
一 般 選 抜 （ Ⅰ 期 ） 問 題

国　　語

令和６年度

試験開始までに下記の注意事項をよく読んでください。

注 意 事 項

①　試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
②　開始の合図後、解答用紙に「氏名」、「個人番号」を記入すること。
③　受験票、筆記用具以外は、机上に置かないこと。
④　受験票は机上に貼付してある「個人番号」の手前に置くこと。
⑤　記述解答で、字数の指定がある問題では句読点は 1字として
数えること。

⑥　試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解
答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知ら
せること。

⑦　試験中は退席しないこと。（気分が悪くなった場合は、手を挙
げて監督者に知らせること）

⑧　試験終了後、この問題冊子は持ち帰ること。

試験日　２月１日



（国語―1）２日

〔一〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　
⑴

日
本
人
は
よ
く
議
論
下
手
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
西
洋
、
中
国
人
に
対
し
て
常
に
負
い
目
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
す
。
実
際
、
英

語
を
学
ぶ
、
あ
る
い
は
論
理
的
な
言
葉
を
学
ぶ
と
き
に
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
も⒜
ツ
ナ
が
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
留
学
し
た
関
係
で
四
か
国
語
を
話
し
ま
す
が
、
西
洋
の
言
葉
を
使
う
と
き
に
は
、
西
洋
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
話
す
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
そ
の
国
に
い
た
と
き
、
留
学
体
験
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
話
す
よ
う
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
実
際
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
ら
な

い
と
、
議
論
も
で
き
な
い
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
は
か
れ
ま
せ
ん
。

　

逆
に
い
え
ば
、
議
論
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
体
験
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
語
学
を
習
得
す
る
だ
け
で
は
だ
め
で
す
。
留
学

し
て
言
葉
を
体
得
し
、
さ
ら
に
そ
の
国
の
思
考
方
法
と
い
う
か
、
そ
の
国
の
論
理
性
を
身
に
付
け
て
初
め
て
議
論
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。

　

日
本
人
の
議
論
下
手
を⒝
コ
ク
フ
ク
す
る
に
は
、
か
な
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
留
学
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
知
的
な
青
少
年
に
そ
う
い
う

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
、
日
本
の
議
論
を
リ
ー
ド
す
る
エ
リ
ー
ト
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
文
部
科
学
省
に
は
そ
の
あ
た
り
を

考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
英
語
教
育
を
若
い
と
き
か
ら
は
じ
め
る
と
い
う
こ
と
に
は
私
は
反
対
で
す
。
日
本
語
の
言
語
感
覚
を
身
に
付
け
な
い
前
に
、
別
の

言
語
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
不
自
然
で
す
。
ど
ち
ら
の
言
葉
も
中
途
半
端
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人

は
、
主
体
は
原
因
で
は
な
く
、
結
果
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
の
判
断
は
最
後
に
す
る
の
で
す
。
日
本
語
の
構

造
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、

Ａ

は
最
後
に
き
ま
す
。
西
洋
語
は
主
語
の
後
、
す
ぐ
に
置
か
れ
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
で
は
、
自
我
と
い
う

も
の
が
共
同
体
の
中
で
発
揮
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

そ
う
し
た
論
理
構
造
を
、
ま
ず
身
に
付
け
な
い
と
、
英
語
を
学
ん
で
も
中
途
半
端
な
人
格
に
な
る
だ
け
で
す
。

　

日
本
の
言
語
感
覚
を
身
に
付
け
た
上
で
留
学
を
す
る
。
そ
れ
が
日
本
語
と⒞
タ
イ
シ
ョ
ウ
テ
キ
な
西
洋
語
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
で



（国語―2）２日

す
。
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
て
初
め
て
他
国
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
で
す
。
日
本
人
の
ま
ま
で
議
論
し
よ
う
と
し
て
も
、

相
手
の
国
の
人
た
ち
と
議
論
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
日
本
語
で
議
論
の
思
考
方
法
を
身
に
付
け
さ
せ
た
上
で
、
相
手
の
言
葉
で
議
論
す
る
。

