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問
題
Ⅰ
　

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

　

美
術
館
に
行
っ
て
絵
を
見
て
い
る
と
、
周
り
の
人
び
と
の
ふ
る
ま
い
の
な
か
に
、
顕
著
な
行
動
パ
タ
ー
ン
が
二
つ
あ

る
こ
と
に
気
づ
く
。
誰
し
も
お
目
当
て
は
絵
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
絵
の
傍
ら
の
壁
に
は
、
作
者
名
と
作
品
の
タ
イ
ト
ル

そ
の
他
の
書
か
れ
た
小
さ
な
プ
レ
ー
ト
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
名
詞
を
羅
列
し
た
だ
け
の
無
愛
想
な
表
示
な
の
だ
が
、
こ

れ
が
な
か
な
か
気
に
な
る
代
物
で
、
こ
の
プ
レ
ー
ト
に
対
す
る
態
度
で
、
観
衆
た
ち
は
二
群
に
分
か
れ
る
よ
う
に
見
え

る
。
こ
の
二
群
の
人
び
と
を
仮
に
、
教
養
派
と
審
美
派
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

教
養
派
と
は
、
絵
を
見
る
よ
り
も
早
く
、
真ま
っ

先さ
き

に
プ
レ
ー
ト
を
の
ぞ
き
込
み
、
誰
が
画え
が

い
た
何
と
い
う
絵
な
の
か
を

確
か
め
る
。
う
る
さ
い
観
客
な
ら
ば
、
更
に
制
作
年
代
に
も
注
目
す
る
だ
ろ
う
。
教
養
派
の
人
び
と
は
、
こ
れ
ら
を
頭

に
入
れ
た
上
で
、
お
も
む
ろ
に
絵
に
取
り
か
か
る
。
プ
レ
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
知
識
が
、
そ
の
絵
を
理
解
し

観
賞
す
る
上
で
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
相
違
な
い
。
教
養
派
と
名
づ
け
る
所ゆ
え
ん以
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
審
美
派
は
次
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。
か
れ
／
彼
女
は
プ
レ
ー
ト
に
は
目
も
く
れ
な
い
。
静
か
に
絵

だ
け
を
見
つ
め
続
け
る
。
そ
し
て
次
の
絵
に
移
っ
て
ゆ
く
。
作
者
や
タ
イ
ト
ル
は
既
に
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
ど
の
絵
の
前
で
も
そ
の
態
度
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
明
確
な
意
志
な
の
だ
。
教
養
派
の
姿
を
目
に
し
た

あ
と
で
は
、
か
れ
／
彼
女
の
禁
欲
的
な
姿
勢
は
依い

怙こ

地じ

と
さ
え
見
え
る
。
落
語
に
出
て
く
る
蕎そ

麦ば

通つ
う

、
い
つ
も
つ
ゆ
を

⒜
ワ
ズ
か
に
つ
け
て
蕎
麦
を
す
す
っ
て
き
た
か
れ
が
、
⑴
い
ま
わ
の
際き
わ

に
、「
あ
あ
た
っ
ぷ
り
た
れ
を
つ
け
て
蕎
麦
が

食
い
て
え
」
と
言
っ
た
あ
の
蕎
麦
通
の
や
せ
⒝
ガ
マ
ン
に
、
ど
こ
と
な
く
似
て
い
な
い
こ
と
も
な
い
。
少
な
く
と
も
、

⑵
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
し
た
こ
だ
わ
り
が
垣か
い

間ま

見
え
る
。

タ
イ
ト
ル
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
の
こ
の
観
察
は
、
別
の
証
言
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
が
こ
の
問
題

に
取
り
組
ん
だ
最
初
は
、
一
九
九
三
年
度
の
慶け
い

應お
う

義ぎ

塾じ
ゅ
く

大
学
に
お
け
る
美
学
⒞
ガ
イ
ロ
ン
の
授
業
の
際
の
こ
と
だ
っ

た
。
そ
の
最
初
に
、
わ
た
く
し
は
聴
講
生
た
ち
を
対
象
と
し
て
、
あ
る
実
験
め
い
た
こ
と
を
試
み
た
。
誰
も
聴
い
た
こ

