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

　

読
書
を
必
要
な
い
と
す
る
意
見
の
根
拠
と
し
て
、
読
書
を
す
る
よ
り
も
体
験
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
う
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
根
拠
の
な
い
論
だ
。
体
１

験
す
る
こ
と
は
、
読
書
す
る
こ
と
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い
。
本
を
読
む
習
慣
を
持
っ
て
い
る
人
間
が
多
く
の
体
験
を
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
難
し
く
は

な
い
。
む
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
体
験
を
す
る
動
機
づ
け
を
読
書
か
ら
得
る
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
藤
原
新
也
の
ア
ジ
ア
放
浪
の
本
（『
印
度
放
浪
』
朝
日
新
聞
社
、
な
ど
）
を
読
ん
で
、
ア
ジ
ア
を
旅
し
た
く
な
る
若
者
が
い
る
。
本
に
誘
わ

れ
て
旅
を
す
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
あ
る
い
は
考
古
学
の
本
を
読
み
、
実
際
に
遺
跡
掘
り
の
手
伝
い
に
行
く
者
も
あ
る
。
読
書
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
体
験
す
る
世
界
は
広
が
っ
て
く
る
。

　

そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
読
書
を
通
じ
て
、
自
分
の
体
験
の
意
味
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
本
を
読
ん
で
い
て
「
自
分
と
同
じ
考
え
の
人
が

こ
こ
に
も
い
た
」
と
い
う
気
持
ち
を
味
わ
う
こ
と
は
多
い
。
ま
っ
た
く
生
ま
れ
も
育
ち
も
違
う
の
に
、
同
じ
考
え
を
持
っ
て
い
る
人
に
出
会
う
と
、
自
分

の
考
え
が
肯ａ

定
さ
れ
る
気
が
す
る
。
自
分
で
は
ぼ
ん
や
り
と
し
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
自
分
の
体
験
の
意
味
が
、
読
書
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
す
る
こ
と
が
あ

る
。
「
あ
れ
は
こ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
か
」
と
腑ふ

に
落
ち
る
こ
と
が
、
私
は
読
書
を
通
じ
て
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

　

暗
黙
知
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
自
分
で
は
な
か
な
か
意
識
化
で
き
な
い
が
、
意
識
下
や
身
体
で
は
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
種
類
の
知
だ
。
言
語
化
し
に
く

い
け
れ
ど
も
何
と
な
く
か
ら
だ
で
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
事ｂ

柄
は
、
私
た
ち
の
生
活
に
は
数
多
い
。
（　

Ａ　

）
そ
う
し
た
暗
黙
知
や
身
体
知
が
、
氷
山
で

い
う
と
水
面
の
下
に
巨
大
に
あ
り
、
そ
の
氷
山
の
一
角
が
明
確
に
言
語
化
さ
れ
て
表
面
に
出
て
い
る
、
と
い
う
方
が
リ
ア
リ
テ
ィ
に
即
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

本
を
読
む
こ
と
で
、
こ
の
暗
黙
知
や
身
体
知
の
世
界
が
、
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
自
分
で
は
言
葉
に
し
て
表
現
し
に
く
か
っ
た
事
柄
が
、
優

れ
た
著
者
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
言
語
化
さ
れ
る
。
（　

Ｂ　

）
文
章
を
読
む
と
共ｃ

感
を
覚
え
、
線
を
引
き
た
く
な
る
。

　
「
自
分
ひ
と
り
の
経
験
で
は
な
か
っ
た
の
だ
」と
い
う
思
い
が
、自
分
の
生
を
勇
気
づ
け
る
。自
分
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
は
、現
在
の
自
己
を
否
定
し
て
、

よ
り
高
次
の
自
分
へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
必
要
だ
が
、
私
の
実
感
で
は
、
自
分
を
肯
定
し
て
く
れ
る
者
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
っ
き
り

と
次
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
体
験
す
る
こ
と
自
体
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
体
験
の
意、

、味
を
し
っ
か
り
と
自
分
自
身
で
つ
か
ま
え
、
そ

の
経
験
を
次
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
体
験
の
意
味
を
深
め
、
経
験
と
し
て
い
く
。
そ
の
積
み
重
ね
に
、
本
は
役
立
つ
。
優
れ
た
著
者
が
自

