る
が
、
比
喩
は
用

い
て
い
な
い
。 

 

問
七 

複
数
資
料
の
比
較
・
統
合
の
問
題 

複
数
の
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
比
較
・

統
合
し
て
理
解
す
る
力
を
問
う
問
題
。
内
容
に

即
し
て
い
な
い
の
は
生
徒
Ｄ
。「
現
代
人
は
～
明

確
に
把
握
し
な
が
ら
」
「
関
係
の
構
築
を
拒
否
」

が
不
適
切
。 

  
【 

二 

】
文
学
的
文
章
（
小
説
） 

〈
出
典
〉 

『
架
空
の
球
を
追
う
』
文
芸
春
秋 

 

直
木
賞
受
賞
直
後
か
ら
「
オ
ー
ル
讀
物
」
に

連
載
さ
れ
好
評
を
博
し
て
い
た
短
編
を
ま
と
め

た
作
品
。
少
年
野
球
の
練
習
を
見
つ
め
る
母
親

た
ち
、
銀
座
の
飲
み
屋
で
久
し
ぶ
り
に
集
ま
っ

た
女
友
達
、
歯
痛
の
社
長
に
ハ
チ
の
巣
退
治
を

命
じ
ら
れ
、
右
往
左
往
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
同
僚

た
ち
、
高
級
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
の
夕
飯

の
買
い
物
風
景
、
ド
バ
イ
へ
婚
前
旅
行
に
行
っ

た
カ
ッ
プ
ル
を
襲
う
ざ
ら
つ
い
た
空
気
な
ど
な

ど
、
国
内
外
問
わ
ず
日
常
の
ふ
と
し
た
瞬
間
を

捉
え
、
人
の
心
の
機
微
を
細
や
か
に
そ
し
て
ユ

ー
モ
ラ
ス
に
描
き
出
し
た
珠
玉
の
短
編
集
。 

 

『
泣
い
た
あ
と
は
、
新
し
い
靴
を
は
こ
う
。
』 

ポ
プ
ラ
社
（
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
編
） 

 

ま
ま
な
ら
な
い
人
間
関
係
、
経
済
的
な
苦
し

さ
な
ど
、
い
ま
、
逆
境
の
た
だ
な
か
に
い
る
テ

ィ
ー
ン
の
悩
み
に
、
ペ
ン
ク
ラ
ブ
作
家
が
言
葉

を
も
っ
て
向
き
合
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
た
著
。 



 
〈
著
者
〉 

 

森
絵
都(
も
り
え
と) 

一
九
六
八
年
、
東
京

都
生
ま
れ
。
小
説
家
。
一
九
九
〇
年
『
リ
ズ
ム
』

で
講
談
社
児
童
文
学
新
人
賞
、
一
九
九
五
年
『
宇

宙
の
み
な
し
ご
』
で
野
間
児
童
文
芸
新
人
賞
、

一
九
九
九
年
『
カ
ラ
フ
ル
』
で
産
経
児
童
出
版

文
化
賞
、
二
〇
〇
三
年
『
Ｄ
Ｉ
Ｖ
Ｅ
！
！
』
で
小

学
館
児
童
出
版
文
化
賞
、
二
〇
〇
六
年
『
風
に

舞
い
あ
が
る
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
』
で
直
木
賞
受

賞
。
著
書
に
『
永
遠
の
出
口
』『
ラ
ン
』
な
ど
多

数
。 

 

問
一 

表
現
技
法
の
理
解 

「
無
数
の
小
さ
な
靴
底
」
と
は
、
具
体
的
に

は
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
駆
け
回
る
少
年
た
ち
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
少
年
た
ち
の

足
元
に
注
目
し
、
橙
色
の
光
を
蹴
散
ら
す
よ
う

に
、
た
く
さ
ん
の
靴
が
活
発
に
動
き
回
っ
て
い

る
様
を
描
い
て
い
る
表
現
の
た
め
、
隠
喩
が
適

切
と
な
る
。 

 

問
二 

熟
語
と
心
情
の
理
解 

 

