
号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
一
）

受

注
意

解
答
欄
は
問
題
用
紙
の
（
そ
の
八
）（
そ
の
九
）（
そ
の
十
）
に
あ
り
ま
す
。

解
答
に
字
数
制
限
の
あ
る
場
合
、
句
読
点
な
ど
も
文
字
数
に
数
え
ま
す
。

一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

一
二
、
一
三
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
大
学
が
誕
生
し
た
最
も
重
要
な
条
件
は
、
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
都
市
か
ら
都
市
へ
と
渡
り
歩
く
こ
と

は
ん

の
で
き
る
移
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
を
、
商
人
、
職
人
、
聖
職
者
、
芸
能
者
、
そ
し
て
知
識
人
が
旅
し
て
い

た
。ど

こ
か
の
都
市
に
、
大
変
学
識
の
あ
る
人
物
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
多
く
の
学
徒
が
何
か
月
も
旅
し
て
そ
の
都
市
に
集
ま
り
学
び
の

舎
を
形
成
し
た
。
や
が
て
そ
う
し
た
都
市
の
旅
人
た
ち
は
、
地
元
の
世
俗
権
力
の
干
渉
を
退
け
る
た
め
、
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
の
勅
許
を

ａ

ロ
ー
マ
教
皇
や
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
か
ら
得
て
、
教
師
と
学
生
の
協
同
組
合
、
す
な
わ
ち
大
学
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
学
誕

生
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
脱
領
域
的
な
移
動
の
自
由
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
大
学
の
自
由
の
根
幹
を
な
す
も
の
だ
っ
た
。

だ
か
ら
や
が
て
、
こ
の
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
移
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
り
、
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
く
と
、
こ
の
第
一
世
代

①

の
大
学
は
衰
退
に
向
か
う
。
そ
う
し
た
移
動
の
自
由
が
失
わ
れ
る
の
は
一
六
世
紀
で
、
直
接
の
要
因
は
宗
教
戦
争
、
そ
れ
に
続
く
領
邦
国
家

ｂ

＊

の
形
成
だ
っ
た
。
宗
教
戦
争
の
結
果
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
支
配
域
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
支
配
域
の
間
に
高
い
壁
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
領
邦
国

家
は
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
国
家
の
壁
で
分
断
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
以
前
、
一
四
世
紀
に
起
き
た
ペ
ス
ト
の
パ

ン
デ
ミ
ッ
ク
も
移
動
の
自
由
を
困
難
に
し
た
か
ら
、
大
学
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
は
ず
だ
。

し
か
し
、
旅
人
た
ち
の
共
同
体
だ
っ
た
大
学
に
、
ペ
ス
ト
禍
に
よ
る
移
動
制
限
と
い
う
以
上
に
深
い
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
の
は
、
ペ
ス
ト

禍
の
一
つ
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
っ
た
技
術
革
新
だ
っ
た
。
ペ
ス
ト
禍
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
口
が
激
減
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
労
働
力
が

不
足
す
る
状
況
が
生
じ
て
い
く
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
状
況
は
労
賃
を
上
昇
さ
せ
る
。
農
業
か
ら
手
工
業
ま
で
、
雇
用
主
は
労
働
者
に
よ
り

高
い
労
賃
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
の
経
営
の
窮
状
か
ら
逃
れ
る
べ
く
、
生
産
工
程
の
合
理
化
、
機
械
化
に
取
り
組
み
始
め
た
の
で

ｃ

あ
る
。
こ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
労
働
集
約
的
な
産
業
ほ
ど
強
く
、
そ
こ
で
は
技
術
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
起
こ
る
条
件
が
整
っ
て
い
た
。

＊

そ
し
て
、
中
世
の
本
作
り
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
世
界
だ
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
手
工
業
か
ら
機
械
工
業
へ
の
大
転
換
が
生
じ
て
も
お
か
し
く

②

は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
一
五
世
紀
半
ば
、
マ
イ
ン
ツ
の
野
心
的
な
金
属
加
工
職
人
だ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
が
活
版
印
刷
術
を
発
明
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
手
不
足
の
時
代
に
起
き
て
い
た
様
々
な
技
術
革
新
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
技
術
革
新
が
知
の
あ
り
方
に
も
た