そ
れ
で
初
め
て
噛
み
あ
う
わ
け
で
す
。
ま
た
日
本
人
の
考
え
方
で
短
い
言
葉
で
表
し
た
俳
句
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
和
歌
の
よ
う
な
言
葉
で

い
っ
て
も
議
論
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

評
論
の
大
家
と
い
わ
れ
た⑵
小
林
秀
雄
は
、
実
を
い
う
と
西
洋
で
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
の
論
理
が
日
本
的
だ
か
ら
で
す
。

三
島
由
紀
夫
の
作
品
は
、
海
外
で
翻
訳
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
ま
す
。
村
上
春
樹
も
同
じ
で
す
。⑶
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

即
し
た
文
学
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
表
現
が
人
工
語
的
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

論
理
的
な
は
ず
の
小
林
秀
雄
が
な
ぜ
翻
訳
さ
れ
に
く
い
の
で
し
ょ
う
か
。
論
理
を
基
調
と
す
る
評
論
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
バ
レ

リ
ー
を
評
論
し
て
い
る
小
林
秀
雄
で
も
で
す
。

　

逆
に
禅
的
な
も
の
、
日
本
の
伝
統
的
な
も
の
を
表
現
す
る
哲
学
者
系
統
が
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
洋
で
は
中
途
半
端
な
思
考
方
法
を

取
る
文
学
者
は
評
価
さ
れ
な
い
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
日
本
の
哲
学
や
禅
な
ど
、
西
洋
と
は
完
全
に⒟
タ
イ
キ
ョ
ク
に
立
つ
よ
う
な
考
え
方
が
注
目
さ
れ
る
だ
け
で
、
日
本
の

思
想
家
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
般
的
に
い
わ
れ
る
の
は
仕
方
が
な
い
こ
と
で
す
。

　
⑷

日
本
は
元
々
論
理
性
を
拒
否
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
神
秘
で
な
い
と
知
っ
て
い
る
民
族
と
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
思
考
力
が

な
い
、
論
理
が
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
歌
や
俳
句
の
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
表
現
で
は
あ
っ
て
も
そ
こ
に
論
理
は
生
ま
れ

て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
整
然
と
し
た
体
系
を
生
ま
な
い
日
本
人
が
、
議
論
下
手
に
な
る
と
い
う
の
は
当
然
と
い
え
ま
す
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
日
本
人
に
論
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
た
だ
一
神
教
的
な
一
神
―
人
間
―
一
主
張
と
い
う
図
式
を
と
ら
な
い

だ
け
の
こ
と
で
す
。
自
然
―
人
間
―
主
張
と
い
う
図
式
に
は
決
し
て
独
断
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ロ
ゴ
ス
の⒠
ダ
ラ
ク
は
な
い
の
で
す
。⑸
自
然
―

人
間
が
主
体
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
自
然
科
学
の
追
求
も
含
ん
で
い
ま
す
。
日
本
の
科
学
者
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
直
観
や
経
験
、
実
践
を
重
ん
じ
ロ
ゴ
ス
は
重
ん
じ
な
い
の
で
す
。



（国語―3）２日

　

日
本
人
は
「
理
性
」
や
「
哲
学
」
の
思
惟
の
自
律
性
を
認
め
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
誤
り
に
導
か
れ
る
だ
け
で
す
。「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の

二
十
世
紀
の
失
敗
は
そ
れ
で
し
た
。
い
や
実
を
い
え
ば
、
一
神
教
―
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
誤
り
を
明
確
に
い
え
る
の

も
日
本
人
だ
け
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
自
然
の
多
様
性
を
、
一
つ
の
信
仰
の
形
で
信
頼
し
、
人
間
も
そ
の
一
部
と
し
て
許
し

あ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
れ
が
神
道
―
自
然
道
を
も
つ
日
本
人
の
姿
な
の
で
す
。