前
後
の
定
型
的
な
表
現
や
、
文
脈
を
も
と
に

空
欄
を
補
充
す
る
問
題
。
こ
う
し
た
問
題
で
は
、

選
択
肢
を
見
る
前
に
空
欄
の
前
後
を
読
ん
で
吟

味
す
る
。
ⅰ
は
コ
ー
チ
の
言
葉
だ
が
、
直
後
が

「
～
を
響
か
せ
」
と
な
っ
て
い
る
た
め
、「
怒
号
」

以
外
に
入
ら
な
い
。
ⅱ
も
、
空
欄
直
後
が
「
～

を
極
め
て
い
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
少
年

た
ち
の
集
中
で
き
な
い
様
子
を
描
く
文
脈
に
あ

る
た
め
、「
混
乱
」
が
最
適
。
ⅲ
も
、
直
後
に
「
を

外
し
て
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
。「
羽
目
」
し
か

入
ら
な
い
。 

 

問
三 

語
彙
の
理
解 

 

語
句
の
意
味
は
、
辞
書
的
な
意
味
を
答
え
る

場
合
と
、
前
後
の
文
脈
で
判
断
す
る
場
合
が
あ

る
。
②
・
③
に
つ
い
て
は
、
辞
書
的
な
意
味
を
聞

い
て
い
る
。
②
は
「
抜
け
目
が
な
い
こ
と
、
む
だ

が
な
い
こ
と
」
の
意
。
③
は
「
激
し
く
な
る
こ

と
、
興
奮
し
て
い
く
こ
と
」
の
意
。 

 

問
四 

指
示
語
の
内
容
（
同
義
と
対
比
関
係
） 

 

傍
線
部
に
指
示
語
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

指
示
語
の
内
容
も
き
ち
ん
と
把
握
す
る
。
こ
こ

で
は
、
直
前
の
「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
…
…
思
え

て
く
る
。」
の
部
分
を
指
し
て
い
る
。「
錯
覚
」

と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
簡
単
な
は
ず
の
フ
ラ

イ
の
捕
球
を
少
年
た
ち
が
全
く
で
き
な
い
た
め

に
、
ホ
ー
ム
ラ
ン
を
捕
る
と
い
う
完
全
に
不
可

能
な
こ
と
よ
り
も
、
難
し
い
こ
と
を
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
と
ホ

ー
ム
ラ
ン
の
違
い
を
把
握
し
て
、「
錯
覚
」
の
内

実
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

問
五 

因
果
関
係
と
心
情
の
理
解 

 

コ
ー
チ
の
心
情
を
把
握
す
る
。
コ
ー
チ
が
こ

の
と
き
置
か
れ
た
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
。
コ
ー
チ
は
少
年
た
ち
に
、
架
空
の
球
を
追

う
と
い
う
練
習
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
少
年

た
ち
は
ど
ん
ど
ん
ふ
ざ
け
て
遊
び
た
が
る
。
コ

ー
チ
の
練
習
意
図
は
少
年
た
ち
に
伝
わ
ら
ず
、

失
敗
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
状
況
か

ら
、
傍
線
部
の
直
前
の
「
不
安
」
と
い
う
心
情
が

生
じ
て
い
る
。
も
う
自
分
が
何
を
言
っ
て
も
、

真
面
目
に
練
習
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
と
懸
念
す
る
心
情
で
あ
る
。 



 
問
六 
間
接
的
な
心
情
表
現
の
理
解 

「
私
」
の
心
情
を
問
う
問
題
。
ⅳ
は
、
空
欄

直
後
の
「
光
景
」
と
い
う
語
句
を
ヒ
ン
ト
に
探

す
。
ⅴ
は
、
傍
線
部
の
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
よ
う

に
」
と
い
う
比
喩
を
も
と
に
考
え
る
。
こ
れ
は

ま
ぶ
た
を
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
に
見
立
て
た

も
の
で
あ
る
。「
貴
重
で
得
難
い
」
光
景
を
前
に
、

写
真
を
撮
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
光
景
を
自
分

の
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
い
う
心
情
を

表
し
て
い
る
。 

 

問
七 

登
場
人
物
の
造
型
と
役
割
の
理
解 

 

