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

　

一
九
四
五
年
、
廃は

い

墟き
ょ

と
な
っ
た
ド
イ
ツ
に
は
一
二
年
に
お
よ
ん
だ
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
に
関
す
る
膨
大
な
記
録
資
料
が
残
さ
れ
、
ナ
チ
支
配
の
実
態
が
続
々
と
明
ら

か
に
な
り
は
じ
め
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
資
料
の
山
に
立
ち
向
か
い
な
が
ら
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
シ
ョ
ッ
ケ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
出
版
社

で
の
仕
事
の
か
た
わ
ら
片
時
も
休
む
こ
と
な
く
執
筆
を
続
け
、
四
九
年
秋
に
大
著
『
全
体
主
義
の
起
原
』
の
原
稿
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
本
は
最
初
に
見
た
と
き

だ
け
で
な
く
「
も
う
一
度
見
直
し
た
と
き
に
す
ら
も
、
ま
っ
た
く
言
語
道
断
と
し
か
見
え
な
い
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
っ
た
。

　
　

�

精
神
科
学
に
お
け
る
方
法
。
因
果
性
は
す
べ
て
忘
れ
る
こ
と
。
そ
の
代
わ
り
に
、
出
来
事
の
諸
要
素
を
分
析
す
る
こ
と
。
重
要
な
の
は
、
諸
要
素
が
急
に

　
　
　
　

し
た
出
来
事
で
あ
る
。
私
の
著
書
の
表
題
は
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
。『
全
体
主
義
の
諸
要
素
（T

he�Elem
ents�of�T

otalitarianism

）』
と
す

べ
き
だ
っ
た
。�

（『
思
索
日
記
Ⅰ　

1950-1953

』）

　

な
ぜ
因
果
性
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、
人
間
の
無
用
性
を
つ
き
つ
け
た
ガ
ス
室
や
そ
れ
を

実
現
さ
せ
た
全
体
的
支
配
と
い
う
出
来
事
の
「
法
外
さ
」
と
「
先
例
の
な
さ
」
を
直
視
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
政
治
的
思
考
の
概
念
と　
　
　
　

を
破
裂
さ
せ
た
」

そ
の
前
代
未
聞
の
事
態
と
向
き
合
う
こ
と
だ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
理
解
と
は
、
類
例
や
一
般
原
則
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
ら
が
別
の
形

で
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
重
荷
に
屈
す
る
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
彼
女
に
と
っ
て
理
解
と
は
、
現
実
に
た
い
し
て
前
も
っ
て
考
え
を
思
い
め
ぐ

ら
せ
て
お
く
の
で
は
な
く
、「
注
意
深
く
直
面
し
、
抵
抗
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
従
来
使
用
し
て
き
た　
　
　
　

を
当
て
は
め
て
納
得
す
る
の
で
は
な
く
、
既
知

の
も
の
と
起
こ
っ
た
こ
と
の
新
奇
な
点
と
を
区
別
し
、
考
え
抜
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
因
果
関
係
の
説
明
と
い
っ
た
伝
統
的
方
法
に
よ
っ
て
は
、
先
例
の
な
い
出
来
事
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
断
言
す
る
。　
　
　
　

全
体

主
義
と
い
う
新
奇
な
悪
し
き
出
来
事
は
、「
け
っ
し
て
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
が
運
命
と
い
っ
た
も
の
の
流
れ
の
な
か
で
必
然
的
に
起

こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
行
為
の
結
果
と
し
て
の
出
来
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
強
調
す
る
。
人
間
が
ど
う
な
る
か

は
人
間
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
新
し
い
語
り
方
が
必
要
だ
と
彼
女
は
考
え
た
。「
保
存
し
た
い
の
で
は
な
く
、
逆
に
破
壊
す
る
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
て

Ａ

Ｂ

Ｂ
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い
る
事
柄
に
つ
い
て
、
つ
ま
り
全
体
主
義
に
つ
い
て
、
い
か
に
し
て
歴
史
的
に
書
く
か
」
と
い
う
問
題
だ
っ
た
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
い
う
。

　

私
た
ち
は
こ
の
大
著
を
読
む
と
き
、
そ
の
題
名
か
ら
し
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
や
帝
国
主
義
や
全
体
主
義
の
歴
史
が
書
か
れ
て
い
る
と
思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