（
田
中
英
道
『
日
本
の
宗
教
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

Ａ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
答
え
な
さ
い
。

問
３　

傍
線
部
⑴
「
日
本
人
は
よ
く
議
論
下
手
だ
と
い
わ
れ
ま
す
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
、
筆
者
は
日
本
人
の
特
性
か
ら
何
だ
と
言
っ

て
い
る
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑵
「
小
林
秀
雄
」
の
作
品
を
次
か
ら
選
び
、
二
つ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』　　
　

イ　
『
無
常
と
い
ふ
事
』　　
　

ウ　
『
夕
鶴
』　　
　

エ　
『
仮
面
の
告
白
』　

オ　
『
本
居
宣
長
』

カ　
『
忍
ぶ
川
』　　
　
　
　
　

キ　
『
海
辺
の
光
景
』　　
　
　

ク　
『
氷
壁
』　　
　

ケ　
『
父
帰
る
』　　
　

コ　
『
暗
夜
行
路
』



（国語―4）２日

問
５　

傍
線
部
⑶
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
言
い
換
え
語
（
訳
語
）
を
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑷
「
日
本
は
元
々
論
理
性
を
拒
否
し
て
き
ま
し
た
」
と
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
表
現
し
て
い
る
一
文
を
本
文
中
か
ら

探
し
出
し
、
始
め
の
五
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
７　

傍
線
部
⑸
「
自
然
―
人
間
が
主
体
で
す
か
ら
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
を
何
と
言
っ
て
い
る
か
、
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、

二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。



（国語―5）２日

〔二〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

現
在
の
出
版
業
界
は
前
世
紀
末
以
来
の
長
期
に
わ
た
る
売
上
低
迷
に
も
が
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
（
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き

か
）、

Ｘ

本
の
出
版
数
は
年
間
七
万
を
超
え
る
ま
で
に
増
え
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
は
も
う
ひ
と
り
の
読
者
が
ど
ん
な
に
頑
張
っ

て
も
読
み
尽
く
せ
は
し
な
い
。
読
者
の
み
な
さ
ん
が
リ
ア
ル
書
店
で
あ
れ
、
ネ
ッ
ト
書
店
で
あ
れ
、
店
先
を
ぶ
ら
ぶ
ら
徘
徊
す
る
だ
け
で
、

山
ほ
ど
の
本
が
手
招
い
て
く
る
。
世
界
は
本
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
だ
。

　

し
か
し
、
一
読
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
日
本
で
毎
年
何
万
冊
の

Ｘ

本
が
出
よ
う
が
、
そ
の
何
百
倍
も
の
既
刊
本
が
あ
ろ
う
が
、
実

際
に
手
に
し
て
読
も
う
と
す
る
の
は
そ
の
中
の
ほ
ん
の
一
部
だ
ろ
う
。
自
分
が
選
ん
だ
一
冊
の
本
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
は
す
べ
て
の
始
ま

り
で
あ
り
、
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ
で
も
あ
り
、
す
べ
て
の
終
わ
り
で
も
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
手
に
し
た
本
が
予
想
に
反
し
て
「
難
し
す
ぎ
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
か
「
と
て
も
読
み
通
せ
な
か
っ
た
」
と
い
う
経

験
を
し
た
読
者
は
き
っ
と
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
分
野
の
専
門
書
・
学
術
書
と
呼
ば
れ
る
（
た
い
て
い
の

場
合
と
て
も
高
価
な
）
本
の
中
に
は
一
般
読
者
を⒜
無
慈
悲
に
も
拒
絶
す
る
よ
う
な
内
容
の
本
が
少
な
く
な
い
。
研
究
者
で
あ
る
は
ず
の
私
で

さ
え
、
専
門
分
野
が
ち
ょ
っ
と
で
も
異
な
る
と
手
に
し
た
と
た
ん
〝
即
死
〞
と
い
う
専
門
書
は
今
で
も
あ
る
。
学
問
の
世
界
の
最
先
端
は
そ