ら
し
た
変
化
は
、
数
百
年
に
及
ぶ
巨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
出
版
産
業
が
、
第
一
世
代
の
大
学
に
止
め
を
刺
す
の
で
あ
る
。
大

③

量
の
印
刷
さ
れ
た
安
価
な
書
物
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
一
六
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
も
は
や
何
か
月
も
か
け
て
大
学
の
あ
る
都

ｄ

市
ま
で
旅
す
る
必
要
性
は
な
く
な
っ
た
。
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
の
ま
ま
で
も
、
必
要
な
知
識
は
印
刷
本
を
買
い
集
め
、
そ
れ
ら
を
読
み
比
べ

る
こ
と
で
十
分
に
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
て
移
動
の
自
由
の
時
代
が
終
わ
っ
た
先
で
浮
上
し
た
一
七
、
一
八
世
紀
の
近
代
は
、
大
学
の
時
代
で
は
な
く
、
出
版
の
時
代
で
あ

っ
た
。
中
世
か
ら
近
代
ま
で
を
通
じ
、
知
的
創
造
の
歴
史
は
、
一
方
で
は
移
動
の
自
由
に
、
他
方
で
は
出
版
の
自
由
に
足
場
を
置
き
、
こ
の

二
つ
の
足
場
は
対
抗
的
に
連
鎖
し
て
き
た
。
だ
か
ら
、
大
学
と
出
版
の
間
に
は
連
携
関
係
と
同
時
に
対
抗
関
係
が
あ
る
。

ｅ

そ
し
て
、
長
い
周
期
で
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
感
染
症
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
何
度
も
移
動
の
自
由
を
大
幅
に
制
限
す
る
動
き
を
生
じ

さ
せ
て
き
た
。
そ
れ
は
封
鎖
で
あ
り
、
隔
離
で
あ
り
、
監
視
で
あ
り
、
移
動
の
禁
止
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
こ
の
動
き
の
延
長
線
上
に
大
学

の
自
由
は
な
い
。「
新
し
い
日
常
」
が
「
大
学
の
自
由
」
と
共
存
で
き
る
た
め
に
は
、
単
な
る
封
鎖
や
監
視
と
は
異
な
る
「
移
動
の
自
由
」

④

へ
の
回
路
が
、
つ
ま
り
越
境
や
接
触
や
対
話
の
自
由
に
つ
な
が
る
も
う
一
つ
の
回
路
が
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
二
）

受
実
際
、
コ
ロ
ナ
禍
の
渦
中
で
も
、
私
た
ち
は
い
く
つ
も
の
そ
う
し
た
越
境
と
接
触
、
対
話
に
向
か
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
動
き
を
目
撃
し
て
き

た
。
最
も
大
き
な
流
れ
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
急
激
か
つ
全
地
球
的
規
模
で
の
浸
透
で
あ
る
。
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
世
界
中
の
と
て
つ

も
な
い
数
の
人
々
が
、
わ
ず
か
数
か
月
で
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
日
々
接
す
る
「
新
し
い
日
常
」
に
入
っ
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
変
化
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
封
鎖
が
最
も
厳
し
か
っ
た
時
期
に
、
家
々
の
ベ
ラ
ン
ダ
越
し
に
、
広
場
や

街
路
を
挟
ん
で
人
々
が
合
唱
し
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
合
い
、
中
間
地
帯
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
に
変
え
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
は
人

種
差
別
に
反
対
し
て
膨
大
な
人
々
が
、
世
界
中
で
マ
ス
ク
を
し
な
が
ら
街
路
を
行
進
し
た
。
い
か
な
る
時
代
で
あ
れ
、
民
主
主
義
も
都
市
も

大
学
も
、
単
に
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
し
て
い
る
だ
け
で
は
守
り
切
れ
な
い
の
だ
。
私
た
ち
は
な
お
越
境
し
、
接
触
し
、
対
話
し
、
主
張
し
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
集
団
的
行
為
こ
そ
が
、
都
市
を
実
現
し
、
大
学
を
支
え
る
の
で
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
の
春
、
世
界
で
起