分
と
同
じ
経
験
や
意
見
を
述
べ
て
く
れ
て
い
る
と
、
安
心
し
て
自
分
を
肯
定
で
き
る
。
自
分
に
都
合
の
い
い
著
者
ば
か
り
を
選
ん
で
読
む
と
い
う
の
は
、
狭

い
読
書
の
仕
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
書
を
し
始
め
た
頃
は
と
く
に
、
共
感
を
持
っ
て
読
め
る
本
の
方
が
加
速
す
る
。

　

読
ん
で
い
る
と
「
そ
う
そ
う
、
自
分
も
実
は
そ
う
考
え
て
い
た
」
と
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
こ
ま
で
明
確
に
考
え
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
言
わ
れ
て
み
る
と
、
そ
れ
ま
で
自
分
も
同
じ
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
（　

Ｃ　

）
、
こ
の
錯ｄ

覚
は
問
題
な
い
。
あ
た
か

も
自
分
が
書
い
た
文
章
の
よ
う
に
他
の
人
の
書
い
た
も
の
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
幸
福
な
こ
と
だ
。

　

な
ぜ
こ
の
著
者
は
こ
ん
な
に
も
自
分
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、（　

Ｄ　

）、
ま
さ
に
こ
れ
は
自
分
が
書
い
た
も
の
の
よ
う
だ
と

感
じ
る
こ
と
さ
え
、
私
の
場
合
あ
っ
た
。

　

自
２

分
の
経
験
と
著
者
の
経
験
、
自
分
の
脳
と
著
者
の
脳
と
が
混
じ
り
合
っ
て
し
ま
う
感
覚
。

　

こ
れ
が
、
読
書
の
醍
醐
味
だ
。（　

Ｅ　

）、
自
分
を
見
失
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
度
自
分
と
他
者
と
の
間
に
本
質
的
な
事
柄
を
共
有
す
る
と
い
う

の
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
。
自
分
ひ
と
り
に
閉
じ
て
内
部
で
循
環
す
る
だ
け
で
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
形
成
さ
れ
な
い
。

他
者
と
本
質
的
な
部
分
を
共
有
し
つ
つ
、
自
己
の
一
貫
性
を
も
つ
。
こ
れ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
コ
ツ
だ
。

　

読
書
は
、
自
分
の
経
験
を
確
認
し
や
す
い
行
為
だ
。
（　

Ｆ　

）
言
葉
と
し
て
紙
の
上
に
定
着
し
て
い
る
言
葉
は
、
生
ま
れ
て
は
消
え
て
い
く
体
験
に
形

を
与
え
る
。
「
自
分
に
引
き
つ
け
て
読
む
」
と
い
う
読
み
方
は
、
客ｅ

観
的
と
は
言
え
な
い
が
、
読
書
の
あ
る
時
期
に
は
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
自
分
の
生

き
方
を
肯
定
し
て
く
れ
る
よ
う
な
著
者
を
探
し
、
自
分
自
身
を
勇
気
づ
け
て
い
く
こ
と
は
、
自
己
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
有
効
だ
。
危
険
な
の
は
、
そ
れ

が
一
人
に
限
定
し
て
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
場
合
な
ど
で
あ
る
。
何
人
も
の
著
者
を
自
分
の
経
験
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
人
と
し
て
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

狭
い
思
い
こ
み
も
徐
々
に
広
げ
ら
れ
て
い
く
。
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
の
こ
と
で
も
、
は
っ
き
り
と
文
字
に
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
確
認
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
識
を
定ｆ

着
さ
せ
て
い
く
上
で
、
読
書
に
よ
る
（　

Ｇ　

）
の
確
認
は
、
意
外
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

（
齋
藤
孝
『
読
書
力
』
に
よ
る
）

1

二
〇
二
四
年
度
　
　
倉
敷
芸
術
科
学
大
学
　
　 

一
般
選
抜

中
　
　
　
期

〔
　
国
　
語
　
〕

（
裏
面
に
つ
づ
く
）



問
一
、
波
線
部
ａ
〜
ｆ
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

問
二
、
空
欄
（　

Ａ　

）
〜
（　

Ｆ　

）
に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

　
　

ア　

こ
う
し
た　
　

イ　

す
で
に　
　

ウ　

し
か
し　
　

エ　

こ
れ
は　
　

オ　

む
し
ろ　
　

カ　

あ
る
い
は　
　

キ　

そ
し
て

問
三
、
空
欄
（　

Ｇ　

）
に
入
る
最
も
適
切
な
語
を
本
文
中
か
ら
選
び
、
漢
字
二
字
以
内
で
記
せ
。

問
四
、
傍
線
部
１
「
体
験
す
る
こ
と
は
、
読
書
す
る
こ
と
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
記
せ
。