う
い
う
も
の
だ
。
そ
の
一
方
で
、「
本
を
読
む
」
と
い
う
行
為
は
容
易
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
字
列
と
行
間
に
ど

こ
ま
で
踏
み
込
め
ば
、
そ
の
本
を
「
読
ん
だ
」
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
の
深
み
と
広
が
り
に
と
ま
ど
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
本
が
出
回
っ
て
い
る
中
で
、
あ
る
読
者
が
手
に
し
た
本
に
対
し
て
「
読
ん
で
お
も
し
ろ
か
っ
た
」
と
か
「
や
や
物
足
り
な
か
っ
た
」
と

い
う
感
想
を
も
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
読
者
に
と
っ
て
幸
せ
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
読
後
の
感
想
は
そ
の
本
を
と
に
も
か
く

に
も
読
み
終
え
て
初
め
て
口
に
で
き
る
こ
と
だ
か
ら
だ
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
力
で
読
了
で
き
た
本
を
あ
な
た
は
ほ
ん
と
う
に
「
読
ん
だ
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
本
の
い
っ
た
い
〝
何
〞



（国語―6）２日

を
読
ん
だ
の
か
。「
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
読
ん
だ
」
と
い
う
の
で
は
〝
読
ん
だ
〞
う
ち
に
は
入
ら
な
い
だ
ろ
う
（
外
国
語
の
本
な

ら
別
だ
が
）。
そ
の
本
に
書
か
れ
た
文
章
の
内
容
を
し
っ
か
り
理
解
し
た
上
で
、
著
者
の
言
わ
ん
と
す
る
主
張
に
対
し
て
思
考
を
め
ぐ
ら
す

こ
と
が
で
き
て
初
め
て
そ
の
本
を
〝
読
ん
だ
〞
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

単
に
上う
わ

っ
面つ
ら

だ
け
の
「
文
字
の
読
み
取
り
」
と
よ
り
深
い
「
主
張
の
読
み
解
き
」
で
は
、
同
じ
「
読
む
」
行
為
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に

は
大
き
な
ち
が
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。⑴
両
者
の
ち
が
い
を
知
る
た
め
に
こ
ん
な
例
を
最
初
に
挙
げ
よ
う
。

陶
淵
明
「
雜
詩
（
其
一
）」

人
生
無
根
蔕
、
飄
如
陌
上
塵
。〔
１
〕

分
散
逐
風
轉
、
此
已
非
常
身
。〔
２
〕

落
地
爲
兄
弟
、
何
必
骨
肉
親
。〔
３
〕

得
歡
當
作
樂
、
斗
酒
聚
比
鄰
。〔
４
〕

盛
年
不
重
來
、
一
日
難
再
晨
。〔
５
〕

及
時
當
勉
勵
、
歳
月
不
待
人
。〔
６
〕

　

い
き
な
り
漢
文
を
出
し
て
申
し
訳
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
本
を
読
む
こ
と
」
を
「
漢
文
を
読
む
こ
と
」
に
置
き
換
え
て
み
て
ほ
し
い
。
多

く
の
読
者
に
と
っ
て
、
漢
文
は
た
と
え
高
校
時
代
に
少
し
は
勉
強
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
卒
業
し
て
し
ま
え
ば
学
ん
だ
記
憶
な
ん
ぞ
と
っ

く
に
薄
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

中
国
の
大
詩
人
で
あ
る
陶と

う
え
ん
め
い

淵
明
（
３
６
５
〜
４
２
７
）
の
手
に
な
る
こ
の
五
言
詩
の
全
体
を
見
た
こ
と
が
あ
る
人
は
少
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
初
め
て
こ
の
漢
詩
を
見
た
と
き
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
漢
字
が
読
め
た
と
し
て
も
、
漢
文
と
し
て
そ
の
意
味
を
読
み
取
れ
る
わ
け
で
は
な
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い
。

　