き
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
長
い
歴
史
が
示
し
て
き
た
知
的
営
み
の
根
本
を
、
人
々
が
今
も
理
解
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
日
本
で
生
じ
た
現
象
は
、
世
界
の
多
く
の
国
と
ま
る
で
異
な
っ
て
い
た
。

⑤

（
吉
見
俊
哉
『
大
学
は
何
処
へ

未
来
へ
の
設
計
』
）

注
＊
領
邦
…
…
皇
帝
（
王
）
権
の
弱
体
化
に
と
も
な
い
諸
侯
が
事
実
上
の
主
権
を
行
使
し
た
領
域
。

＊
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
…
…
目
標
へ
の
意
欲
を
高
め
る
刺
激
。

問
一

傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

ａ

退
（
け
る
）

ｂ

衰
退

ｃ

窮
状

ｄ

安
価

ｅ

連
携

問
二

傍
線
部
①
「
こ
の
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
移
動
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た
り
、
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
く
」
と
あ
る
が
、「
移

動
の
自
由
」
が
「
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
」
原
因
を
、
本
文
中
か
ら
四
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
三

傍
線
部
②
「
そ
う
し
た
世
界
」
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
か
、
三
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
③
「
第
一
世
代
の
大
学
」
と
あ
る
が
、
筆
者
に
よ
る
と
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
以
前
の
本
文
中
か

ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
④
「
単
な
る
封
鎖
や
監
視
と
は
異
な
る
『
移
動
の
自
由
』
へ
の
回
路
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
筆

者
は
述
べ
て
い
る
か
、
二
点
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
二
十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
三
）

受問
六

傍
線
部
⑤
「
と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
日
本
で
生
じ
た
現
象
は
、
世
界
の
多
く
の
国
と
ま
る
で
異
な
っ
て
い
た
。
」
と
あ
る
が
、
筆

者
は
こ
の
あ
と
文
章
を
続
け
て
、
「
コ
ロ
ナ
禍
の
日
本
で
生
じ
た
現
象
」
を
通
し
て
、
日
本
社
会
の
あ
り
方
を
論
じ
て
い
る
が
、
次
の

選
択
肢
の
な
か
で
、
本
文
の
内
容
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
を
、
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

コ
ロ
ナ
禍
の
第
一
波
を
あ
た
か
も
日
本
社
会
が
乗
り
越
え
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
が
必
要
と
し
た
「
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
」
や
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
と
、
そ
も
そ
も
「
外
」
と
「
内
」
を
区
別
す
る
壁
を
立
て
が
ち
な
日
本
社
会
の
特

性
が
容
易
に
シ
ン
ク
ロ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

イ

感
染
リ
ス
ク
か
ら
同
じ
よ
う
に
「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」
が
叫
ば
れ
た
な
か
で
、
日
本
で
も
移
動
を
禁
じ
ら
れ
た
異
な
る
人
々
が
な
お

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
空
間
を
確
保
し
よ
う
と
努
め
、
同
調
圧
力
に
抵
抗
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
向
か
お
う

と
し
て
い
た
。

ウ

「
自
粛
」
と
い
う
言
葉
の
奇
妙
さ
に
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
己
選
択
・
自
己
決
定
の
あ
り
方
を
、
そ
の
社
会
が
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
、
い
わ
ば
主
体
を
め
ぐ
り
、
そ
の
社
会
が
共
有
す
る
知
識
の
違
い
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

エ

コ
ロ
ナ
禍
の
日
本
を
覆
っ
て
い
た
こ
の
「
自
粛
」
の
政
治
を
作
動
さ
せ
て
い
た
の
は
「
世
間
」
で
あ
る
。
「
世
間
」
観
念
の
起
源

は
古
く
、
古
代
日
本
社
会
に
も
存
在
し
た
ら
し
い
。
こ
の
古
く
か
ら
の
「
世
間
」
の
力
学
が
、
近
代
化
を
経
て
も
残
存
し
、
コ
ロ
ナ