ア
ー
レ
ン
ト
は
強
制
収
容
所
と
い
う
か
た
ち
で　
　
　
　

化
し
た
現
象
の
諸
要
素
を
、
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
現
れ
た
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
分
析
し
、
語
っ
た
。

「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
や
「
帝
国
主
義
」
の
部
で
語
ら
れ
る
諸
要
素
は
、
け
っ
し
て
必
然
的
に
全
体
主
義
へ
と
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ー
レ
ン
ト
の
叙
述
を
注

意
深
く
読
む
と
、
そ
こ
に
は
行
為
者
か
つ
受
苦
者
と
し
て
の
人
間
の
選
択
の
あ
り
方
、
動
き
方
が
描
か
れ
て
い
る
。
別
の
可
能
性
も
あ
り
え
た
、
そ
れ
な
の
に
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
に
い
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
要
素
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ら
の
要
素
が
再
び
な
ん
ら
か
の
形
で
全
体
主
義
へ
と　
　
　
　

化
し
よ
う
と
す
る
時
点
で
、
人
び
と
に
思
考
と
抵
抗
を
促
す
よ
う
な
、
理
解
の
試
み
で
も
あ
っ

た
。

　

第
一
部
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
で
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
末
に
か
け
て
の
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
動
向
と
ナ
チ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
根
幹
と
な
っ
た
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
関
連
す
る
歴
史
的
事
象
と
の
関
わ
り
が
描
か
れ
る
。
宗
教
的
な
ユ
ダ
ヤ
人
憎
悪
と
は
異
な
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義

は
、
社
会
や
政
治
の
同
時
代
的
な
問
題
状
況
と
並
行
し
て
現
れ
た
。
そ
の
さ
い
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
昂
揚
期
で
は
な
く
、
国
民
国
家
シ
ス
テ

ム
が
衰
退
し
帝
国
主
義
と
な
っ
て
い
く
段
階
で
激
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
鍵
と
な
る
。（　
①　
）

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
国
を
財
政
的
に
支
え
て
い
た
御
用
銀
行
家
と
し
て
の
宮
廷
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
社
会
的
に
は
隔
絶
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、「
例
外
ユ
ダ
ヤ
人
」

と
し
て
特
権
を
享
受
し
、
国
家
と
直
接
結
び
つ
く
政
治
的
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。　
　
　
　

、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
台
頭
し
政
治
と
連
携
す
る
時
期
に
な
る
と
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
富
の
意
味
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
曖
昧
で
余
分
な
存
在
に
た
い
す
る
憎
悪
の
風
潮
が
生
ま
れ
、
他
方
で
右
派
か
ら
左
派
ま

で
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
党
に
お
い
て
、
民
衆
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
具
と
し
て
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
利
用
さ
れ
て
い
く
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
政
党
に
よ
っ
て
流

布
さ
れ
煽あ

お

ら
れ
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
、
近
代
以
前
の
宗
教
的
な
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
か
ら
区
別
し
、
そ
の
新
奇
さ
を
強
調
し
た
。（　
②　
）

　

政
治
的
道
具
と
し
て
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
危
険
性
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が　
　
　
　

さ
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
一
般
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
ユ
ダ
ヤ

人
と
接
触
し
た
こ
と
の
な
い
群モ

ッ
ブ衆

が
、
個
人
的
経
験
ぬ
き
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
染
ま
る
。
そ
こ
に
次
に
述
べ
る
よ
う
な
人
種
主
義
的
要

素
が
組
み
合
わ
さ
り
、　　
　
　

さ
れ
た
存
在
に
た
い
す
る
無
責
任
で
過
激
な
暴
力
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
狂
信
」
の
土
壌
が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
部
「
帝
国
主
義
」
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
で
帝
国
主
義
政
策
を
推
進
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
セ
シ
ル
・
ロ
ー
ズ
（
一
八
五
三
―
一
九
〇
二
年
）
の
「
で
き

Ａ

Ａ

い

Ｃ
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る
こ
と
な
ら
私
は
星
々
を
併
合
し
よ
う
も
の
を
」
と
い
う
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
富
の
無
限
の
膨
張
の
プ
ロ
セ
ス
と
そ
の
政
治
的
意
味
が
描

き
出
さ
れ
る
。

　

帝
国
主
義
は
人
種
主
義
を
政
治
的
武
器
と
し
、
人
類
を
支
配
人
種
と
奴
隷
人
種
に
分
け
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
余
剰
に
な
っ
た
富
と
と
も
に
、
失
業
し