し
か
し
、
こ
の
漢
詩
の
最
後
の
行
〔
６
〕
の
後
半
部
分
で
あ
る
「
歳
月
不
待
人
」
だ
け
は
「
歳
月
人
を
待
た
ず
」
と
い
う
有
名
な
日
本
語

の
格
言
と
し
て
今
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
読
者
も
き
っ
と
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
中
国
語
と
し
て
の
漢
文
「
歳
月
不

待
人
」
は
、
適
切
な
〝
返
り
点
〞
を
配
置
し
、
日
本
語
と
し
て
書
き
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
歳
月
人
を
待
た
ず
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
、
そ

の
意
味
を
初
め
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
歳
月
人
を
待
た
ず
」
と
書
き
下
さ
れ
た
文
を
、
中
国
文
学
者
・
靑
木
正ま
さ
る兒

は
「
歳と
し
つ
き月

は
人
を
待
つ
て
は
く
れ
ぬ
」
と
訳
し
た
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
自
明
な
ほ
ど
明
ら
か
だ
。

　

書
か
れ
た
文
字
を
読
み
取
り
、
つ
づ
ら
れ
た
文
章
を
読
み
解
き
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る

―
漢
文
を
読
む
と
き
も
、
そ
し
て
本
を
読
む

と
き
も
、
私
た
ち
が
い
つ
も
し
て
い
る
こ
と
は
簡
単
に
言
え
ば
こ
れ
だ
け
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
大
き
な
〝⑵
落
と
し
穴
〞
が
潜
ん
で
い
る

こ
と
に
注
意
を
向
け
よ
う
。

　

こ
の
漢
詩
の
「
歳
月
不
待
人
」
を
含
む
最
後
の
二
行
（〔
５
〕
と
〔
６
〕）
を
靑
木
は
次
の
よ
う
に
書
き
下
し
て
い
る
。

〔
５
〕
盛
年　

重
ネ
テ
來キ
タ

ラ
不ズ

、
一
日　

再
ビ
晨シ
ン

ナ
リ
難ガ
タ

シ
。

〔
６
〕
時
ニ
及
ン
デ
當マ
サ

ニ
勉
勵
ス
ベ
シ
、
歳
月　

人
ヲ
待
タ
不ズ

。

　

こ
の
漢
詩
を
通
俗
的
な
一
種
の〝
人
生
訓
〞と
し
て
あ
り
が
た
が
る
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
は
き
っ
と
こ
ん
な
ふ
う
に
な
る
だ
ろ
う（
私
訳
）。

〔
５
〕
若
い
時
代
は
二
度
と
は
来
な
い　

一
日
に
朝
が
二
度
く
る
わ
け
が
な
い
。

〔
６
〕
時
期
を⒝
逸
せ
ず
勉
強
（
仕
事
）
に
励
め　

歳
月
人
を
待
た
ず
。
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「
無
駄
な
時
間
を
過
ご
し
た
り
せ
ず
、
し
っ
か
り
勉
強
し
、
仕
事
を
し
な
い
と
、
年
月
は
ど
ん
ど
ん
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
ぞ
」

―
い
か
に

も
勤
勉
な
日
本
人
に
受
け
そ
う
な
〝
教
訓
〞
的
か
つ
〝
強
圧
〞
的
な
解
釈
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
靑
木
は
こ
の
同
じ
二
行
に
対
し
て
、
正
反
対
の
意
味
を
も
つ
次
の
よ
う
な
訳
文
を
当
て
て
い
る
。

〔
５
〕
若
い
盛
り
は
二
度
と
來こ

ぬ　

一
日
に
二
度
の
朝あ
さ

が
有
る
わ
け
は
な
い
。

〔
６
〕
時
に
後お
く

れ
ず
、
せ
い
出
し
て
遊
ぶ
べ
き
だ　

歲と
し
つ
き月

は
人
を
待
つ
て
は
く
れ
ぬ
。

　

あ
れ
あ
れ
、
こ
り
ゃ
ま
さ
に
〝
卓ち
ゃ
ぶ
だ
い

袱
台
返
し
〞
の
逆
転
の
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
元
の
漢
詩
の
「
勉
勵
」
と
は
勉
強
や

