
問
二

傍
線
部
㋐
﹁
狼
狽
﹂
︑
㋑
﹁
『
孤
独
に
蚕
食
﹄
さ
れ
て
﹂
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
︑
次
の
各
群
の
イ
～
ニ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
︑
記
号
で
答
え
よ
︒

㋐
イ

悲
し
く
な
る
こ
と

ロ

あ
わ
て
る
こ
と

ハ

感
動
す
る
こ
と

ニ

い
や
に
な
る
こ
と

㋑

イ

な
ん
と
か
孤
独
を
克
服
し
よ
う
と
し
て

ロ

孤
独
感
の
あ
ま
り
気
力
を
な
く
し
て

ハ

し
だ
い
に
孤
独
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て

ニ

孤
独
に
ど
う
に
も
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
て

㋐

㋑

問
三

空
欄

Ａ

～

Ｄ

に
は
︑
イ
﹁
宝
石
﹂
︑
ロ
﹁
石
こ
ろ
﹂
の
い
ず
れ
か
が
入
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
適
当
な

言
葉
を
選
び
︑
記
号
で
答
え
よ
︒

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

問
四

傍
線
部
$
﹁
そ
れ
か
ら
三
年
後
に
︑
平
手
打
ち
を
喰
ら
う
よ
う
な
強
烈
さ
で
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
﹂
と
あ
る
が
︑
そ
れ
は
結
局
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
︑
次
の
イ
～

ニ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
︑
記
号
で
答
え
よ
︒

イ

友
人
の
話
を
聞
き
流
し
て
い
た
私
も
︑
そ
の
後
︑
山
本
周
五
郎
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
の
書

物
に
涙
を
流
し
そ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
︒
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第

二

講

練
習
問
題

次
の
文
章
は
︑
平
安
時
代
の
女
流
歌
人
・
和
泉

い
ず
み

式し
き

部ぶ

の
娘
︑
小こ

式し
き

部ぶ

に
ま
つ
わ
る
逸
話
で
あ
る
︒
こ
れ
を
読
ん
で
︑

後
の
問
に
答
え
よ
︒
な
お
︑
︹
重
要
語
句
︺
に
つ
い
て
は
︑
後
ろ
の
重
要
語
句
メ
モ
を
参
照
す
る
こ
と
︒

小
式
部
の
歌
で
優
れ
て
い
る
も
の
は

小
式
部
が
歌
の
よ
き
は
︑
母
の
和
泉
式
部
に
よ
ま
せ
て
︑

(
注
"
)

ぬ
し
に
な
る
︑
と
御
所
中
に

D
が
広
ま
る

披
露

ａ

あ
り
︒
内
々
口

惜
し
と

ｂ

思
ふ
と
こ
ろ
に
︑
あ
る
と
き
︑
ま
た
内
裏
に

(
注
$
)

歌う
た

合
あ
は
せ

あ
り
け
る
に
︑
小
式
部
も

歌
合
に
参
加
す
る
歌
人
の
一
人
に
指
名
さ
れ
た

人に
ん

数じ
ゆ

に
さ
さ
れ
て
け
り
︒

す
で
に
そ
の
日
近
く

%

な
り
け
る
こ
ろ
︑
中
納
言
定さ

だ

頼よ
り

n
︑
か
の
局

つ
ぼ
ね

に
来
た
り
て
︑
﹁

歌
合
の
会
が
行
わ
れ
る
日

御
会
の
日
も
近
く
な
り
侍

り
ぬ
︒
歌
は
い
か
が

し
な
さ
る
の
か

せ
さ
せ
給
ふ
︒

(
注
&
)

丹た
ん

後ご

よ
り
使
ひ
は

ｃ

来
ず
や
︒
さ
ぞ

"

心
も
と
な
く
思お

ぼ

す
ら
む
﹂
な
ど
︑

か
ら
か
っ
て
立
ち
な
さ
っ
た

た
は
ぶ
れ
て
立
た
れ
け
る
と
き
︑
小
式
部

ｄ

ひ
き
と
ど
め
て

ｅ

よ
め
り
︒

(
注
'
)

大お
ほ

江え

山や
ま

い
く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も

ｆ

見
ず

(
注
(
)

天
の
橋
立

と
$

当
座
に
こ
と
わ
り
け
れ
ば
︑
中
納
言
伏
目
に
な
り
て
︑
い
ふ
べ
き
こ
と
ば
も
な
く
て
立
た
れ
け
り
︒

こ
の
こ
と
が

こ
れ
よ

あ
っ
て
か
ら

り
し
て
こ
そ
︑
小
式
部
︑

母
の
力
を
借
り
な
く
て
も
自
分
自
身
で

母
が
力
を
借
ら
ざ
れ
ど
も
自
身
と
よ
め
る
な
り
け
り
︑
と

&

世
の
疑
ひ
を
晴
ら
し
け
れ
︒

(
『
和
歌
威
徳
物
語
』
)
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︹
出
典
︺

『
和
歌
威
徳
物
語
﹄

︹
重
要
語
句
︺

○
口
惜
し

○
侍
り

○
い
か
が

○
給
ふ

○
心
も
と
な
し

○
思
す

○
ふ
み
︵
文
︶

○
当
座

○
こ
と
わ
る

︹
古
典
常
識
︺

○
御
所

○
内
裏

○
歌
合

○
中
納
言



(
注
)

"

ぬ
し
に
な
る

作
者
に
な
る
︒
母
の
詠
ん
だ
歌
を
自
作
の
歌
と
し
て
発
表
し
た
︑
と
い
う
こ
と
︒

$

歌
合

歌
人
を
左
右
二
組
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
詠
ん
だ
和
歌
を
一
首
ず
つ
組
み
合
わ
せ
て
判
者
が
優
劣
を

判
定
し
︑
そ
の
優
劣
の
数
に
よ
っ
て
勝
敗
を
決
め
る
文
学
遊
戯
︒

&

丹
後

丹
後
国
︒
現
在
の
京
都
府
北
部
︒
母
和
泉
式
部
は
︑
こ
の
時
︑
丹
後
国
に
い
た
︒

'

大
江
山
⁝
⁝

﹁
い
く
﹂
に
は
︑
﹁
生い

く

野
﹂
︵
地
名
︶
と
﹁
行
く
﹂
の
意
が
︑
﹁
ふ
み
﹂
に
は
︑
手
紙
の
意

の
﹁
文ふ

み

﹂
と
足
を
踏
み
入
れ
る
の
意
の
﹁
踏
み
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
︒
丹
後
国
に
は
︑
大
江
山
を
越
え
て
生
野

を
通
っ
て
行
く
︒

(

天
の
橋
立

丹
後
国
に
あ
る
景
勝
地
︒

問
一

傍
線
部
ａ
～
ｆ
の
動
詞
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
︑
%
に
な
ら
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
︒

%

ラ

行

四

段

活
用

連

用

形

ａ

行

活
用

形

ｂ

行

活
用

形

ｃ

行

活
用

形

ｄ

行

活
用

形

ｅ

行

活
用

形

ｆ

行

活
用

形
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○
局

○
丹
後