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
余
計
な
存
在
に
な
っ
た
人
間
が
植
民
地
へ
と
輸
出
さ
れ
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
を
支
配
的
白
人
種
と
し
て
見
な
す
と
い
う
狂
信
に
陥
っ
た
。
余
計

者
と
し
て
国
外
へ
と
出
た
人
間
が
そ
こ
で
出
会
っ
た
人
び
と
を
さ
ら
に
余
計
者
と
見
な
す
と
い
う
構
図
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
帝
国
主
義
時
代
の
官
僚
制

支
配
で
は
、
政
治
や
法
律
や
公
的
決
定
に
よ
る
統
治
で
は
な
く
、
植
民
地
行
政
や
次
々
と
出
さ
れ
る
法
令
や
役
所
の
匿
名
に
よ
る
支
配
が
圧
倒
的
に
な
っ
て
い
っ

た
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
官
僚
制
と
い
う
「
誰
で
も
な
い
者
」
に
よ
る
支
配
が
個
人
の
判
断
と
責
任
に
与
え
た
影
響
を
検
証
し
た
。（　
③　
）

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
、
膨
張
の
た
め
の
膨
張
と
い
う
思
考
様
式
の
な
か
で
人
種
主
義
と
官
僚
制
が
結
び
つ
く
こ
と
の
危
険
性
を
強
調
し
て
い
る
。
膨
張
が
真
理
で
あ

る
と
い
う
そ
の
プ
ロ
セ
ス
崇
拝
と
「
誰
で
も
な
い
者
」
に
よ
る
支
配
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
宿
命
的
・
必
然
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
く
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
行
為
や
判
断
が
無
意
味
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　

、
植
民
地
に
お
け
る
非
人
道
的
抑
圧
は
ブ
ー
メ
ラ
ン
効
果
の
よ
う
に
本
国
に
翻
り
、
合
法
的
な

支
配
を
な
し
く
ず
し
に
し
、
無
限
の
暴
力
の
た
め
の
基
盤
を
つ
く
っ
た
。

　

ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
の
部
の
最
後
で
、
国
民
国
家
体
制
の
崩
壊
の
結
果
生
ま
れ
た
人
権
の
喪
失
状
態
を
分
析
し
て
い
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
、
国
民
国
家
や
法

的
枠
組
み
か
ら
排
除
さ
れ
る
大
量
の
難
民
と
無
国
籍
者
が
生
ま
れ
た
。
共
同
体
の
政
治
的
・
法
的
枠
組
み
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
彼
ら
は
、
す
べ
て
の
権
利
の
前

提
で
あ
る
「
権
利
を
も
つ
権
利
」
を
奪
わ
れ
て
い
る
。

　

第
三
部
「
全
体
主
義
」
で
は
、
歴
史
的
に
知
ら
れ
た
独
裁
や
専
制
と
は
異
な
る
全
体
主
義
運
動
と
全
体
的
支
配
の
特
徴
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
大
衆
運
動
か
ら

強
制
収
容
所
と
ガ
ス
室
と
い
う
「
人
間
の
無
用
化
」
に
い
た
る
ま
で
の
全
体
的
支
配
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
分
析
さ
れ
る
。

　

そ
の
さ
い
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
強
制
収
容
所
と
い
う
極
限
状
態
に
お
け
る
人
間
の
経
験
と
現
代
大
衆
社
会
で
の
孤
立
し
た
人
間
の
経
験
の
関
連
性
を
指
摘

し
た
。（　
④　
）

　

全
体
的
支
配
は
人
間
の
人
格
の
徹
底
的
破
壊
を
実
現
す
る
。
自
分
が
お
こ
な
っ
た
こ
と
と
自
分
の
身
に
降
り
か
か
る
こ
と
と
の
間
に
は
何
も
関
係
が
な
い
。
す

べ
て
の
行
為
は
無
意
味
に
な
る
。
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
た
人
間
は
、
家
族
・
友
人
と
引
き
離
さ
れ
、
職
業
を
奪
わ
れ
、
市
民
権
を
奪
わ
れ
た
。
自
分
が
お
こ
な
っ

た
こ
と
と
身
に
起
こ
る
こ
と
の
間
に
は
何
の
関
連
性
も
な
い
。
発
言
す
る
権
利
も
行
為
の
能
力
も
奪
わ
れ
る
。
行
為
は
い
っ
さ
い
無
意
味
に
な
る
。（　
⑤　
）