と
が
な
い
と
思
わ
れ
る
音
楽
を
二
曲
聴
か
せ
て
、
そ
れ
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
も
ら
う
。
ま
た
そ
の
経
験
に
則
し
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
の
か
、
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と
思
う
か
、
ま

た
逆
に
観
賞
者
の
立
場
に
お
い
て
タ
イ
ト
ル
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
、
な
ど
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。

　

Ａ　

や
、　

Ｂ　

な
ど
に
つ
い
て
も
、
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
右
の
美
術
館
の
観
客
と

同
じ
く
、　

Ｃ　

に
関
す
る
証
言
を
取
り
上
げ
よ
う
。
学
生
た
ち
の
な
か
に
も
、
教
養
派
（
タ
イ
ト
ル
肯
定
派
）
と

審
美
派
（
タ
イ
ト
ル
拒
絶
派
）
の
対
立
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
た
。

　

ま
ず
観
賞
体
験
に
お
い
て
タ
イ
ト
ル
と
い
う
情
報
を　

ア　

に
受
け
止
め
る
意
見
と
し
て
は
、

《
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
い
と
不
安
に
な
る
》、

《
作
者
と
の
一
致
を
確
認
し
た
い
》、

な
ど
が
あ
り
、
最
も
⒟
カ
ゲ
キ
な
意
見
と
し
て
は

《
タ
イ
ト
ル
は
も
と
よ
り
、
作
品
の
解
説
を
も
読
ん
で
お
く
べ
き
だ
。
そ
れ
は
作
者
に
対
す
る
礼
儀
で
あ
る
》

と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
決
然
と
し
た
考
え
の
お
お
も
と
は
、「
作
者
と
の
一
致
」
を
求
め
る
気
持
ち
と
通
じ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
と
の
一
致
と
は
、
作
者
の
表
現
意
図
に
沿
っ
て
作
品
を
観
賞
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。《
タ
イ
ト
ル
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
賞
体
験
が
よ
り
深
い
も
の
に
な
る
》
と
い
う
意
見
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
、
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作
者
の
意
図
に
即
し
て
観
賞
し
た
と
き
に
得
ら
れ
る
効
果
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
者
と
の
一
致
を
「
確

認
し
た
い
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
観
賞
体
験
が
「
間
違
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
安
心
を
得
た
い
か
ら
に
相
違
な
い
。

こ
う
し
た
「
一
致
」
が
「
作
者
に
対
す
る
礼
儀
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
面
白
い
。
美
学
の
標
準
的
な
通
念
に
反
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
の
美
学
上
の
常
識
的
な
教
え
に
よ
れ
ば
、
作
品
を
観
賞
す
る
と
き
に
作
者
の
制
作
意
図
は
考
え

な
く
て
よ
ろ
し
い
、
作
品
だ
け
が
問
題
で
あ
る
、
そ
れ
を
感
ず
る
ま
ま
に
味
わ
い
、
細
心
に
し
か
し
虚
心
に
解
釈
す
る

の
が
正
し
い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
の
不
在
の
主
張
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
礼
儀
は
人
間
関
係
に
関
わ
る

こ
と
で
あ
る
。
藝げ
い

術じ
ゅ
つ

観
賞
に
お
い
て
「
作
者
に
対
す
る
礼
儀
」
を
重
ん
ず
る
と
い
う
の
は
、
作
者
の 　

イ　

 

を
認

め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
藝
術
観
賞
は
、
作
者
と
観
賞
者
の
間
の
、
ひ
と
と
ひ
と
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
観
賞
者
た
る
も
の
、
相
手
の
意
図
を
確
認
し
て
お
く
の
は
当
然
の
態
度
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

《
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
い
と
不
安
に
な
る
》
と
い
う
の
は
、
消
極
的
肯
定
と
呼
ぶ
べ
き
意
見
だ
が
、
こ
れ
も
作
者
の