少
年
た
ち
の
描
か
れ
方
を
読
み
取
る
。
問
五

で
み
た
通
り
、
最
初
は
コ
ー
チ
の
指
示
に
従
っ

て
い
た
少
年
た
ち
も
、
次
第
に
ふ
ざ
け
始
め
て

し
ま
い
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
く
。
そ

う
し
た
少
年
た
ち
の
態
度
の
変
化
を
読
み
取
る
。

コ
ー
チ
も
少
年
た
ち
も
、「
欽
ち
ゃ
ん
走
り
」
に

似
た
非
常
に
滑
稽
な
動
作
を
し
て
い
る
こ
と
も

注
目
さ
れ
る
。 

 

問
八 

文
学
的
表
現
の
理
解 

選
択
肢
内
に
引
用
さ
れ
た
本
文
と
、
そ
の
表

現
意
図
を
ふ
ま
え
て
正
答
を
選
ぶ
。
特
に
選
択

肢
で
は
、「
私
」
の
立
場
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

次
の
問
九
と
も
か
か
わ
る
が
、
中
盤
ま
で
は
傍

観
者
の
立
場
で
、
少
年
た
ち
の
様
子
を
見
た
り
、

母
親
た
ち
の
会
話
を
聞
い
た
り
し
て
い
た
「
私
」

だ
が
、
最
後
の
段
落
で
は
母
親
た
ち
に
同
化
す

る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
そ
う
し
た
「
私
」
の
変
化

を
読
み
取
る
。 

 

問
九 

資
料
参
照
の
技
術
と
態
度 

 

【
資
料
】
と
比
較
し
、
本
文
の
表
現
意
図
を
問

う
。
空
欄
ⅵ
は
、「
横
走
り
」
を
「
欽
ち
ゃ
ん
走

り
」
と
言
い
換
え
た
母
親
の
発
言
を
聞
き
、
深

く
納
得
し
た
「
私
」
が
描
か
れ
る
場
面
。
「
私
」

は
当
初
、
横
走
り
を
見
て
も
言
葉
と
し
て
表
現

で
き
ず
、「
さ
っ
き
か
ら
胸
に
も
や
つ
き
な
が
ら

も
形
に
な
ら
ず
に
い
た
も
の
」
で
し
か
な
か
っ

た
が
、「
欽
ち
ゃ
ん
走
り
」
と
い
う
発
想
を
得
て
、

深
く
納
得
し
て
い
る
。
【
資
料
】
か
ら
「
発
想
」

に
関
す
る
表
現
を
探
す
と
、「
独
特
の
発
想
」
と

い
う
表
現
が
見
つ
か
る
。
ⅶ
に
つ
い
て
は
、
問

八
と
も
関
係
す
る
が
、「
私
」
の
実
感
が
強
く
表

れ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
も
母
親
た
ち
の
言
葉

に
よ
る
変
化
で
あ
る
。
最
後
の
生
徒
Ａ
の
発
言

か
ら
、「
私
」
が
は
母
親
た
ち
の
会
話
に
引
き
込

ま
れ
て
い
く
様
子
を
表
す
語
句
を
特
定
す
る
と
、

「
ど
う
か
」
が
適
切
と
判
断
で
き
る
。 

  

【 

三 

】
古
典
（
言
語
文
化
） 

〈
出
典
〉 

『
徒
然
草
』 

江
戸
時
代
、
兼
好
法
師
が
書
い
た
と
さ
れ
る

随
筆
。
清
少
納
言
『
枕
草
子
』、
鴨
長
明
『
方
丈

記
』
と
な
ら
び
日
本
三
大
随
筆
の
一
つ
と
評
価

さ
れ
て
い
る
。 

 『
史
記
』 

中
国
前
漢
の
武
帝
の
時
代
に
、
司
馬
遷
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
。
全
百
三
十
巻
。
歴

代
の
王
の
記
録
、
礼
楽
・
制
度
・
文
化
・
経
済
な

ど
の
記
録
、
王
族
や
諸
侯
の
記
録
な
ど
か
ら
成

る
。
人
間
中
心
の
歴
史
書
と
し
て
編
ま
れ
た
伝

記
文
学
の
傑
作
。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E6%BC%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%B8%9D_(%E6%BC%A2)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E9%81%B7


