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国
語「
出
題
の
意
図
・
解
答
例
」 

第
一
問 

問
一
は
、
本
文
の
こ
れ
以
降
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
導
入
と
し
て
、
筆
者
が
携
わ
る
舞
台
芸
術
の
一
回
性
に

つ
い
て
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う
。
筆
者
の
言
う「
時
間
芸
術
」と「
本
」を
対
比
さ
せ
て
説
明
す
る
。 

問
二
は
、
傍
線
部
以
降
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
重
要
と
な
る「
時
間
と
い
う
物
差
し
」に
つ
い
て
、
ま
ず
は
献

花
と
い
う
具
体
例
に
即
し
て
考
察
す
る
た
め
の
問
題
。
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
、
わ
か
り
や
す
く
解

釈
し
て
示
す
。 

問
三
は
、
問
二
を
ふ
ま
え
、
目
に
見
え
る
、
数
字
で
測
れ
る
基
準
で
は
対
象
の
本
質
的
価
値
は
評
価
で
き
な
い
、

と
い
う
筆
者
の
主
張
を
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う
。「
物
差
し
」「
馬
鹿
ら
し
く
」
な
る
、
と
い
う
こ
と
の
内
実
を

わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。 

問
四
は
、
問
三
で
の
考
察
を
受
け
、
見
え
る
部
分
だ
け
で
判
断
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
説
く
筆
者
の
主
張
が
理
解

で
き
て
い
る
か
を
問
う
。
傍
線
部
の
直
前
に
示
さ
れ
て
い
る
能
の
稽
古
の
例
に
即
し
て
、
具
体
的
に
説
明
す
る
。 

問
五
は
、
こ
こ
ま
で
の
設
問
で
の
考
察
を
受
け
、
本
文
後
半
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
て
、
筆
者
が
考
え
る「
自
分
の
評
価

軸
」の
重
要
性
を
理
解
で
き
て
い
る
か
を
問
う
。「
自
分
の
評
価
軸
」
の
内
実
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
点
検
」
や
「
対

象
の
内
部
へ迫
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
、
自
分
の
言
葉
で
わ
か
り
や
す
く
具
体
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。 

第
二
問 

問
一
（解
答
例
） 

ⓐ
代
替

ⓑ
抑
止 

ⓒ
弁
明

問
二
は
、「
実
害
対
応
型
の
応
報
刑
論
」
で
あ
っ
て
も
、
単
純
に「
実
害
の
重
さ
」だ
け
で「
刑
の
重
さ
」が
決
ま
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
を
問
う
。
傍
線
部
以
前
の
具
体
例
や
、「
ブ
レ
ー
キ
」
と
い
う
比
喩
的
表
現
を
用
い
ず
に

解
答
す
る
必
要
が
あ
る
。 

問
三
（解
答
例
） 

手
段
な
い
し
方
法 

 

※
こ
の
解
答
は
一
例
で
す
。 



問
四
は
、「
刑
罰
」
の「
本
質
」（根
本
的
性
質
）
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
文
章
を
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
さ
せ
る

設
問
。
傍
線
部
の
少
し
後
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
。 

 

問
五
は
、
問
四
を
承
け
、
国
か
ら
の
非
難
の
告
知
が
持
つ
、
犯
罪
の「
一
般
予
防
効
果
」に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
正

し
く
理
解
で
き
て
い
る
か
を
試
す
設
問
。「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」の
具
体
的
内
容
を
自
身
で
補
う
必
要
が
あ
る
。 

 

問
六
は
、
日
本
の
刑
罰
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
筆
者
が
対
比
的
に
い
う「
マ
ク
ロ
の
視
点
」「
ミ
ク
ロ
の
視
点
」と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
視
点
を
い
う
の
か
を
問
う
。 

 

問
七
は
、
こ
の
文
章
全
体
で
筆
者
が
何
を
問
題
提
起
し
て
い
る
の
か
を
問
う
ま
と
め
の
設
問
。
傍
線
部
前
後
の
説

明
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
る
。 

  

第
三
問
（Ａ
） 

 

問
一
は
、
基
本
的
な
語
彙
の
理
解
を
確
認
す
る
た
め
の
設
問
。 

 

問
二
は
、「
聞
き
な
す
」と
い
う
行
為
の
内
実
を
、
二
箇
所
の
用
例
か
ら
推
測
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
。 

 

問
三
は
、
和
歌
の
掛
詞
に
関
す
る
基
本
的
設
問
。 

 

問
四
は
、
侍
従
が
中
将
に
虚
偽
の
報
告
を
し
て
い
る
理
由
を
、
そ
の
直
前
の
姫
君
の
侍
従
へ
の
発
言
か
ら
判
断
さ

せ
る
問
い
。 

 

問
五
は
、
反
語
表
現
の
省
略
さ
れ
た
文
末
部
分
を
想
定
さ
せ
る
問
い
。
解
答
は
複
数
あ
り
う
る
。 

 

問
六
は
、
文
脈
か
ら「
御
心
ざ
し
」が
中
将
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
た
上
で
、「
心
ざ
し
」「
思
ひ
知
る
」「
い
か

で
か
」と
い
う
基
本
的
な
語
彙
・語
法
を
理
解
し
て
現
代
語
訳
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
。 

 

問
七
は
、「
人
聞
き
」
を
気
に
す
る
姫
君
の
気
持
ち
を
推
測
さ
せ
る
問
い
。
中
将
と「
心
あ
は
せ
」
た
と
い
う
噂
が

「
都
ま
で
聞
こ
え
」
て
し
ま
う
こ
と
を「
つ
つ
ま
し
」
く
思
う
と
い
う
傍
線
部
の
概
要
を
、
古
語
の
理
解
の
上
に
わ
か

り
や
す
く
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
う
。 

 

問
八
は
、
尼
君
が
ど
の
よ
う
に
姫
君
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
問
い
。
傍
線
部

の
直
前
で
は
、
姫
君
の
置
か
れ
た
状
況
に
は「
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
武
士
」
で
あ
っ
て
も
同
情
を
寄
せ
る
だ
ろ
う
と
述

べ
、
さ
ら
に
傍
線
部
の
直
後
で
は
、
継
母
が
む
り
や
り
姫
君
と
中
将
の
仲
を
引
き
裂
い
た
と
い
う
状
況
を
考
え
れ



ば
、
二
人
が「
心
あ
は
せ
」た
こ
と
を
誰
も
批
判
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
尼
君
の
説
得
の
流
れ

を
押
さ
え
た
上
で
、
傍
線
部
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
推
測
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

第
三
問
（Ｂ
） 

 

問
一
は
、
傍
線
部
の
比
喩
の
内
容
を
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
試
す
設
問
。 

 

問
二
（解
答
例
） 

し
く
は
な
し 

※
基
本
的
な
句
法
の
知
識
を
問
う
。 

 

問
三
は
、
傍
線
部
の
現
代
語
訳
。
傍
線
部
よ
り
前
の
部
分
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
訳
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。 

 

問
四
は
、
傍
線
部
の
比
喩
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傍
線
部
よ
り
前
の
部
分
の
内
容
を
正
し
く
読
み

取
り
、
比
喩
の
意
味
を
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
試
す
設
問
。 

 

問
五
は
、
傍
線
部
に
つ
い
て
説
明
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
後
半
の
内
容
を
正
し
く
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
か
ど
う
か
を
試
す
設
問
。 