意
図
と
の
一
致
を
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
、
お
よ
そ
⑶
な
ま
え
と
い
う
も
の
に
ま
つ
わ

る
不
思
議
な
魔
力
を
言
い
当
て
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
藝
術
作
品
に
限
ら
な
い
。 　

Ⅰ　

 

ひ
と
で
も
、
花
で
も
、

動
物
で
も
、
強
く
関
心
を
ひ
く
も
の
に
出
会
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
そ
の
名
を
知
り
た
く
な
る
。
名
を
知
る

ま
で
は
、
わ
た
く
し
を
魅
了
し
た
そ
の
も
の
を
本
当
に
つ
か
ま
え
た
と
思
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
「
不

安
」
が
生
ま
れ
る
。
青
春
の
日
々
、
見
初
め
た
異
性
が
、
ど
こ
の
誰
な
の
か
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
名
を
知
り
た
い

と
い
う
欲
求
は
切
実
で
あ
ろ
う
。 　

Ⅱ　

 

そ
し
て
、
そ
の
名
を
知
っ
た
と
き
、
そ
の
名
は
魔
力
を
喪う
し
な

う
ど
こ
ろ
か
、

ま
す
ま
す
輝
い
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
平
凡
な
名
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。 　

Ⅲ　
 
彼
女
あ
る
い
は
か
れ
に
つ

い
て
認
め
た
美
点
の
す
べ
て
が
、
そ
の
名
に
響
き
合
う
。
ス（
注
）タ
ン
ダ
ー
ル
は
恋
愛
感
情
に
「
結
晶
作
用
」
を
認
め
た
が
、

恋
人
の
名
は
結
晶
の
核
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
藝
術
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
こ
の
よ
う
な
結
晶
作
用
は
な
い
だ
ろ
う
。 

 　

Ⅳ　

 

ど
れ
ほ
ど
よ
く
知
っ
て
い
る
作
品
で
も
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
い
限
り
、
ど
こ
と
な
く
落
ち
着
か
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
。 　

Ⅴ　

　

し
か
し
、
⑷
《
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
い
不
安
》
と
は
逆
の
不
安
を
洩も

ら
す
ひ
と
も
い
る
。
す
な
わ
ち
、
タ
イ
ト
ル
を

知
っ
て
音
楽
を
聴
く
方
が
作
品
の
理
解
が
深
ま
る
と
認
め
つ
つ
、
し
か
し
、
そ
の
と
き
言
葉
に
従
っ
て
音
楽
を
聴
い
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
が
よ
ぎ
る
。
不
安
な
の
は
、
そ
れ
が
音
楽
の
聴
き
方
と
し
て
《
不
純
》
な
も
の
と

思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
に
は
、
そ
う
思
い
つ
つ
、
そ
れ
で
も
タ
イ
ト
ル
は
絶
対
必
要
だ
と
言
う
ひ
と
も
い
る
。
し

か
し
他
方
に
は
、
決
然
と
し
て
審
美
派
を
宣
言
す
る
ひ
と
も
い
る
。《
タ
イ
ト
ル
は
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
言
葉
は
観
賞

体
験
を
方
向
づ
け
、
限
定
し
て
し
ま
う
》
か
ら
だ
。
タ
イ
ト
ル
を
無
視
し
て
、《
自
由
な
空
想
》
を
展
開
す
る
こ
と
こ

そ
、
真
の
、
そ
し
て
純
粋
な
作
品
観
賞
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
、
わ
た
く
し
の
試
み
た
実
験
つ
き
ア
ン
ケ
ー
ト
の
成
果
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
結
果
に
、
わ
た
く
し
は

本
当
に
感
心
し
た
。
⑸
タ
イ
ト
ル
に
ま
つ
わ
る
美
学
的
な
問
題
点
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
映
し
だ
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
と
き
出
席
し
て
い
た
一
〇
〇
人
以
上
の
学
生
諸
君
の
大
半
は
美
学
美
術
史
学
専
攻
で
、
そ
の
殆ほ