 『
武
士
道
』 

新
渡
戸
稲
造
著
・
奈
良
本
辰
也
訳
。
日
本
の

武
士
道
を
欧
米
に
紹
介
す
る
目
的
で
刊
行
さ
れ

た
。
思
想
家
・
教
育
者
と
し
て
著
名
な
新
渡
戸

稲
造
が
、
日
本
人
の
道
徳
心
の
核
と
な
っ
て
い

る
「
武
士
道
」
に
つ
い
て
解
説
し
た
代
表
作
。 

 

問
一 

要
旨
に
関
わ
る
重
要
語
句
の
理
解 

空
欄
に
的
語
を
補
う
こ
と
で
文
章
理
解
を
問

う
問
題
。
空
欄
ⅰ
を
含
む
文
は
筆
者
の
主
張
で

あ
り
、
前
文
で
述
べ
ら
れ
た
争
い
を
生
み
、
礼

に
背
い
た
行
動
の
中
に
あ
る
「
人
を
は
か
り
あ

ざ
む
き
て
、
お
の
れ
が
智
の
勝
り
た
る
こ
と
を

興
と
す
」
と
の
対
比
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
人

に
勝
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
た
だ
学
問
を
し
て

そ
の
「
智
」
を
人
に
勝
ろ
う
と
思
う
ほ
う
が
よ

い
と
主
張
が
展
開
さ
れ
る
の
で
「
智
」
が
正
解
。 

空
欄
ⅱ
は
道
を
学
ん
だ
後
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
筆
者

は
人
、
特
に
「
む
つ
ま
じ
き
」
間
柄
で
の
争
い
に

よ
っ
て
起
こ
る
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
ま

と
め
に
あ
た
る
空
欄
ⅱ
で
は
誰
と
争
っ
て
は

い
け
な
い
か
を
知
る
の
か
を
考
え
、
適
語
を
吟

味
す
る
と
仲
間
を
意
味
す
る
「
輩
」
が
正
解
と

な
る
。 

 

問
二 

熟
語
の
理
解 

興
は
①
興
る
（
始
ま
る
。
新
た
に
す
る
。
盛
ん

に
な
る
。
栄
え
る
）
②
喜
ぶ
。
楽
し
む 

③
四
経

の
六
義
の
一
つ
。
と
い
う
語
義
を
持
つ
。
本
文

中
で
は
「
楽
し
む
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
お
り
、
二
字
熟
語
で
表
す
と
ア
興
趣
（
心
に

生
ず
る
愉
快
な
気
持
ち
）
が
正
解
。 

 

問
三 

文
語
文
に
お
け
る
「
が
」 

「
お
の
れ
が
芸
の
」
の
「
が
」
は
「
わ
が
家
」

と
い
っ
た
り
す
る
よ
う
に
、「
～
の
」
の
意
味
、

連
体
修
飾
語
を
つ
く
る
は
ら
ら
き
が
あ
る
。
同

じ
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
選
択
肢
エ
と

な
る
。
ア
は
「
～
の
も
の
」
と
訳
す
こ
と
の
で
き

る
用
法
、
イ
は
前
後
が
逆
の
内
容
に
な
る
逆
接

の
用
法
の
「
が
」、
ウ
は
主
語
を
つ
く
る
主
格
の

「
が
」
で
あ
あ
る
。 

 

問
四 

文
語
文
の
特
徴
の
理
解 

文
語
文
で
は
主
語
や
助
詞
な
ど
「
省
略
」
さ

れ
る
も
の
が
多
い
。
よ
っ
て
正
し
い
解
釈
の
た

め
に
は
前
後
の
語
句
や
文
脈
を
参
考
に
し
補
い

な
が
ら
読
む
態
度
や
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
前
が
「
人
」、
後
が
「
喜
ば
せ
よ
う
」
の

た
め
対
象
の
意
味
を
も
つ
「
を
」
が
正
解
と
な

る
。 

 