う
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法
的
人
格
が
破
壊
さ
れ
た
後
に
は
、
道
徳
的
人
格
が
虐
殺
さ
れ
る
。
ガ
ス
室
や
粛
清
は
忘
却
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
、
死
や
記
憶
が
無
名
で
無
意
味
な
も

の
と
な
る
。
ま
た
、
全
体
主
義
的
犯
罪
に
よ
る
善
悪
の
区
別
の
崩
壊
は
、
犠
牲
者
を
も
巻
き
込
む
体
制
で
あ
っ
た
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
自
分
の
子
供
の
う
ち
誰
が

殺
さ
れ
る
か
を
決
め
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
女
性
や
収
容
所
運
営
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
被
収
容
者
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
肉
体
的
か
つ
精
神
的
な
極
限
状
況
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の　
　
　
　

が
破
壊
さ
れ
る
。
個
々
の
人
間
の
性
格
や
自
発
性
が
破
壊
さ
れ
、
人

間
は
交
換
可
能
な
塊
と
な
る
、
と
ア
ー
レ
ン
ト
は
書
い
た
。
自
発
性
は
予
測
不
可
能
な
人
間
の
能
力
と
し
て
全
体
的
支
配
の
最
大
の
障し

ょ
う

碍が
い

に
な
り
う
る
。
独
裁
や

専
制
と
違
っ
て
、
全
体
的
支
配
は
す
べ
て
が
可
能
で
あ
る
と
自
負
し
、
人
間
の
本
性
を
変
え
人
間
そ
の
も
の
へ
の
全
体
的
支
配
を
遂
行
し
た
。「
不
可
能
な
こ
と
が

可
能
に
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
罰
す
る
こ
と
も
赦ゆ

る

す
こ
と
も
で
き
な
い
絶
対
の
悪
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。

　

一
九
六
八
年
に
『
全
体
主
義
の
起
原
』
の
英
語
版
分
冊
本
（
三
巻
）
が
出
た
と
き
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
冊
に
新
た
な
序
文
を
加
え
た
。
ヤ
ン
グ
゠

ブ
ル
ー
エ
ル
は
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
分
析
に
と
ど
ま
ら
ず
、
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
な
ど
そ
の
時
代
に
生
じ
て
き
た
現
象
に
よ
っ
て
、
全

体
主
義
を
そ
の
つ
ど
新
た
に
理
解
し
よ
う
と
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
人
び
と
を
人
間
と
し
て
「
余
計
な
者
」
に
す
る
こ
と
、
多
様
で
そ
れ
ぞ
れ
が
唯
一
無
二
の

人
び
と
が
地
上
に
存
在
す
る
と
い
う
人
間
の
複
数
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
、
全
体
主
義
の
悪
で
あ
っ
た
。
ヤ
ン
グ
゠
ブ
ル
ー
エ
ル
は
書
い
て
い
る
。

　
　

�

全
体
主
義
は
政
治
の
消
滅
で
あ
る
、
と
彼
女
は
論
じ
た
。　
　
　
　

、
そ
れ
は
政
治
を
破
壊
す
る
統
治
形
態
で
あ
り
、
語
り
、
行
為
す
る
人
間
を
組
織
的
に

排
除
し
、
最
初
に
あ
る
集
団
を
選
別
し
て
彼
ら
の
人
間
性
そ
の
も
の
を
攻
撃
し
、
そ
れ
か
ら
す
べ
て
の
集
団
に
同
じ
よ
う
な
手
を
伸
ば
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

全
体
主
義
は
、
人
び
と
を
人
間
と
し
て
余
計
な
存
在
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
根
源
的
な
悪
な
の
だ
。�

（『
な
ぜ
ア
ー
レ
ン
ト
が
重
要
な
の
か
』）

　

政
治
は
、
市
民
た
ち
が
法
律
に
守
ら
れ
な
が
ら
公
の
場
で
語
り
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
人
び
と
が
複
数
で
共
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

ア
ー
レ
ン
ト
は
全
体
主
義
下
で
遂
行
さ
れ
た
「
人
類
に
対
す
る
犯
罪
」
を
人
間
の
複
数
性

0

0

0

に
た
い
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
見
な
し
た
。
人
間
の
複
数
性
と
は
、
共
同