時
代
の
日
本
で
も
強
力
に
作
動
し
て
い
る
。

オ

「
世
間
」
は
、
家
族
や
地
域
、
職
場
で
の
日
常
的
な
営
み
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
実
効
的
な
観
念
と
し
て
常
に
作
動

し
て
お
り
、
人
々
は
こ
れ
を
社
会
的
に
存
在
し
て
い
る
所
与
の
事
実
と
し
て
受
け
と
め
、
常
に
意
識
し
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
よ

う
な
状
況
に
お
か
れ
続
け
る
。

二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

馬
車
の
中
に
は
お
婆
さ
ん
が
五
人
居
眠
り
し
な
が
ら
、
こ
の
冬
は
蜜
柑
が
ホ
ウ
ネ
ン
だ
と
い
う
話
を
し
て
い
た
。
馬
は
海
の
鷗
を
追
う

ば
あ

み

か

ん

ａ

か
も
め

か
の
よ
う
に
尻
尾
を
振
り
振
り
走
っ
た
。

し

つ

ぽ

馭
者
の
勘
三
は
馬
を
大
変
愛
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
八
人
乗
り
の
馬
車
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
街
道
で
勘
三
一
人
だ
。
ま
た
彼
は
い

ぎ
よ
し
や

つ
も
自
分
の
馬
車
を
街
道
の
馬
車
の
う
ち
で
一
番
綺
麗
に
し
て
お
く
程
の
シ
ン
ケ
イ
シ
ツ
だ
。
坂
道
へ
さ
し
か
か
る
と
彼
は
馬
の
た
め
に
馭

ｂ

者
台
か
ら
【

Ａ

】
下
り
て
や
る
。
こ
の
【

Ａ

】
下
り
て
【

Ａ

】
乗
る
身
振
り
が
い
か
に
も
ケ
イ
カ
イ
で
あ
る
こ
と
を
、
内
心

ｃ

得
意
に
思
っ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
馭
者
台
に
坐
っ
て
い
て
も
馬
車
の
揺
れ
工
合
で
、
子
供
が
馬
車
の
う
し
ろ
に
ぶ
ら
下
っ
た
こ
と
を
感
づ
け

す
わ

る
の
で
、
【

Ａ

】
身
軽
に
飛
び
下
り
て
子
供
の
頭
へ
こ
つ
ん
と
拳
骨
を
食
ら
わ
せ
る
。
だ
か
ら
街
道
の
子
供
た
ち
は
勘
三
の
馬
車
に
一

げ
ん
こ
つ

番
目
を
つ
け
て
い
る
が
、
ま
た
一
番
恐
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
今
日
は
、
ど
う
し
て
も
子
供
が
捕
ま
ら
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
、
猿
の
よ
う
に
馬
車
の
う
し
ろ
に
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
現
行
犯
を
取

さ
る

り
押
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
。
い
つ
も
な
ら
、
彼
は
【

Ａ

】
猫
の
よ
う
に
飛
び
下
り
て
馬
車
を
や
り
過
し
、
知
ら
ず
に
ぶ
ら
下
っ

ね
こ

て
い
る
子
供
の
頭
へ
こ
つ
ん
と
拳
骨
を
食
ら
わ
せ
て
、
得
意
気
に
言
う
の
だ
。

「
（

Ｂ

）
め
。」

彼
は
ま
た
馭
者
台
を
飛
び
下
り
て
み
た
。
こ
れ
で
三
度
目
だ
。
十
二
三
の
少
女
が
頬
を
真
赤
に
ジ
ョ
ウ
キ
さ
せ
て
す
た
す
た
歩
い
て
い
る
。

ほ
お

ｄ

肩
で
刻
む
よ
う
に
息
を
し
な
が
ら
眼
が
き
ら
き
ら
光
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
は
桃
色
の
洋
服
を
着
て
い
る
。
靴
下
が
足
首
の
あ
た
り
ま
で