問
五 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
理
解 

「
た
ぐ
ひ
」
→
「
た
ぐ
い
」
、「
ゆ
ゑ
」
→
「
ゆ
え
」 

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
読
み
は
音
読
を
し
な
が

ら
力
を
つ
け
よ
う
。
ハ
行
→
ワ
行
で
発
音
す
る

こ
と
や
、「
し
や
う
」
→
「
し
ょ
う
」
と
の
ば
し

て
読
む
長
音
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
の
み
あ
る

ワ
行
の
「
ゐ
・
ゑ
」
な
ど
、
音
読
で
練
習
し
、
現

代
仮
名
遣
い
で
表
記
す
る
練
習
を
す
る
こ
と
。 

 

問
六 

因
果
関
係
を
も
と
に
し
た
内
容
理
解 

【
文
章
Ⅰ
】
の
二
行
め
「
待
ち
負
け
を
好
む

人
は
、
勝
ち
て
興
あ
ら
ん
た
め
な
り
」
、
三
行
め

「
負
け
て
興
な
く
覚
ゆ
べ
き
こ
と
、
ま
た
知
ら

れ
た
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
負
け



て
人
を
よ
ろ
こ
ば
せ
よ
う
と
思
う
こ
と
は
、
全

く
お
も
し
ろ
く
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
イ
が

正
解
。 

 

問
七 

文
脈
理
解
を
も
と
に
し
た
古
語
の
理
解 

 

「
争
い
を
好
む
失
な
り
」
の
「
失
」
と
は
、
具

体
的
に
何
を
指
す
の
か
を
考
え
る
。
直
前
に
「
こ

れ
み
な
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
述
の
「
徳
に
そ

む
け
り
」（
道
徳
に
背
い
て
い
る
）「
礼
に
あ
ら

ず
」（
礼
義
で
は
な
い
）「
長
き
怨
み
を
結
ぶ
た

ぐ
ひ
多
し
」（
い
つ
ま
で
も
続
く
怨
み
を
心
に
残

す
と
い
う
よ
う
な
例
が
多
い
）
な
ど
と
い
っ
た

人
間
が
争
い
を
好
む
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た

す
べ
て
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
以
上
三
つ
の

点
を
ま
と
め
る
と
、「
弊
害
」
と
し
た
ウ
が
正
解
。 

 

問
八 

主
題
の
理
解 

争
い
と
学
問
そ
れ
ぞ
れ
が
人
に
も
た
ら
す
も

の
は
何
か
。
選
択
肢
ア
は
学
問
：
要
職
へ
の
就

任
が
誤
り
。
筆
者
は
学
問
を
す
る
こ
と
で
「
大

き
な
職
を
も
辞
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
選
択
肢

イ
は
正
解
。
選
択
肢
ウ
は
学
問
：
人
間
と
し
て

の
成
長
が
誤
り
。
筆
者
は
人
間
と
し
て
の
成
長

と
は
述
べ
て
い
な
い
。
選
択
肢
エ
は
学
問
：
善

行
の
蓄
積
が
誤
り
。
筆
者
は
道
を
学
ぶ
こ
と
は

「
善
に
誇
ら
ず
」
と
あ
り
、
善
行
を
蓄
積
す
る

た
め
に
行
う
も
の
と
は
述
べ
て
い
な
い
。 

 

問
九 

文
学
史
の
問
題 

文
学
史
は
古
典
を
学
ぶ
際
、
作
品
の
時
代
背

景
や
著
者
の
人
と
な
り
を
知
る
こ
と
で
よ
り
理

解
が
深
ま
る
大
切
な
知
識
で
あ
る
。 

時
代
の
流

れ
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
作
品
や
活
躍
す
る
著
者

が
変
化
す
る
。
人
々
の
生
活
と
と
も
に
文
学
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
作
品
の
歴