体
に
属
し
て
権
利
を
も
つ
こ
と
、
交
換
可
能
な
塊
に
還
元
さ
れ
な
い
こ
と
と
連
動
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
ヤ
ン
グ
゠
ブ
ル
ー
エ
ル
も
強
調
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ

れ
は
、「
複
数
で
あ
る
人
間
に
よ
っ
て
複
数
で
あ
る
人
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
物
語
の
な
か
で
真
実
性
を
も
っ
て
記
憶
さ
れ
る
権
利
、
歴
史
か
ら
消
さ
れ
な
い
権

利
」
に
も
結
び
つ
く
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
分
析
し
、
考
察
し
つ
づ
け
な
が
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
は
ナ
チ
ズ
ム
や
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
の
終し

ゅ
う

焉え
ん

後ご

も
生
き
残
り
う
る
「
全

Ｄ

え
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体
主
義
的
な
解
決
法
」（
複
数
性
の
抹
消
）
に
た
い
し
て
警
告
を
発
し
つ
づ
け
た
の
だ
っ
た
。

（
出
典　

矢
野
久
美
子
『
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
』　

な
お
、
問
題
作
成
上
、
一
部
省
略
し
て
あ
る
。）

問
１　

空
欄　
　
　
　

〜　
　
　
　

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

あ　

①　
ま
た
は　
　
　
　
　
　
　

②　
そ
れ
す
ら　
　
　
　
　
　

③　
し
か
も　
　
　
　
　
　
　

④　
つ
ま
り�

ア

い　

①　
し
か
し　
　
　
　
　
　
　

②　
だ
か
ら　
　
　
　
　
　
　

③　
ち
な
み
に　
　
　
　
　
　

④　
と
こ
ろ
で�

イ

う　

①　
あ
る
い
は　
　
　
　
　
　

②　
と
い
っ
て
も　
　
　
　
　

③　
さ
ら
に　
　
　
　
　
　
　

④　
た
と
え
ば�

ウ

え　

①　
だ
が　
　
　
　
　
　
　
　

②　
と
こ
ろ
が　
　
　
　
　
　

③　
む
し
ろ　
　
　
　
　
　
　

④　
す
な
わ
ち�

エ

問
２　

空
欄　
　
　
　

〜　
　
　
　

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

Ａ　

①　
結
晶　
　
　
　
　
　
　
　

②　
象
徴　
　
　
　
　
　
　
　

③　
縮
小　
　
　
　
　
　
　
　

④　
拡
散�

オ

Ｂ　

①　
ア
レ
ゴ
リ
ー　
　
　
　
　

②　
カ
テ
ゴ
リ
ー　
　
　
　
　

③　
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー　
　
　

④　
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー�

カ

Ｃ　

①　
抽
象
化　
　
　
　
　
　
　

②　
人
間
化　
　
　
　
　
　
　

③　
明
確
化　
　
　
　
　
　
　

④　
実
体
化�

キ

Ｄ　

①　
身
体
性　
　
　
　
　
　
　

②　
合
理
性　
　
　
　
　
　
　

③　
不
可
侵
性　
　
　
　
　
　

④　
特
異
性�

ク

あ

え

Ａ

Ｄ
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問
３　

本
文
中
、
次
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。（　
①　
）
〜
（　
⑤　
）
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

ケ

�
ア
ー
レ
ン
ト
は
こ
う
し
た
事
態
を
法
的
人
格
の
抹
殺
と
呼
ん
だ
。

問
４　
本
文
中
で
ア
ー
レ
ン
ト
は
「
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
」
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

コ

①　
本
来
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
価
値
を
持
つ
、
交
換
不
可
能
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
言
語
や
文
化
の
共
有
を
き
っ
か
け
に
共
同
体
が
形
成

さ
れ
る
こ
と
で
、
異
な
る
言
語
や
文
化
の
中
に
生
き
る
人
々
を
排
除
し
は
じ
め
た
こ
と
。

②　
本
来
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
格
を
持
ち
、
異
な
る
人
生
を
生
き
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ユ
ダ
ヤ
人
」
と
い
う
一
般
的
存
在
と
し
て
見
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
そ
の
範
疇
に
押
し
込
め
ら
れ
た
人
々
が
、
無
責
任
で
過
激
な
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

③　
本
来
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
宗
教
的
な
領
域
に
限
定
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
入
る
と
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
に
な
り
、
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
排
斥
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

