
一
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　

私
見
に
よ
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
「
今
さ
え
よ
け
れ
ば
、
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
」
と
い
う
考
え
方
を
す
る
人
た
ち
が
主
人
公
に
な
っ

た
歴
史
的
過
程
の
こ
と
で
あ
る
。

　

個
人
的
な
定
義
だ
か
ら
「
そ
れ
は
違
う
」
と
口
を
尖
ら
す
人
が
い
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
別
に
み
な
さ
ん
に
こ
の
意
味
で
使
っ
て
く
れ
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

「
今
さ
え
よ
け
れ
ば
い
い
」
と
い
う
の
は
時
間
意
識
の
縮
Ａ

減
の
こ
と
で
あ
る
。
平
１

た
く
言
え
ば
「
サ
ル
化
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
朝
三
暮
四
」
の
あ
の
サ
ル

で
あ
る
。

　

中
国
、
春
秋
時
代
の
宋
に
サ
ル
を
飼
う
人
が
い
た
。
朝
夕
四
粒
ず
つ
の
ト
チ
の
実
を
サ
ル
た
ち
に
給
餌
し
て
い
た
が
、
手
元
不
如
意
に
な
っ
て
、
コ
ス
ト

カ
ッ
ト
を
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
サ
ル
た
ち
に
「
朝
は
三
粒
、
夕
に
四
粒
で
は
ど
う
か
」
と
提
案
し
た
。
す
る
と
サ
ル
た
ち
は
激
怒
し
た
。
「
で
は
、
朝
は
四

粒
、
夕
に
三
粒
で
は
ど
う
か
」
と
提
案
す
る
と
サ
ル
た
ち
は
大
喜
び
し
た
。

　

こ
の
サ
ル
た
ち
は
、
未
来
の
自
分
が
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
ソａ

ン
シ
ツ
や
リ
ス
ク
は
「
他
人
ご
と
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
わ
が
「
当
２

期
利
益

至
上
主
義
」
者
に
コｂ

ク
ジ
し
て
い
る
。
「
こ
ん
な
こ
と
を
続
け
て
い
る
と
、
い
つ
か
大
変
な
こ
と
に
な
る
」
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
「
大
変
な
こ
と
」
が

起
き
た
後
の
未
来
の
自
分
に
自
己
同
一
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
だ
け
が
「
こ
ん
な
こ
と
」
を
だ
ら
だ
ら
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
デ
ー
タ
を
ご
ま
か
し
た
り
、
仕
様
を
変
え
た
り
、
決
算
を
フｃ

ン
シ
ョ
ク
し
た
り
、
統
計
を
ご
ま
か
し
た
り
、
年
金
を
溶
か
し
た
り
し
て
い
る
人
た
ち
は

「
朝
三
暮
四
」
の
サ
ル
と
よ
く
似
て
い
る
。

「
朝
三
暮
四
」
は
自
己
同
一
性
を
未
来
に
延
長
す
る
こ
と
に
困
難
を
感
じ
る
時
間
意
識
の
未
成
熟
（
「
今
さ
え
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
」
）
の
こ
と
で
あ

る
が
、
「
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
、
他
人
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
の
は
自
己
同
一
性
の
空
間
的
な
縮
減
の
こ
と
で
あ
る
。

　

集
団
の
成
員
の
う
ち
で
、
自
分
と
宗
教
が
違
う
、
生
活
習
慣
が
違
う
、
政
治
的
意
見
が
違
う
人
々
を
「
外
国
人
」
と
称
し
て
ハｄ

イ
ジ
ョ
す
る
こ
と
に
特
段

の
心
理
的
抵
抗
を
感
じ
な
い
人
が
い
る
。
「
同
国
人
」
で
あ
っ
て
も
、
幼
児
や
老
人
や
病
人
や
障
害
者
を
「
生
３

産
性
が
な
い
連
中
」
と
言
っ
て
切
り
捨
て
る

こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
。
彼
ら
は
、
自
分
が
か
つ
て
幼
児
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
、
い
ず
れ
老
人
に
な
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
高
い
確
率
で
病
を
得
、
障

害
を
負
う
可
能
性
を
想
定
し
て
い
な
い
し
、
自
分
が
何
か
の
は
ず
み
で
故
郷
を
喪
い
、
異
邦
を
さ
す
ら
う
身
に
な
る
こ
と
な
ど
想
像
し
た
こ
と
も
な
い
。
見