問
五�

、
傍
線
部
２
「
自
分
の
経
験
と
著
者
の
経
験
、
自
分
の
脳
と
著
者
の
脳
と
が
混
じ
り
合
っ
て
し
ま
う
感
覚
」
と
は
何
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て

十
五
字
以
内
で
記
せ
。

2

（
次
頁
に
つ
づ
く
）



二�
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。

　

生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
尊
い
、
と
い
う
思
想
は
、
古
今
東
西
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
動
物
の
権
利
」
と
い
う
考
え
方
も
ま
た
、
広
く
は
こ
の
思

想
の
流
れ
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
他
な
ら
ぬ
西
欧
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
19
世
紀
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
で
確
立
さ
れ
た
動
物
実
験
の

手
法
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
輸
入
さ
れ
る
と
、
動
物
虐ａ

待
を
課
題
と
し
て
い
た
動
物
愛
護
運
動
の
焦
点
が
動
物
実
験
に
移
り
、
１
８
７
６
年
に
は
動
物
愛
護
法

が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
出
版
さ
れ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ソ
ル
ト
の
著
書
『
動
物
の
権
利
』
（
１
９
８
４
）
で
は
、
動
物
に
も
人
権
と
同
じ
よ
う
な
権
利

を
認
め
る
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
（
中
略
）

　

社
会
運
動
と
し
て
は
、
動
物
た
ち
の
暮
ら
し
向
き
が
改
善
さ
れ
れ
ば
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
運
動
の
背
景
に
あ
る

理
屈
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
目
的
達
成
の
成ｂ

否
と
は
別
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
動
物
は
何
ら
か

の
権
利
の
担
い
手
と
見
な
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

人
間
以
外
の
動
物
が
す
べ
て
人
間
に
利
用
さ
れ
る
（　

Ａ　

）
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、�

日
常
的
な
感
覚
か
ら
し
て
も
完
全
に

（　

Ｂ　

）
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
動
物
は
、
人
間
の
役
に
立
つ
か
ら
（　

Ｃ　

）
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
動
物
自

身
の
た
め
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。（　

Ｄ　

）
す
れ
ば
、
動
物
は
独
自
の
道
徳
的
地
位
を
も
つ
存
在
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
動
物
は
ど
の
よ
う
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
人
間
の
利
益
と
動
物
の
利
益
と
の
間
で
、
ど
ち
ら
か
を
（　

Ｅ　

）
す
べ
き
だ
と
か
、
ど
ち
ら

も
平
等
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
っ
た
議
論
が
可
能
に
な
る
に
は
、
そ
も
そ
も
人
間
と
動
物
の
間
に
比
較
可
能
な
利
害
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
少
な
く
と
も
、
神
経
生
理
学
の
観
点
か
ら
見
て
、
痛
み
等
の
感
覚
を
も
つ
動
物
は
、「
苦
し
み
を
避
け
る
」
と
い
う
利
害
を
人
間
と
共
有
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
苦
し
み
を
避
け
る
こ
と
に
関
す
る
利
害
に
は
、
人
間
と
動
物
で
、
道
徳
的
な
重
要
性
に
つ
い
て
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
は
思
え
な

い
。
そ
う
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
苦
し
み
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
人
間
と
動
物
は
平
等
に
配
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
採
り
う
る
一
つ
の
考
え
方
は
、
人
間
と
動
物
に
つ
い
て
そ
の
利
害
を
平
等
に
配
慮
し
た
上
で
、
人
間
と
動
物
を
含
む
社
会
全
体
に
も
た
ら
さ
れ
る

福
利
が
最
大
化
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
や
方
策
が
道
徳
的
に
正
し
い
、
と
い
う
功
利
主
義
的
な
路
線
で
あ
る
。
こ
の
路
線
を
採
れ
ば
、
帰
結
次
第
で
は
、
動
物