④　
本
来
、
人
は
国
家
に
属
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
外
的
な
圧
力
や
暴
力
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ

人
に
対
す
る
差
別
感
情
が
彼
ら
に
無
国
籍
化
を
強
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

�
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問
５　

本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。�

サ

�

シ

①　
ア
ー
レ
ン
ト
に
と
っ
て
、
過
去
の
出
来
事
や
現
象
は
す
べ
て
新
奇
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
新
奇
さ
を
い
か
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
分
析
者

の
直
接
的
体
験
を
視
座
に
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
て
い
た
。

②　
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
既
知
の
概
念
や
一
般
原
則
に
あ
て
は
め
て
過
去
の
出
来
事
を
理
解
し
て
も
、
現
実
そ
の
も
の
と
向
き
合
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
た
。

③　
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
帝
国
主
義
や
全
体
主
義
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
国
家
に
よ
る
資
本
の
独
占
を
企
図
し
た
結
果
と
し
て
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
排
斥
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

④　
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
帝
国
主
義
の
時
代
、
失
業
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
植
民
地
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
人
々
が
、
現
地
で
出
会
っ
た
原
住
民

に
対
し
て
、
支
配
階
層
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
た
。

⑤　
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
強
制
収
容
所
に
お
い
て
人
間
は
完
全
に
人
格
が
無
視
さ
れ
、
モ
ノ
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
金
銭
と
交
換
さ
れ

る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

⑥　
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
複
数
の
人
々
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
語
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
っ

て
、
政
治
的
孤
立
化
は
人
権
の
喪
失
に
つ
な
が
る
。
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Ⅱ
次
の
１
～
５
の
説
明
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１　

泉
鏡
花
の
代
表
的
な
幻
想
文
学
作
品
。�

ス

①　
『
夜
行
巡
査
』　　
　
　
　

②　
『
高
野
聖
』　　
　
　
　
　

③　
『
番
町
皿
屋
敷
』　　
　
　

④　
『
怪
談
牡
丹
燈
籠
』

２　

一
般
的
に
文
学
史
上
、
耽
美
派
に
属
す
る
と
言
わ
れ
る
作
家
。　
　

�

セ

①　
武
者
小
路
実
篤　
　
　
　

②　
川
端
康
成　
　
　
　
　
　

③　
坂
口
安
吾　
　
　
　
　
　

④　
谷
崎
潤
一
郎

3　

芥
川
龍
之
介
最
晩
年
の
代
表
作
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
作
品
。�

ソ

①　
『
檸
檬
』　　
　
　
　
　
　

②　
『
蟹
工
船
』　　
　
　
　
　

③　
『
歯
車
』　　
　
　
　
　
　

④　
『
蜜
柑
』

４　

太
宰
治
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
歴
史
小
説
。�

タ

①　
『
右
大
臣
実
朝
』　　
　
　

②　
『
少
将
滋
幹
の
母
』　　
　

③　
『
坂
の
上
の
雲
』　　
　
　

④　
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』

５　

一
般
的
に
文
学
史
上
、
無
頼
派
に
属
す
る
と
言
わ
れ
る
作
家
。�

チ

①　
遠
藤
周
作　
　
　
　
　
　

②　
小
林
多
喜
二　
　
　
　
　

③　
織
田
作
之
助　
　
　
　
　

④　
吉
行
淳
之
介
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Ⅲ
次
の
空
欄　
　
　
　

～　
　
　
　

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

1　

あ
れ
だ
け
努
力
を
重
ね
た
の
に
、
失
敗
続
き
な
ん
て
、
彼
も　
　
　
　

ね
。

①　
内
弁
慶
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②　
自
家
撞
着
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　

③　
怪
我
の
功
名
だ　
　
　
　
　
　
　
　

④　
浮
か
ぶ
瀬
が
な
い

2　

隠
し
事
を
せ
ず　
　
　
　

話
し
合
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
は
う
ま
く
で
き
る
は
ず
だ
。