史
観
と
と
も
に
味
わ
う
こ
と
が
大
切
。
単
な
る

暗
記
事
項
と
し
て
で
な
く
理
解
に
努
め
よ
う
。 

本
文
は
「
徒
然
草
」
兼
好
法
師
著
で
あ
る
。
出

典
を
確
認
す
れ
ば
中
学
校
既
習
の
作
品
で
あ
る

の
で
正
解
で
き
よ
う
。
な
お
、
三
代
随
筆
「
枕
草

子
」
清
少
納
言
・
平
安
時
代
成
立
「
方
丈
記
」
鴨

長
明
・
鎌
倉
時
代
も
合
わ
せ
て
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

問
十 

言
語
文
化
に
関
す
る
探
究
活
動 

複
数
の
資
料
を
読
み
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
過

程
を
生
徒
の
会
話
で
示
し
て
い
る
。
ⅲ
と
ⅳ
に

当
て
は
ま
る
の
は
先
王
が
乱
を
嫌
い
不
足
さ
せ

な
い
よ
う
に
し
た
「
欲
」
と
「
物
」
で
あ
り
、
現

代
語
訳
中
で
は
「
欲
望
」
と
「
物
資
」
と
あ
る
た

め
選
択
肢
ア
が
正
解
。「
人
を
先
に
す
る
」
と
は

人
を
残
念
な
気
持
ち
に
さ
せ
た
り
、
自
分
の
気

持
ち
が
満
足
す
る
こ
と
を
優
先
し
な
い
こ
と
で

あ
る
。
争
い
を
避
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

そ
れ
が
礼
で
あ
る
。【
文
章
Ⅰ
】
の
文
末
に
「
道

を
学
ぶ
と
な
ら
ば
、
～
た
だ
学
問
の
力
な
り
」

と
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
傍
線
部
④
で
示
し
て

い
る
内
容
と
「
道
を
学
ぶ
」
が
合
致
す
る
。 

 

（
現
代
語
訳
例
） 

 

人
間
と
い
う
も
の
は
、
他
人
と
争
う
こ
と
な
く
、

自
己
の
意
志
を
ま
げ
て
他
人
の
気
持
ち
に
従
い
、

自
分
の
こ
と
は
後
ま
わ
し
に
し
て
、
他
人
に
先

を
譲
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。 

 

い
ろ
い
ろ
の
娯
楽
で
も
、
勝
負
事
を
好
ん
で
や

る
人
は
、
勝
っ
て
面
白
が
り
た
い
が
た
め
で
あ

る
。
そ
れ
は
自
分
の
う
ま
さ
が
他
人
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
れ
し
い
か
ら
な
の
で
あ

る
、
だ
か
ら
、
負
け
た
ら
不
愉
快
に
感
ず
る
だ



ろ
う
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
よ
く
わ
か
り
き
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
負
け

て
、
人
を
喜
ば
せ
て
や
ろ
う
と
思
う
な
ら
ば
、

勝
負
の
遊
び
の
面
白
さ
は
少
し
も
な
い
に
違
い

な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、
相
手
の
人
を
負
か
し

て
い
や
な
思
い
を
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
の
心
だ

け
を
楽
し
く
す
る
こ
と
は
道
徳
に
背
い
て
い
る
。

親
し
い
人
た
ち
の
間
で
冗
談
を
言
い
合
う
に
も
、

他
人
を
う
ま
く
企
ん
で
だ
ま
し
、
自
分
の
機
知

が
相
手
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
こ
と
を
面
白
が
る
。

こ
れ
も
ま
た
、
礼
義
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
始

め
は
酒
宴
の
時
の
冗
談
か
ら
発
し
て
、
後
に
は
、

い
つ
ま
で
も
続
く
怨
み
を
心
に
残
す
と
い
う
よ

う
な
例
が
多
い
。
以
上
は
、
す
べ
て
、
勝
負
事
を

好
む
こ
と
の
弊
害
で
あ
る
。 

 

人
よ
り
も
優
越
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
ひ
た
す

ら
学
問
を
し
て
、
そ
の
学
才
が
他
人
よ
り
も
優

越
し
よ
う
と
思
う
の
が
よ
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、

物
事
の
道
理
を
学
び
知
る
な
ら
ば
自
分
の
長
所

を
自
慢
せ
ず
、
仲
間
と
争
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
知
り
得
る
が
た
め
で
あ
る
。
学
問

す
れ
ば
、
他
人
と
競
争
す
る
気
持
ち
を
超
越
で

き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
重
要
な
役
職
を
も
辞
退

し
、
莫
大
な
利
益
を
も
捨
て
て
し
ま
え
る
の
は
、

た
だ
、
学
問
の
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。 

（
出
典
「『
徒
然
草
』
安
良
岡
康
作 

訳
注 

旺
文

社
全
訳
古
典
選
集
」 