知
ら
ぬ
土
地
を
、
飢
え
、
渇
い
て
、
さ
す
ら
い
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
人
の
家
の
扉
を
叩
い
た
と
き
に
、
顔
を
し
か
め
て
「
外
国
人
に
や
る
飯
は
な
い
よ
」
と

言
わ
れ
た
と
き
に
ど
ん
な
気
分
に
な
る
も
の
か
を
想
像
し
た
こ
と
が
な
い
。

　

自
分
と
立
場
や
生
活
の
し
か
た
や
シｅ

ン
キ
ョ
ウ
が
違
っ
て
い
て
も
、
同
じ
集
団
を
形
成
し
て
い
る
以
上
、
「
な
か
ま
」
と
し
て
遇
し
て
く
れ
て
、
飢
え
て

い
れ
ば
ご
飯
を
与
え
て
く
れ
、
渇
い
て
い
れ
ば
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ
、
寝
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
宿
を
提
供
す
る
こ
と
を
「
当
Ｂ

然
」
だ
と
思
っ
て
い
る
人
た

ち
「
ば
か
り
」
で
形
成
さ
れ
て
い
る
社
会
で
暮
ら
し
て
い
る
方
が
、
そ
う
で
な
い
社
会
に
暮
ら
す
よ
り
も
、
「
私
」
が
生
き
延
び
ら
れ
る
確
率
は
高
い
。
噛

み
砕
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
る
。

「
倫
理
」
と
い
う
の
は
別
段
そ
れ
ほ
ど
や
や
こ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
「
倫
」
の
ゲｆ

ン
ギ
は
「
な
か
ま
、
と
も
が
ら
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
倫
理
」
と
は

「
他
者
と
と
も
に
生
き
る
た
め
の
理
法
」
の
こ
と
で
あ
る
。
他
者
と
と
も
に
あ
る
と
き
に
、
ど
う
い
う
ル
ー
ル
に
従
え
ば
い
い
の
か
。
別
に
難
し
い
話
で
は

な
い
。
「
こ
の
世
の
人
間
た
ち
が
み
ん
な
自
分
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
と
自
己
利
益
が
増
大
す
る
か
ど
う
か
」
を
自
ら
に
問
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

（
中
略
）

　

も
う
一
度
言
う
が
、
倫
理
と
い
う
の
は
別
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
今
こ
こ
に
は
い
な
い
未
来
の
自
分
を
、
あ
る
い
は
過
去
の
自
分
を
、
あ
る
い
は

「
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
自
分
」
を
、
「
そ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い
自
分
」
を
「
自
分
の
変
容
態
」
と
し
て
、
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
す
べ
て
の
「
自
分
た
ち
」
に
向
か
っ
て
、
「
あ
な
た
が
た
は
存
在
す
る
。
存
在
す
る
権
利
が
あ
る
。
存
在
し
続
け
る
こ
と
を
私
は
願
う
」
と
い
う
祝
福

を
贈
る
こ
と
で
あ
る
。�

（
内
田
樹
『
サ
ル
化
す
る
世
界
』
に
よ
る
）

問
一
、
波
線
部
ａ
～
ｆ
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
漢
字
に
改
め
よ
。

問
二
、
傍
線
部
１
「
平
た
く
言
え
ば
」
と
違
う
使
い
方
を
し
て
い
る
言
葉
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

　
　
　

ア　

分
か
り
や
す
く
言
え
ば　
　

イ　

た
と
え
て
言
え
ば　
　

ウ　

率
直
に
言
え
ば　
　

エ　

本
音
で
言
え
ば

問
三
、
傍
線
部
３
「
生
産
性
が
な
い
連
中
」
に
つ
い
て
、
傍
線
部
２
「
当
期
利
益
至
上
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
五
十
字
程
度
で
説
明
せ
よ
。

問
四
、
傍
線
部
Ａ
「
縮
減
」
と
い
う
言
葉
の
反
意
語
を
本
文
中
か
ら
選
び
、
記
せ
。

問
五�

、
傍
線
部
Ｂ
「
当
然
」
と
い
う
言
葉
と
違
う
意
味
の
言
葉
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

　
　
　

ア　

勿
論　
　

イ　

無
論　
　

ウ　

自
然　
　

エ　

元
よ
り

問
六
、
筆
者
が
考
え
る
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
の
反
意
語
を
本
文
中
か
ら
選
び
、
記
せ
。

1
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〇
二
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術
科
学
大
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二
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　

私
た
ち
研
究
者
も
、
と
き
に
プ
１

レ
ス
リ
リ
ー
ス
と
い
う
も
の
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
新
し
い
成
果
が
出
て
、
一
般
の
人
々
に
も
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思