と
ん

ど
は
二
～

三
年
生
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
右
の
よ
う
に
答
え
て
く
れ
た
人
た
ち
は
、
特
に
藝
術
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
ち
、
い
わ

ゆ
る
「
藝
術
的
感
性
」
に
お
い
て
も
人
並
み
以
上
の
も
の
に
恵
ま
れ
て
い
た
、
と
は
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
こ
の
年
代

の
若
者
は
知
的
な
好
奇
心
も
⒠
オ
ウ
セ
イ
で
、
か
な
り
の
量
の
本
を
読
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
通
例
か
れ
ら
の
読
書
傾
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向
は
相
当
に
偏
っ
て
い
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
よ
う
な
美
学
理
論
に
つ
い
て
は
殆
ど
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

わ
た
く
し
は
見
て
い
る
。
右
に
紹
介
し
た
か
れ
ら
の
意
見
は
、
知
識
で
は
な
く
経
験
を
背
景
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
披ひ

瀝れ
き

さ
れ
た
意
見
の
な
か
に
、
あ
る
美
学
説
が
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
か

れ
ら
／
彼
女
ら
の
経
験
の
な
か
に
、
言
い
換
え
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
の
な
か
に
そ
の
美
学
が
浸
透
し
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

絵
画
の
プ
レ
ー
ト
に
せ
よ
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
瑣さ

末ま
つ

な
も
の
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
プ
レ
ー
ト
が
《
気
に
な
る
》
と
い
う
こ
と
、
ま
た
タ
イ
ト
ル
の
知
識
を
必
要
と
思
い
つ
つ
、
そ
こ
に
、
あ
る

《
不
純
さ
》
を
感
じ
、
殆
ど
《
後
ろ
め
た
さ
》
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
西
洋
近

代
美
学
の
影
が
認
め
ら
れ
る
。
わ
た
く
し
は
主
と
し
て
、
タ
イ
ト
ル
を
拒
絶
す
る
審
美
派
の
態
度
に
注
目
し
て
い
る
の

だ
が
、
近
代
美
学
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
教
養
派
も
変
わ
ら
な
い
。

 

（
佐さ

さ々

木き

健け
ん

一い
ち

『
タ
イ
ト
ル
の
魔
力
』）

（
注
）
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
（
一
七
八
三
～
一
八
四
二
）。
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問
１　

傍
線
部
⒜
～
⒠
と
同
じ
漢
字
を
含
む
語
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

⒜ 　

１　

 

、
⒝ 　

２　

 

、
⒞ 　

３　

 

、
⒟ 　

４　

 

、
⒠ 　

５　

 

。

 
 

 
 

①　

あ
の
人
は
キ
ン
ゲ
ン
な
性
格
だ
。

 
 

 
 

②　

キ
ン
ベ
ン
に
働
い
て
貯
蓄
に
は
げ
む
。

 

⒜　

ワ
ズ
か 

 　

１　

 
 

③　

食
料
を
キ
ン
ト
ウ
に
配
布
す
る
。

 
 

 
 

④　

第
一
試
合
は
キ
ン
サ
で
勝
利
し
た
。

 
 

 
 

⑤　

妹
は
モ
ッ
キ
ン
を
演
奏
し
て
い
た
。

 
 

 
 

①　

助
言
を
聞
か
ず
ガ
リ
ュ
ウ
で
押
し
通
す
。

 
 

 
 

②　

花
見
と
い
う
の
は
フ
ウ
ガ
な
催
し
だ
。

 

⒝　

ガ
マ
ン 

 　

２　
　

  

③　

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
球
根
が
ハ
ツ
ガ
す
る
。

 
 

 
 

④　

食
糧
不
足
に
よ
っ
て
キ
ガ
が
生
じ
る
。

 
 

 
 

⑤　

優
勝
を
シ
ュ
ク
ガ
す
る
会
に
参
加
し
た
。

 
 

 
 

①　

し
み
じ
み
と
し
た
カ
ン
ガ
イ
に
ふ
け
る
。

 
 

 
 

②　

不
正
な
役
人
を
民
衆
が
ダ
ン
ガ
イ
す
る
。

 