仕
事
を
頑
張
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
逆
に
、
せ
い
い
っ
ぱ
い
行
楽
と
遊
興
に
励
む
こ
と
だ
と
快
楽
至
上
的
に
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
両

解
釈
の
根
本
的
な
ち
が
い
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

靑
木
は
こ
う
指
摘
す
る
。
確
か
に
最
後
の
二
行
（〔
５
〕
と
〔
６
〕）
だ
け
を
見
れ
ば
「
教
訓
詩
」
の
よ
う
に
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
前
半
部
分
（〔
１
〕
〜
〔
４
〕）
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ま
っ
た
く
異
な
る
解
釈
に
な
る
と
い
う
。

　

そ
の
前
半
部
分
を
彼
は
次
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
。

　

人
間
は
し
ょ
せ
ん
何
の
つ
な
が
り
も
な
く
ば
ら
ば
ら
に
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
た
ま
た
ま
兄
弟
だ
っ
た
り
血
縁
者
だ
か
ら

と
い
っ
て
格
別
に
親
し
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
の
な
ら
、
近
在
の
他
人
で
あ
っ
て
も
み
ん
な
集
め
て
酒
を
と
も
に
呑

も
う
よ

―
靑
木
に
よ
れ
ば
、
こ
の
先
行
部
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
陶
淵
明
の
こ
の
詩
は
け
っ
し
て
「
教
訓
詩
」
な
ど
で
は
な
く
、
中
国
伝

統
の
「
無
常
觀か
ん

的
快
樂ら
く

詩
」
の
ひ
と
つ
と
解
釈
す
る
べ
き
だ
と
言
う
。
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読
む
と
い
う
行
為
に
は
大
き
な
〝
落
と
し
穴
〞
が
あ
る
と
私
が
言
っ
た
の
は
ま
さ
に
こ
れ
だ
。「
歳
月
不
待
人
」
と
い
う
漢
文
を
た
と
え

私
た
ち
が
読
み
下
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
ん
と
う
の
意
味
や
背
景
ま
で
読
み
解
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
部
分
だ
け
を
見

て
、
性
急
に
全
体
の
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
前
に
指
摘
さ
れ
た
思
わ
ぬ
〝
落
と
し
穴
〞
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
す
で

に
読
み
終
え
た
部
分
か
ら
ま
だ
読
み
終
え
て
い
な
い
全
体
に
つ
い
て
何
か
を
推
論
す
る
こ
と
は
つ
ね
に
ま
ち
が
い
を
犯
す
リ
ス
ク
を
背
負
っ

て
い
る
。

　

陶
淵
明
の
漢
詩
は
字
数
で
言
え
ば
計
六
〇
字
と
い
う
極
小
の
〝
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
〞
だ
っ
た
。
一
方
、
私
た
ち
が
日
ご
ろ
手
に
す
る
本
は
、

そ
れ
が
薄
い
文
庫
本
で
あ
ろ
う
が
分
厚
い
専
門
書
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
漢
詩
の
何
千
倍
あ
る
い
は
何
万
倍
も
の
文
字
数
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
書
か
れ
た
文
字
数
が
多
い
か
少
な
い
か
は
実
は
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
。

　

読
書
と
は
つ
ね
に
「
部
分
か
ら
全
体
へ
の
推
論
」
で
あ
る
。
本
の
読
み
手
は
、
既
読
の
部
分
を
踏
ま
え
て

Ｙ

で
あ
る
本
全
体
に
関

す
る
推
理
・
推
論
を
た
え
ま
な
く
問
い
続
け
る
。
そ
の
推
理
・
推
論
の
対
象
で
あ
る
〝
全
体
〞
と
は
、
そ
の
著
書
か
ら
読
み
取
れ
る
著
者
の