め

①

ず
り
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
靴
を
履
い
て
い
な
い
。
勘
三
が
じ
っ
と
少
女
を
睨
み
つ
け
る
。
彼
女
は
横
の
海
に
目
を
そ
ら
し
て
、

に
ら

た
っ
た
っ
た
っ
と
馬
車
を
追
っ
て
来
る
。



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
四
）

受「
チ
ェ
ッ
！
」

勘
三
は
舌
打
ち
し
て
馭
者
台
に
帰
っ
た
。
つ
い
ぞ
見
慣
れ
な
い
高
貴
に
美
し
い
少
女
は
海
岸
の
別
荘
に
で
も
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ

て
勘
三
は
少
し
遠
慮
し
て
い
た
の
だ
が
、
三
度
も
飛
び
下
り
て
も
つ
か
ま
ら
な
い
か
ら
腹
が
立
っ
た
の
だ
。
も
う
一
里
も
こ
の
少
女
は
馬
車

に
ぶ
ら
下
っ
て
来
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
い
ま
し
い
ば
か
り
に
勘
三
は
大
変
愛
す
る
馬
を
鞭
打
っ
て
さ
え
走
っ
た
の
だ
っ
た
。

む

ち

う

馬
車
が
小
さ
い
村
に
入
っ
た
。
勘
三
は
高
ら
か
に
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
ま
す
ま
す
走
っ
た
。
う
し
ろ
を
振
り
返
る
と
、
少
女
が
胸
を
張
り
断

髪
を
肩
に
振
り
乱
し
な
が
ら
走
っ
て
い
る
。
片
一
方
の
靴
下
を
手
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
。

間
も
な
く
少
女
が
馬
車
に
吸
い
附
い
た
ら
し
い
。
勘
三
が
馭
者
台
の
う
し
ろ
の
硝
子
越
し
に
振
り
返
る
と
、
つ
と
少
女
の
身
を
縮
め
る
ケ

つ

が

ら

す

ｅ

ハ
イ
が
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
勘
三
が
四
度
目
に
飛
び
下
り
た
時
に
は
、
も
う
少
女
は
馬
車
か
ら
身
を
離
れ
て
歩
い
て
い
る
。

「
お
い
。
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
。」

少
女
は
う
つ
む
い
て
黙
っ
て
い
る
。

「
港
ま
で
ぶ
ら
下
っ
て
来
る
つ
も
り
か
。」

矢
張
り
少
女
は
黙
っ
て
い
る
。

「
港
か
。」

少
女
は
う
な
ず
い
た
。

「
お
い
、
足
を
見
な
、
足
を
。
血
が
出
て
る
じ
ゃ
な
い
か
。
剛
気
な
小
女
郎
だ
な
、
え
、
お
前
さ
ん
。」

こ

め

ろ

さ
す
が
勘
三
は
顔
を
し
か
め
た
。

「
乗
っ
け
て
行
っ
て
や
る
よ
。
中
へ
乗
っ
か
っ
て
く
ん
な
。
そ
こ
へ
ぶ
ら
下
る
と
馬
が
重
い
か
ら
よ
、
頼
む
か
ら
中
へ
乗
っ
て
く
ん
な
。
お

ら
あ
間
抜
け
に
は
な
り
た
く
ね
え
。」

そ
う
言
っ
て
馬
車
の
扉
を
開
い
て
や
っ
た
。

②

と
び
ら

し
ば
ら
く
し
て
勘
三
が
馭
者
台
か
ら
振
り
向
い
て
見
る
と
、
少
女
は
馬
車
の
扉
に
挟
ま
れ
た
洋
服
の
裾
を
取
ろ
う
と
も
せ
ず
、
さ
っ
き
の

は
さ

す
そ

③

勝
気
な
顔
色
は
消
え
て
し
ま
っ
て
、
静
か
に
恥
か
し
が
っ
て
う
な
だ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
か
ら
一
里
の
港
へ
行
っ
て
の
帰
り
道
に
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
ま
た
同
じ
少
女
が
馬
車
を
追
っ
か
け
て
来
る
の
だ
っ
た
。