⒞　

ガ
イ
ロ
ン 

 　

３　

 
 

③　

人
生
を
切
り
開
く
キ
ガ
イ
の
あ
る
人
物
だ
。

 
 

 
 

④　

不
幸
な
キ
ョ
ウ
ガ
イ
を
乗
り
越
え
て
成
功
し
た
。

 
 

 
 

⑤　

あ
の
人
は
ガ
イ
ハ
ク
な
知
識
を
有
し
て
い
る
。

 
 

 
 

①　

ヨ
カ
を
利
用
し
て
外
国
旅
行
を
楽
し
む
。

 
 

 
 

②　

軽
は
ず
み
な
決
断
は
将
来
に
カ
コ
ン
を
残
す
。

 

⒟　

カ
ゲ
キ 

 　

４　

 
 

③　

カ
ブ
ン
な
お
言
葉
を
い
た
だ
き
恐
縮
す
る
。

 
 

 
 

④　

事
件
の
カ
チ
ュ
ウ
に
巻
き
込
ま
れ
る
。

 
 

 
 

⑤　

レ
ン
カ
で
高
品
質
な
商
品
を
売
り
出
す
。

 
 

 
 

①　

子
ど
も
た
ち
は
イ
ッ
セ
イ
に
走
り
出
し
た
。

 
 

 
 

②　

大
会
の
初
め
に
選
手
セ
ン
セ
イ
が
行
わ
れ
た
。

 

⒠　

オ
ウ
セ
イ 
 　

５　

 
 

③　

セ
イ
キ
ョ
し
た
友
人
へ
の
弔
辞
を
読
む
。

 
 

 
 

④　

被
害
者
が
損
害
賠
償
を
セ
イ
キ
ュ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

宴
会
は
セ
イ
キ
ョ
ウ
の
う
ち
に
終
わ
っ
た
。

⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭
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問
２　

傍
線
部
⑴
「
い
ま
わ
の
際
」
の
本
文
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

６　

 

。

①　

死
に
臨
ん
だ
と
き

②　

油
断
し
た
と
き

③　

高
齢
に
な
っ
た
と
き

④　

改
心
し
た
と
き

⑤　

本
心
を
問
わ
れ
た
と
き

問
３　

傍
線
部
⑵
「
そ
こ
に
は
っ
き
り
と
し
た
こ
だ
わ
り
が
垣
間
見
え
る
」
と
あ
る
が
、「
は
っ
き
り
と
し
た
こ
だ
わ

り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
だ
わ
り
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、  　

７　

 

。

①　

な
る
べ
く
多
く
の
知
識
を
踏
ま
え
て
作
品
を
観
賞
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
だ
わ
り
。

②　

余
計
な
知
識
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
作
品
を
観
賞
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
だ
わ
り
。

③　

不
正
確
な
知
識
に
頼
る
こ
と
な
く
作
品
を
観
賞
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
だ
わ
り
。

④　

自
分
の
感
性
と
知
識
だ
け
を
頼
り
に
作
品
を
観
賞
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
だ
わ
り
。

⑤　

主
観
を
な
る
べ
く
排
除
し
て
客
観
的
に
作
品
を
観
賞
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
だ
わ
り
。



― 6 ―

問
４　

空
欄 　

Ａ　

 

～ 　

Ｃ　

 

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

８　

 

。

①　

Ａ
＝
二
つ
の
楽
曲
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル

　
　

Ｂ
＝
そ
の
タ
イ
ト
ル
づ
け
の
原
理

　
　

Ｃ
＝
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ら
れ
た
二
つ
の
楽
曲

②　

Ａ
＝
タ
イ
ト
ル
づ
け
の
原
理

　
　

Ｂ
＝
二
つ
の
楽
曲
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル

　
　

Ｃ
＝
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
立
場
か
ら
見
た
作
品

③　

Ａ
＝
二
つ
の
楽
曲
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル

　
　

Ｂ
＝
そ
の
タ
イ
ト
ル
づ
け
の
原
理

　
　