わ
れ
る
よ
う
な
、
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
発
見
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。

　

私
た
ち
の
研
究
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
国
民
の
税
金
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
、
も
う
少
し
正
確
に
言
う
と
、
科
学
研
究
費
補
助
金
と
言
わ
れ
る
競
争
的

資
金
が
そ
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
補
助
金
そ
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
税
金
に
よ
る
国
家
予
算
の
一
部
で
あ
り
、
大
学
に
お
け
る
研
究
の
大
部
分

が
、
こ
の
よ
う
な
税
金
の
お
か
げ
を
こ
う
む
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
何
か
公
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
発
見
が
あ
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
直
接
の
利
益
で
は
な
く
と
も
、
一
般
の
キａ

ョ
ウ
ミ
を
ひ
く
よ
う
な
大
き
な
発

見
が
あ
っ
た
場
合
は
、
積
極
的
に
そ
れ
を
公
表
し
、
科
学
者
集
団
以
外
の
人
々
に
も
、
そ
の
成
果
の
共
有
化
を
は
か
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
の
は
間

違
い
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
で
私
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
関
し
て
、
二
つ
の
点
で
じ
ゃ
っ
か
ん
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
研
究
者
が
過
剰
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
し
た
が
る
こ
と
。
わ
が
身
を
反
省
し
つ
つ
言
う
の
だ
が
、
ど
う
も
な
ん
で
も
か
ん
で
も
プ
レ
ス
リ
リ
ー

ス
に
か
け
た
が
る
傾
向
が
ち
ょ
っ
と
過
剰
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
多
い
。
お
ま
け
に
最
近
は
、
科
学
研
究
費
の
申
請
書
や
、
研
究
報
告
書
に
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー

ス
な
ど
を
レｂ

ッ
キ
ョ
す
る
項
目
ま
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
業
績
の
ひ
と
つ
と
見
做
さ
れ
る
傾
向
を
な
し
と
し
な
い
。
ま
た
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
に
よ
っ
て

大
学
の
研
究
力
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
、
で
き
る
だ
け
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
正
直
言
っ
て
、
こ
ん
な

こ
と
ま
で
新
聞
に
載
せ
る
か
？　

と
疑
問
に
思
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
リ
リ
ー
ス
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

で
き
る
も
の
を
し
て
何
が
悪
い
と
言
わ
れ
れ
ば
返
す
言
葉
が
な
い
が
、
そ
し
て
そ
れ
が
研
究
費
獲
得
や
大
学
の
宣
伝
に
プ
ラ
ス
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お

さ
ら
駄
目
と
は
言
い
に
く
い
が
、
研
究
者
の
志
向
が
み
な
そ
の
方
向
に
向
か
う
の
を
、
ど
こ
か
さ
２

も
し
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
見
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
。

　

積
極
的
に
自
分
の
発
見
や
成
果
を
み
ん
な
に
カｃ

イ
ジ
し
て
見
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
多
く
の
シｄ

サ
や
批
判
を
得
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
が
、
ど
こ
か
で
研
究
者
に
は
あ
る
種
の
慎
ま
し
さ
、
寡
黙
さ
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
、
私
の
美
意
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

い
ま
一
つ
の
違
和
感
は
、
研
究
費
を
出
す
側
が
、
税
金
か
ら
成
っ
て
い
る
研
究
費
だ
か
ら
、
そ
れ
を
受
給
し
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
研
究
者
は
、
そ
れ
に

見
合
っ
た
社
会
的
貢
献
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
無
言
の
圧
力
で
あ
る
。

　

申
請
書
や
報
告
書
に
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
の
実
績
を
書
き
込
む
欄
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
同
じ
よ
う
に
、
自
身
の
や
っ
て
い
る
研
究
の
「
社

会
へ
の
ハｅ

キ
ュ
ウ
効
果
」
を
述
べ
る
欄
も
あ
る
。
自
ら
の
研
究
が
、
ど
の
よ
う
に
社
会
の
役
に
立
つ
か
を
記
述
す
る
の
で
あ
る
。
私
な
ど
は
、
研
究
費
の

審
査
を
す
る
と
き
、
そ
ん
な
欄
を
ほ
と
ん
ど
見
な
い
で
審
査
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
欄
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
研
究
費
の
受
給
の
要
件
と
し

て
、
社
会
の
役
に
立
つ
か
、
立
た
な
い
か
が
重
視
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
姿
勢
の
顕
わ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
場
で
必
ず
質
問
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
研
究
が
ど
ん
な
役
に
立
つ
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
公
の
研
究
費
を
使
っ