主
張
を
解
釈
す
る
こ
と
だ
っ
た
り
、
あ
る
著
者
が⒞
依
拠
す
る
知
識
体
系
を
包
括
的
に
理
解
す
る
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。

　

本
を
読
み
な
が
ら
あ
れ
こ
れ
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
読
め
る
本
な
ら
ば
と
て
も
楽
し
い
読
書
体
験
と
な
る
が
、
根

を
詰
め
て
学
び
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
だ
と
と
き
に
つ
ら
い
読
書
修
行
と
な
る
。
読
み
な
が
ら
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
、
は
た
し
て

「
ユ
ー
レ
カ
！
」
の
ひ
ら
め
き
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
「

Ｚ

」
な
の
か
。
部
分
か
ら
全
体
へ
の
推
論
は
首
尾
よ
く

進
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
〝
誤
読
〞
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

　

私
た
ち
は
本
を
選
ぶ
際
、
無
駄
に
時
間
を
食
う
〝
手
間
の
か
か
る
本
〞
を
避
け
て
、
素
早
く
楽
に
読
め
て
す
ぐ
役
に
立
つ
本
だ
け
を
手
に

し
た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
効
率
主
義
の⒟
餌
食
に
な
り
や
す
い
。「
な
ん
て
っ
た
っ
て
現
代
人
は
忙
し
い
か
ら
ね
」
な
ど
と
小
賢
し
い
言
い
訳

は
い
く
ら
で
も
つ
け
ら
れ
る
。
確
か
に
、
世
の
中
に
は
読
み
や
す
さ
第
一
を
標
榜
す
る
〝
流
動
食
の
よ
う
な
本
〞
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。

読
書
の
効
率
こ
そ
至
上
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
選
書
の
選
択
肢
に
は
事
欠
か
な
い
だ
ろ
う
。
い
っ
そ
の
こ
と
本
を
丸
ご
と
一
冊
読
ま
な
く
て
も
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す
む
よ
う
な
〝
要
約
ア
プ
リ
〞
を
使
え
ば
、
も
っ
と
効
率
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
い
う
手
間
す
ら
惜
し
い
な
ら
、
適
当

な
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
が
か
り
に
ネ
ッ
ト
で
〝
グ
グ
れ
ば
〞
あ
る
い
は
周
囲
の
誰
か
に
訊
け
ば
も
っ
と
気
楽
に
生
き
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

⑶
必
要
な
〝
栄
養
素
〞
だ
け
効
率
的
に
摂
取
で
き
る
〝
流
動
食
〞
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
も
の
ご
と
を
考
え
ぬ
く
た

め
の
基
礎
的
な
知
力
が⒠
衰
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

（
三
中
信
宏
『
読
書
と
は
何
か　

知
を
捕
ら
え
る
15
の
技
術
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
答
え
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ｘ

に
は
「
既
刊
」
の
、
空
欄

Ｙ

に
は
「
既
読
」
の
対
義
語
が
入
る
。
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
３　

空
欄

Ｚ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

下
手
な
考
え　

休
み
に
似
た
り

イ　

下
手
の
考
え　

休
む
に
似
た
り

ウ　

下
手
な
考
え　

休
む
に
似
た
り

エ　

下
手
の
考
え　

休
み
に
似
た
り

問
４　

傍
線
部
⑴
「
両
者
の
ち
が
い
」
に
つ
い
て
、
本
文
の
語
句
を
用
い
て
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。
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問
５　

傍
線
部
⑵
「
落
と
し
穴
」
と
は
何
か
。
本
文
中
よ
り
三
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
始
め
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑶
「
必
要
な〝
栄
養
素
〞だ
け
効
率
的
に
摂
取
で
き
る〝
流
動
食
〞に
慣
れ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
が
、「
栄
養
素
」、「
流
動
食
」

が
指
す
内
容
を
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、
答
え
な
さ
い
。

問
７　

筆
者
が
考
え
る
「
読
書
」
と
は
何
か
。
本
文
中
よ
り
十
字
で
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。
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以
下
余
白
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