Ｃ
＝
作
品
を
観
賞
す
る
立
場
か
ら
見
た
二
つ
の
楽
曲

④　

Ａ
＝
タ
イ
ト
ル
づ
け
の
原
理

　
　

Ｂ
＝
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ら
れ
た
二
つ
の
楽
曲

　
　

Ｃ
＝
作
品
を
観
賞
す
る
立
場
か
ら
見
た
タ
イ
ト
ル

⑤　

Ａ
＝
二
つ
の
楽
曲
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル

　
　

Ｂ
＝
そ
の
タ
イ
ト
ル
づ
け
の
原
理

　
　

Ｃ
＝
作
品
を
観
賞
す
る
立
場
か
ら
見
た
タ
イ
ト
ル

問
５　

空
欄 　

ア　

 

・ 　

イ　

 

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、
ア 　

９　

 

、
イ 　

10　

 

。

ア　

 　

９　

 　

①　

定
型
的　
　

②　

批
判
的　
　

③　

論
理
的

　
　
　
　
　
　
　

④　

感
覚
的　
　

⑤　

肯
定
的

イ　

 　

10　

 　

①　

経
験　
　
　

②　

無
化　
　
　

③　

現
前　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

④　

努
力　
　
　

⑤　

判
断
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問
６　

傍
線
部
⑶
「
な
ま
え
と
い
う
も
の
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
魔
力
」
の
説
明
と
し
て
正
し
く
な
い
も
の
を
、
次
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 　

11　

 

。

①　

強
い
関
心
を
も
っ
た
対
象
の
「
な
ま
え
」
を
、
ど
う
し
て
も
知
り
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
魔
力
。

②　

「
な
ま
え
」
を
知
る
こ
と
で
関
心
が
失
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ま
す
ま
す
強
く
な
る
よ
う
な
魔
力
。

③　

「
な
ま
え
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
対
象
を
把
握
し
た
実
感
が
得
ら
れ
な
い
と
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
魔
力
。

④　

「
な
ま
え
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
人
を
混
乱
や
惑
い
に
い
ざ
な
う
よ
う
な
魔
力
。

⑤　

藝
術
作
品
や
自
然
物
だ
け
で
な
く
、
恋
愛
の
対
象
で
あ
る
相
手
に
お
い
て
も
は
た
ら
く
よ
う
な
魔
力
。

問
７　

次
の
文
は
本
文
の
一
部
で
あ
る
。
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
。
本
文
中
の 　

Ｉ　

 

～ 　

Ⅴ　

 

の
中

か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

12　
 

。

し
か
し
、
な
ま
え
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
あ
る
魔
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
。

①　

 　

Ｉ　

②　

 　

Ⅱ　

③　

 　

Ⅲ　

④　

 　

Ⅳ　

⑤　

 　

Ⅴ　

問
８　

傍
線
部
⑷
「《
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
い
不
安
》
と
は
逆
の
不
安
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
「
不
安
」
か
。
そ

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

13　

 

。

①　

自
分
は
教
養
派
で
あ
る
と
感
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
ま
だ
純
粋
に
教
養
派
の
立
場
に
立
て
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
不
安
。

②　

教
養
派
の
立
場
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
実
は
審
美
派
の
立
場
の
方
が
藝
術
の
観
賞
に
お
い
て
純
粋
な
の
で
は

な
い
か
と
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
不
安
。

③　

自
分
は
審
美
派
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
が
、
実
は
審
美
派
の
藝
術
の
観
賞
の
や
り
方
は
ど
こ
か
不
純
で
は

な
い
か
と
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
不
安
。

④　

審
美
派
の
立
場
を
保
持
し
て
は
い
る
も
の
の
、
実
は
他
者
の
言
葉
に
従
っ
て
藝
術
を
観
賞
す
る
の
は
不
純
な

行
為
で
は
な
い
か
と
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
不
安
。

⑤　

自
分
は
教
養
派
だ
と
自
認
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
審
美
派
の
よ
う
な
不
純
な
芸
術
観
賞
を
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
な
不
安
。
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問
９　