の
利
害
が
人
間
の
利
害
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
動
１

物
実
験
も
ま
た
、
そ
れ
が

も
た
ら
す
帰
結
次
第
で
許
容
さ
れ
る
も
の
が
理
論
上
は
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
理
論
的
な
結
果
に
納
得
が
い
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
別
の
考
え
方
を
採
る
他
は
な
い
。
例
え
ば
、
米
国
の
哲
学
者
ト
ム
・
リ
ー
ガ
ン
は
、
次
の
よ
う

に
考
え
た
。
人
間
に
は
、
事ｃ

柄
の
帰
結
の
あ
り
方
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
尊
重
さ
れ
る
べ
き
権
利
（
人
権
）
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間

は
、
内
在
的
価
値
を
も
つ
個
体
で
あ
る
た
め
、
い
か
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
価
値
を
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

し
た
尊
重
の
対
象
と
な
る
内
在
的
価
値
を
も
つ
個
体
と
し
て
の
資
格
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
「
生
の
主
体
」
で
あ
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
信

念
、
欲
求
、
感
情
を
も
つ
こ
と
、
知
覚
や
記
憶
と
い
っ
た
能
力
を
も
つ
こ
と
、
未
来
の
感
覚
が
あ
る
こ
と
、
目
標
を
も
ち
そ
れ
を
追
求
す
る
行
為
が
で
き
る

こ
と
等
の
一
定
の
条
件
を
満
た
す
主
体
で
あ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
少
な
く
と
も
、
１
２

歳
以
上
の
哺
乳
動
物
は
「
生
の
主
体
」

で
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
彼
ら
は
人
間
と
同
じ
基
本
的
な
権
利
を
も
つ
。
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
け
ば
、
該ｄ

当
す
る
動
物
に
つ
い
て
、
肉
食
や
動
物
実
験
は

全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
毛
皮
を
剥
い
だ
り
、
見
世
物
と
し
て
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
動
物
の
権
利
に
関
す
る
議
論
は
、
翻ｅ

っ
て
、
そ
も
そ
も
権
利
を
も
つ
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
と
い
う
根
本
的
な
問
い
を
喚
起
す
る
。
人
間
以

外
の
動
物
が
権
利
を
も
つ
か
と
い
う
問
い
は
、
時
と
し
て
、
権
利
を
も
つ
か
否
か
を
決
す
る
た
め
の
基
準
の
設
定
と
い
う
形
で
の
回
答
を
求
め
る
が
、
そ
う

し
て
設
定
さ
れ
た
基
準
は
人
間
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
う
る
の
で
、
果
し
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
権
利
を
も
つ
と
言
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
不
可
避
的
に

呼
び
起
こ
す
。
そ
う
な
れ
ば
、�

ヒ
ト
に
属
す
る
者
は
す
べ
て
権
利
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
何
の
留
保
も
な
く
主
張
す
る
の
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
動
３

物

の
権
利
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
て
い
く
こ
と
は
、
権
利
そ
の
も
の
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
浅
見
昇
吾
・
盛
永
審
一
郎�

編
『
教
養
と
し
て
の
応
用
倫
理
学
』
所
収
、
奥
田
太
郎
「
動
物
の
権
利
」
に
よ
る
）

問
一
、
波
線
部
ａ
〜
ｅ
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

問
二
、
空
欄
（　

Ａ　

）
〜
（　

Ｅ　

）
に
入
る
最
も
適
切
な
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

　
　
　

ア　

配
慮　
　

イ　

友
人　
　

ウ　

換
言　
　

エ　

道
具　
　

オ　

首
肯　
　

カ　

否
定　
　

キ　

優
先

問
三
、
傍
線
部
１
「
動
物
実
験
も
ま
た
、
…
…
あ
り
う
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

問
四
、
傍
線
部
２
に
つ
い
て
、
な
ぜ
「
生
の
主
体
」
で
あ
れ
ば
「
基
本
的
な
権
利
を
も
つ
」
の
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
十
五
字
以
内
で
記
せ
。

問
五
、
傍
線
部
３
「
動
物
の
権
利
に
つ
い
て
…
…
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。
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国
語

二
〇
二
四
年
度

　
　倉
敷
芸
術
科
学
大
学

　

 

　一
般
選
抜

一
、

問
一

問
二

問
三

問
四

問
五

二
、

問
二

問
三

問
五

Ａ

Ｂ

Ｃ

問
四

中

　
　
　期

〔
　国
　語
　〕

問
一

ａ

ｃ

ｄ

ｅ

Ｄ

Ｅ

ｂ

ＡＧ ａ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｂ
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