て
な
さ
れ
る
研
究
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
役
に
立
つ
か
を
尋
ね
ら
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
。

　

し
か
し
、
何
か
を
や
る
と
き
、
あ
る
い
は
や
っ
た
と
き
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
か
を
考
え
る
と
い
う
思
考
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
で
い

い
の
か
と
い
う
反
芻
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
何
か
を
や
る
と
き
は
そ
の
効
果
、
効
用
、
あ
る
い
は
見
返
り
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
考

え
方
そ
の
も
の
へ
の
疑
問
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

勉
強
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
よ
り
ケｆ

ン
チ
ョ
で
あ
ろ
う
。
勉
強
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

そ
れ
は
、
い
い
成
績
を
と
る
た
め
、
と
い
う
の
が
も
っ
と
も
端
的
な
答
え
で
あ
ろ
う
。
期
末
試
験
や
模
擬
試
験
で
い
い
点
数
を
と
る
た
め
、
偏
差
値
の
高
い

大
学
を
め
ざ
す
た
め
、
入
試
に
合
格
す
る
た
め
。
た
め
、
た
め
、
た
め
と
、
目
的
の
目
白
押
し
で
あ
る
。
そ
う
い
え
ば
、
「
し
っ
か
り
し
た
目
標
を
立
て
て

勉
強
を
し
な
さ
い
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
、
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
く
ら
い
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

勉
強
を
す
る
た
め
の
動
機
づ
け
と
し
て
、
い
つ
も
こ
の
「
～
の
た
め
に
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
つ
い
て
く
る
。
あ
る
い
は
逆
に
、
勉
強
を
し
な
け
れ
ば
、

「
～
の
た
め
に
」
の
部
分
が
実
現
で
き
ま
せ
ん
よ
と
い
う
脅
し
と
し
て
も
使
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
勉
強
し
な
い
と
い
い
大
学
に
入
れ
ま
せ
ん
よ
」
。

　

高
校
生
ま
で
の
生
徒
へ
の
動
機
づ
け
と
し
て
は
、
そ
れ
は
わ
か
り
や
す
く
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
勉
強
と
い
う
も
の
は
、
大
学
に
入
っ
て
し
ま

え
ば
終
わ
り
と
い
う
も
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
高
３

校
を
卒
業
し
て
か
ら
が
、
本
当
の
勉
強
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
勉
強
が
あ
ま
り
に
も
目
的
と
対
と
な
っ
て
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
き
た
た
め
に
、
大
学
に
入
っ
た
と
た
ん
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
意

義
を
失
っ
て
し
ま
う
学
生
が
多
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
大
学
に
入
る
た
め
と
い
う
目
的
は
、
大
学
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
す
で
に
達

成
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
そ
の
も
の
が
、
そ
の
時
点
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
あ
、
ど
う
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

か
つ
て
大
学
で
は
、
五
月
病
と
い
わ
れ
る
病
気
が
あ
っ
た
。
希
望
に
燃
え
て
大
学
に
入
っ
た
の
は
い
い
が
、
１
か
月
も
経
つ
と
、
そ
の
興
奮
も
い
っ
た
ん

冷
め
、
さ
て
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
ど
う
に
も
目
標
が
つ
か
め
な
く
な
っ
て
、
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
鬱
状
態
に
な
っ
て
、
保
健

相
談
室
な
ど
が
繁
昌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
も
、
大
学
に
入
る
と
い
う
目
的
、
目
標
が
達
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
起
こ
る
病
気
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
当
面
の
目
的
が
、
「
学
ぶ
」
と
い
う

こ
と
の
究
極
の
目
的
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

（
永
田
和
宏
『
知
の
体
力
』
に
よ
る
）

問
一
、
波
線
部
ａ
～
ｆ
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
漢
字
に
改
め
よ
。

問
二
、
傍
線
部
１
「
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
」
と
は
何
か
、
本
文
中
の
別
の
言
葉
を
用
い
て
十
字
以
内
で
記
せ
。

問
三
、
傍
線
部
１
「
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
」
に
つ
い
て
、
筆
者
が
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
理
由
は
何
か
、
簡
潔
に
記
せ
。

問
四
、
傍
線
部
２
「
さ
も
し
い
と
い
う
思
い
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
か
、
記
せ
。

問
五
、
傍
線
部
３
「
高
校
を
卒
業
し
て
か
ら
が
・
・
・
」
と
言
え
る
理
由
は
何
か
、
記
せ
。
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