傍
線
部
⑸
「
タ
イ
ト
ル
に
ま
つ
わ
る
美
学
的
な
問
題
点
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

次
の
文
の 　
　
　

 

に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
、「
意
図
」「
作
品
」
の
二
語
を
用
い
て
、
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

14　

 

。

審
美
派
だ
け
で
な
く
教
養
派
も
、  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
10　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

15　

 

。　

①　

作
者
の
表
現
意
図
に
沿
っ
て
作
品
を
観
賞
す
る
の
が
作
者
に
対
す
る
礼
儀
で
あ
る
と
考
え
る
人
び
と
は
、
藝

術
観
賞
を
、
人
間
同
士
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
一
種
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。

②　

作
品
の
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
い
と
不
安
に
な
る
と
い
う
意
見
の
持
ち
主
は
、
タ
イ
ト
ル
と
い
う
情
報
の
価
値

を
非
常
に
重
く
受
け
止
め
、
作
者
の
意
図
と
の
一
致
を
不
可
欠
の
も
の
と
考
え
て
い
る
。

③　

知
的
な
好
奇
心
を
も
っ
て
い
て
た
く
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
い
る
人
び
と
は
、
藝
術
を
観
賞
す
る
と
き
に
自
分

自
身
の
経
験
や
社
会
生
活
よ
り
も
、
む
し
ろ
美
学
説
の
理
論
を
重
視
す
る
こ
と
が
多
い
。

④　

藝
術
観
賞
と
は
、
絵
の
作
者
名
な
ど
を
記
し
た
プ
レ
ー
ト
や
音
楽
作
品
の
タ
イ
ト
ル
な
ど
か
ら
得
た
知
識
を

も
と
に
空
想
を
展
開
す
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
は
、
近
代
の
美
学
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑤　

絵
を
見
る
と
き
に
、
作
者
名
な
ど
が
書
か
れ
た
プ
レ
ー
ト
を
見
よ
う
と
し
な
い
人
び
と
が
存
在
す
る
が
、
そ

れ
は
作
品
や
作
者
に
関
す
る
知
識
を
既
に
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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問
題
Ⅱ 

　

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

　

私
は
長
く
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
し
て
き
ま
し
た
。
人
の
話
を
聞
く
の
が
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
仕
事
な
の
で
す
が
、
た
だ

黙
っ
て
話
を
聞
い
て
い
れ
ば
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
話
を
聞
く
時
に
、
話
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
絶
え
ず
な
ぜ
今
こ
の
人
は
こ

の
話
を
し
た
の
だ
ろ
う
、
次
は
ど
ん
な
話
に
な
る
だ
ろ
う
か
と
推
測
し
な
が
ら
話
を
聞
く
の
で
な
け
れ
ば
話
を
聞
く
こ

と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
思
い
が
け
な
い
展
開
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
予
想
し
て
い
た
よ
う
な
話
に
な
ら
な
い
と
し
た

ら
、
相
手
の
話
を
聞
く
時
に
自
分
の
物
差
し
を
当
て
よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
物
差
し
の
こ
と
を
ア（
注
１
）ド
ラ
ー
は
「
⑴
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
こ
ん
な
時
に
は
こ
ん
な

ふ
う
に
感
じ
、
こ
ん
な
行
動
を
と
る
だ
ろ
う
と
自
分
の
尺
度
で
相
手
の
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

自
分
や
他
者
を
ど
う
見
る
か
、
ま
た
、
何
か
問
題
を
前
に
し
た
時
に
そ
れ
を
ど
う
解
決
し
て
い
く
か
を
、
人
は
人
生
の

わ
り
あ
い
早
い
時
期
に
自
分
で
決
め
る
と
ア
ド
ラ
ー
は
考
え
て
い
ま
す
。
ア
ド
ラ
ー
自
身
は
四
、五
歳
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
十
歳
前
後
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
は
大
き
く
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
感
じ
方
、
考
え
方
が
唯
一
絶
対
だ
と
思
っ
て
い
る
人
は
、
他
の
人
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
す
が
、
そ
の
理
解
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
他
の
人
が
自
分
と
は
違
う
感
じ
方
、