も
う
勘
三
は
素
直
に
馬
車
の
扉
を
開
い
て
や
っ
た
。

④

「
お
じ
さ
ん
、
中
へ
乗
る
の
は
厭
な
ん
だ
も
の
。
中
へ
乗
り
た
く
は
な
い
ん
だ
も
の
。」

い
や

「
足
の
血
を
見
な
、
血
を
。
靴
下
が
赤
く
な
っ
て
る
じ
ゃ
ね
え
か
。
凄
い
、
小
女
郎
だ
な
あ
。」

す
ご

二
里
の
上
り
を
ゆ
る
ゆ
る
馬
車
は
も
と
の
村
へ
近
づ
い
た
。

「
お
じ
さ
ん
、
こ
こ
で
下
ろ
し
て
頂

戴
。」

ち
よ
う
だ
い

勘
三
が
ふ
と
道
端
を
見
る
と
、
小
さ
い
靴
が
一
足
枯
草
の
上
に
白
く
咲
い
て
い
た
。

「
冬
で
も
白
い
靴
を
履
く
の
か
。」

「
だ
っ
て
あ
た
し
、
夏
に
こ
こ
へ
来
た
ん
だ
も
の
。」

少
女
は
靴
を
履
く
と
、
後
を
も
見
ず
白
鷺
の
よ
う
に
小
山
の
上
の
感
化
院
へ
飛
ん
で
帰
っ
た
。

し
ら
さ
ぎ

＊

（
川
端
康
成
「
夏
の
靴
」
）

注
＊
感
化
院
…
…
児
童
自
立
支
援
施
設
。
非
行
少
年
、
保
護
者
の
な
い
少
年
、
親
権
者
か
ら
入
院
出
願
の
あ
っ
た
少
年
な
ど
を
保
護
し
教
育

す
る
た
め
の
福
祉
施
設
。



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
五
）

受問
一

波
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

ａ

ホ
ウ
ネ
ン

ｂ

シ
ン
ケ
イ
シ
ツ

ｃ

ケ
イ
カ
イ

ｄ

ジ
ョ
ウ
キ

ｅ

ケ
ハ
イ

問
二

本
文
中
の
空
欄
【

Ａ

】（
五
箇
所
あ
る
）
に
は
同
じ
語
句
が
入
り
ま
す
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

す
る
り
と

イ

ふ
わ
り
と

ウ

ひ
ら
り
と

エ

の
そ
っ
と

オ

く
る
り
と

問
三

本
文
中
の
空
欄
（

Ｂ

）
に
入
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
三
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
①
「
し
か
し
彼
女
は
桃
色
の
洋
服
を
着
て
い
る
」
と
逆
接
の
接
続
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
の
勘
三
の
思
い
を
本

文
中
か
ら
三
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
②
・
④
の
「
馬
車
の
扉
を
開
い
て
や
っ
た
」
と
き
の
勘
三
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

②

ア

腹
立
ち

イ

思
い
や
り

ウ

根
負
け

エ

誠
実
さ

オ

依
頼
心

④

ア

あ
き
ら
め

イ

実
直
さ

ウ

あ
こ
が
れ

エ

素
直
さ

オ

異
常
さ

問
六

傍
線
部
③
「
さ
っ
き
の
勝
気
な
顔
色
は
消
え
て
し
ま
っ
て
、
静
か
に
恥
か
し
が
っ
て
う
な
だ
れ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
少

女
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
簡
潔
に
書
き
な
さ
い
。

問
七

語
り
手
の
、
少
女
を
見
つ
め
る
温
か
い
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
箇
所
を
、
本
文
中
か
ら
二
十
字
（
句
読
点
を
含
む
）
で
抜
き
出
し