①　
機
微
を
う
が
っ
て　
　
　
　
　
　
　

②　
錦
を
飾
っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

③　
心
を
洗
っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　

④　
肝
胆
相
照
ら
し
て

３　

兄
は
こ
ろ
こ
ろ
と
仕
事
場
を
変
え
て
は
、
そ
の
た
び
に
金
で
苦
労
し
て
い
る
。　
　
　
　

と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
だ
。

①　
愚
公
山
を
移
す　
　
　
　
　
　
　
　

②　
柳
に
雪
折
れ
無
し　
　
　
　
　
　
　

③　
転
石
苔
を
生
ぜ
ず　
　
　
　
　
　
　

④　
長
居
は
恐
れ

４　

も
し
君
が
新
し
い
会
社
に
入
っ
て
本
当
に
困
っ
て
も
、　　
　
　

と
い
う
か
ら
、
そ
う
簡
単
に
あ
き
ら
め
て
は
い
け
な
い
よ
。

①　
事
が
延
び
れ
ば
尾
鰭
が
つ
く　
　
　

②　
習
い
性
と
な
る　
　
　
　
　
　
　
　

③　
窮
す
れ
ば
通
ず　
　
　
　
　
　
　
　

④　
朝
三
暮
四

５　

人
間
関
係
の
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
、
社
会
制
度
全
体
を
広
い
視
野
で
と
ら
え
る
よ
う
な　
　
　
　

的
視
点
が
必
要
だ
。

①　
リ
ア
リ
ズ
ム　
　
　
　
　
　
　
　
　

②　
マ
ク
ロ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

③　
ド
グ
マ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④　
メ
タ
フ
ァ
ー

ツ

ニ

ツ

テ

ト

ナ

ニ
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Ⅳ
次
の
1
～
5
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１　
　

猫
の
ヒ
タ
イ
ほ
ど
の
広
さ
の
庭
し
か
な
い
が
、
我
が
家
は
我
が
家
だ
。�

ヌ

①　
犯
人
逮
捕
に
コ
シ
ツ
す
る
。

②　
支
払
い
は
請
求
書
に
書
か
れ
た
ガ
ク
メ
ン
通
り
の
金
額
で
お
願
い
し
ま
す
。

③　
こ
の
現
象
を
キ
カ
イ
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
普
通
で
す
。

④　
ヒ
ョ
ウ
ソ
ウ
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
議
論
し
ま
せ
ん
。

２　

集
団
へ
の
キ
ゾ
ク
意
識
が
個
人
の
幸
福
度
を
上
げ
る
。�

ネ

①　
私
は
ゾ
ク
ジ
ン
で
す
か
ら
、
あ
な
た
の
趣
味
を
理
解
し
な
い
の
も
当
然
で
す
。

②　
か
の
町
で
は
ト
ウ
ゾ
ク
の
被
害
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

③　
買
い
手
の
ゾ
ク
セ
イ
を
分
析
す
る
こ
と
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
に
は
必
要
だ
。

④　
エ
イ
ゾ
ク
的
に
支
援
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

３　

イ
ン
ガ
オ
ウ
ホ
ウ
と
い
う
よ
う
に
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
ば
ち
が
当
た
る
ん
で
す
よ
。�

ノ

①　
キ
ッ
ポ
ウ
が
舞
い
込
む
。

②　
日
本
の
ホ
ウ
キ
に
く
わ
し
い
知
り
合
い
の
弁
護
士
に
尋
ね
る
。

③　
田
舎
で
は
人
口
減
少
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
ホ
ウ
カ
イ
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。

④　
商
品
を
コ
ン
ポ
ウ
し
て
、
郵
便
局
に
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４　

去
年
、
祖
父
は
、
大
病
を
ワ
ズ
ラ
っ
た
。�

ハ

①　
キ
ョ
ウ
テ
ン
ド
ウ
チ
の
大
ニ
ュ
ー
ス
。

②　
コ
ウ
ト
ウ
ム
ケ
イ
な
ふ
る
ま
い
。

③　
セ
ン
ザ
イ
イ
チ
グ
ウ
の
チ
ャ
ン
ス
だ
。

④　
ナ
イ
ユ
ウ
ガ
イ
カ
ン
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。

５　

グ
ラ
フ
で
見
る
と
、
変
化
が
ケ
ン
チ
ョ
に
わ
か
る
。�

ヒ

①　
課
題
に
関
し
て
は
、
仲
間
と
ま
ず
ケ
ン
ト
ウ
す
る
必
要
が
あ
る
。

②　
鉱
石
を
ケ
ン
マ
し
て
宝
石
に
加
工
す
る
。

③　
薬
物
乱
用
の
事
態
が
ロ
ケ
ン
す
る
。

④　
祖
父
は
自
ら
を
ケ
ン
キ
ャ
ク
だ
と
自
慢
し
て
い
る
。