な
さ
い
。

問
八

本
文
の
作
者
で
あ
る
川
端
康
成
の
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

羅
生
門

イ

細
雪

ウ

歯
車

エ

雪
国

オ

舞
姫



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
六
）

受三

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

近
ご
ろ
、
帰
朝
の
僧
の
説
と
て
、
あ
る
人
語
り
し
は
、

唐

に
賤
し
き
夫
婦
あ
り
。
餅
を
売
り
て
世
を
渡
り
け
り
。
夫
の
道
の
辺
に
し

せ
つ

も
ろ
こ
し

い
や

ほ
と
り

宋
か
ら
帰
朝
し
た
僧
の
話
と
し
て

夫
が
道
端
で

て
餅
を
売
り
け
る
に
、
人
の
袋
を
落
と
し
た
り
け
る
を
見
け
れ
ば
、

銀

の
軟
挺
六
つ
あ
り
け
り
。
家
に
持
ち
て
帰
り
ぬ
。

＊
し
ろ
が
ね

な
ん
て
い

む

妻
、
心
す
な
ほ
に
欲
な
き
者
に
て
、「
我
ら
は
商
う
て
過
ぐ
れ
ば
、
事
も
欠
け
ず
。
こ
の
主
、
い
か
ば
か
り
歎
き
求
む
ら
ん
。
い
と
ほ
し

あ
き
な

す

ぬ
し

な
げ

生
活
に
も
不
自
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。

き
事
な
り
。
主
を
尋
ね
て
返
し
給
へ
。
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、「
ま
こ
と
に
。
」
と
て
、
普
く
触
れ
け
る
に
、
主
と
言
ふ
者
出
来
て
、
是
を
得
て
、

た
づ

あ
ま
ね

い

で

き

①
こ
れ

本
当
に
そ
う
だ
。

言
い
広
め
た
と
こ
ろ

あ
ま
り
に
嬉
し
く
て
、「
三
つ
を
ば

奉

ら
ん
。
」
と
言
ひ
て
、
既
に
分
つ
べ
か
り
け
る
時
、
思
ひ
返
し
て
、
煩
ひ
を
出
さ
ん
が
為
に
、「
七

う
れ
し

み

た
て
ま
つ

す
で

わ
か

②

わ
づ
ら

い
だ

た
め

さ
あ
分
け
よ
う
と
な
っ
た
時

面
倒
を
引
き
起
こ
そ
う
と
し
て

つ
こ
そ
あ
り
し
に
、
六
つ
あ
る
こ
そ
不
思
議
な
れ
。
一
つ
は
隠
さ
れ
た
る
に
や
。
」
と
言
ふ
。「
さ
る
事
な
し
。
本
よ
り
六
つ
こ
そ
あ
り
し
か
。
」

も
と

と
論
ず
る
程
に
、
果
て
は
、
国
の
守
の
許
に
し
て
、
是
を
断
ら
し
む
。

か
み

も
と

③

こ
と
わ

国
の
守
、
眼

賢
く
し
て
、
「
こ
の
主
は
不
実
の
者
な
り
。
こ
の
男
は
正
直
の
者
。
」
と
見
な
が
ら
、
不
審
な
り
け
れ
ば
、
か
の
妻
を
召

ま
な
こ
さ
か
し

を
と
こ

ふ

し
ん

物
事
を
見
分
け
る
力
が
優
れ

し
て
別
の
所
に
て
、
事
の
子
細
を
尋
ぬ
る
に
、
夫
が
状
に
少
し
も
た
が
は
ず
。
「
こ
の
妻
は
極
め
た
る
正
直
の
者
。
」
と
見
て
、
か
の
主
、

じ
や
う

き
は

言
い
分

不
実
の
事
確
か
な
り
け
れ
ば
、
国
の
守
の
判
に
言
は
く
、「
こ
の
事
、
確
か
の
証
拠
な
け
れ
ば
判
じ
が
た
し
。
但
し
、
共
に
正
直
の
者
と
見

は
ん

た
だ

判
決

え
た
り
。
夫
妻
ま
た
詞
変
ら
ず
、
主
の
詞
も
正
直
に
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
七
つ
あ
ら
ん
軟
挺
を
尋
ね
て
取
る
べ
し
。
是
は
六
つ
あ
れ
ば
、
別
の

こ
と
ば

④

人
の
に
こ
そ
。」
と
て
六
つ
な
が
ら
夫
妻
に
給
は
り
け
り
。

宋
朝
の
人
、
い
み
じ
き
成
敗
と
ぞ
、
普
く
讃
め
の
の
し
り
け
る
。
心
直
け
れ
ば
、

自

ら
天
の
与
へ
て
、
宝
を
得
た
り
。
心
曲
れ
ば
、
冥

せ
い
ば
い

ほ

な
ほ

お
の
づ
か

ま
が

み
や
う

素
晴
ら
し
い
裁
決

目
に

の
と
が
め
に
て
、
宝
を
失
ふ
。
こ
の

理

は
少
し
も
違
ふ
べ
か
ら
ず
。
返
す
返
す
も
心
浄
く
す
な
ほ
な
る
べ
き
も
の
な
り
。

こ
と
わ
り

た
が

き
よ

見
え
な
い
神
仏
の
と
が
め
に
よ
っ
て

（
『
沙
石
集
』
）

注
＊
銀
の
軟
挺
…
…
良
質
の
銀
を
う
ち
延
ば
し
た
も
の
。



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
七
）

受問
一

傍
線
部
①
「
是
」
と
あ
る
が
、
何
を
指
す
の
か
、
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

問
二

傍
線
部
②
「
思
ひ
返
し
て
」
と
あ
る
が
、
主
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

帰
朝
の
僧

イ

銀
の
落
と
し
主

ウ

銀
の
拾
い
主
（
夫
）

エ

銀
の
拾
い
主
の
妻

オ

国
の
守

問
三

傍
線
部
③
「
是
を
断
ら
し
む
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か
、
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
記
号
で
選
び
な
さ

い
。

ア

拾
い
主
に
銀
を
三
つ
差
し
上
げ
る
と
言
っ
た
の
に
、
そ
の
約
束
を
破
っ
た
落
と
し
主
を
断
罪
せ
よ
と
い
う
こ
と
。

イ

銀
は
七
つ
あ
っ
た
の
に
、
一
つ
ご
ま
か
し
て
自
分
の
も
の
に
し
た
拾
い
主
の
罪
を
断
罪
せ
よ
と
い
う
こ
と
。

ウ

七
つ
の
銀
の
う
ち
、
三
つ
渡
し
た
は
ず
な
の
に
、
六
つ
あ
る
の
は
不
思
議
で
判
断
し
か
ね
る
と
い
う
こ
と
。

エ

銀
を
一
つ
隠
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
落
と
し
主
か
拾
い
主
か
、
判
断
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
。

オ

落
と
し
主
と
拾
い
主
と
、
そ
の
ど
ち
ら
の
主
張
が
正
し
い
か
、
判
断
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
。

問
四

「
国
の
守
」
の
判
決
で
は
、
傍
線
部
④
「
是
は
六
つ
あ
れ
ば
、
別
の
人
の
に
こ
そ
」
と
述
べ
て
、
拾
わ
れ
た
銀
は
、
落
と
し
主
の
銀

で
は
な
く
、「
別
の
人
」
の
銀
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
次
に
示
す
文
の
空
欄
に
適
当
な
十
五
字
以
内
の
語
句
を
補
い
、

判
決
理
由
の

説
明
と
な
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。

＊
銀
七
つ
落
と
し
た
と
い
う
主
張
と
、
銀
六
つ
拾
っ
た
と
い
う
主
張
は
（

）
の
で
、
銀
六
つ
は
落
と
し
主
と
は
別
人
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

問
五

こ
の
話
は
、
説
話
集
『
沙
石
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
の
一
つ
で
あ
る
。
次
の
文
の
空
欄
に
古
文
中
の
漢
字
二
字
の
熟
語
を
抜
き

出
し
、
話
の
内
容
に
合
う
題
に
し
な
さ
い
。

「
（

）
に
し
て
宝
を
得
た
る
事
」



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
八
）

受一問
一

ａ

（
け
る
）
ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
九
）

受二問
一

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

問
二

問
三

問
四

最
初

～

最
後

問
五

②

④

問
六

問
七

問
八



号

令
和
四
年
度
徳
島
文
理
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

番験

第
一
限

国

語

（
そ
の
十
）

受三問
一

問
二

問
三

問
四

問
五