考
え
方
を
し
て
い
る
な
ど
と
思
わ
な
い
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
誰
か
と
話
し
て
い
る
時
に
、
注
意
深
く
話
を
聞
け
ば
、
自
分
だ
っ
た
ら
そ
ん
な
ふ
う
に
は
考
え
な
い
と

い
う
こ
と
を
相
手
が
い
う
こ
と
に
⒜
オ
ド
ロ
く
よ
う
な
経
験
を
す
る
と
、
自
分
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
で
も
、
相
手
は

違
う
感
じ
方
、
考
え
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

相
手
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、「
も
し
も
自
分
だ
っ
た
ら
」
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
も
し
も
自
分
が
こ
の
人
だ
っ

た
ら
」
と
可
能
な
限
り
相
手
の
立
場
に
身
を
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ア
ド
ラ
ー
は
こ
れ
を
「
同
一
視
」
あ

る
い
は
「
共
感
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

⑵
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
共
感
は
本
を
読
む
時
に
も
必
要
で
す
。
著
者
と
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
違
う
こ
と
に

ま
ず
気
づ
か
な
け
れ
ば
、
著
者
の
考
え
方
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
大
切
な
こ
と
な
の
に
相
手
が
話
さ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
抵
は
必
ず
し
も
意
識

的
で
な
い
の
で
す
が
、
話
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
私
は
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
で
い
つ
ま
で
も
ピ
ー
ス
が
見
つ
か
ら
な
い

時
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
時
に
は
来
談
者
の
考
え
を
批
判
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
を
読
む
時
で
あ
れ
ば

著
者
の
考
え
に
同
意
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、「
な
る
ほ
ど
」
な
ど
と
感
心
し
て
読
ん
で
い
て
は
、
著
者
と
対
話
を
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
批
判
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
、
相
手
を
理
解
す
る
、
少
な
く
と
も
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
る
こ
と
が
先
決
で
す
。

　

著
者
と
自
分
は
対
等
な
の
で
す
か
ら
、
著
者
の
書
い
て
い
る
こ
と
を
鵜う

呑の

み
に
し
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。
私
は
長

年
ア
ド
ラ
ー
や
プ
ラ
ト
ン
な
ど
の
翻
訳
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
翻
訳
を
し
て
い
る
時
に
は
絶
え
ず
著
者
と
対
話
を
し
て

い
ま
す
。



― 10 ―

　

「
こ
れ
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
か
「
こ
れ
は
⒝
ム
リ
ス
ジ
で
は
な
い
で
す
か
」
と
呟つ
ぶ
や

き
な
が
ら
翻

訳
を
す
る
の
は
、
な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で
す
。

　

現
実
の
生
活
の
中
で
は
先
生
や
上
司
に
反
論
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
相
手
が
間
違
っ

た
こ
と
を
い
え
ば
、
そ
れ
を
黙
っ
て
聞
い
て
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
先
生
や
上
司
で
あ
っ
て
も
同
じ
で
す
。

　

反
論
し
て
も
い
い
の
で
す
し
、
反
論
す
る
べ
き
な
の
で
す
が
、
も
し
も
日
常
生
活
で
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
本
を
読
む
こ
と
が
反
論
を
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
り
ま
す
。
幸
い
、
著
者
は
反
論
し
て
も
怒
っ
た
り
し

ま
せ
ん
か
ら
、
安
心
し
て
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
⑶
本
の
限
界
で
も
あ
り
ま
す
。
著
者
は
い
い
っ
放
し
で
、
読
者
は
お
か
し
い
と
思
っ
て
も
直
接

反
論
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
今
は
反
論
し
て
も
著
者
が
直
ち
に
い
い
返
し
た
り
し
な
い
こ
と
を
日
常
生
活
で

は
反
論
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
使
え
る
と
考
え
ま
し
ょ
う
。

　

現
実
の
生
活
で
、
相
手
が
い
っ
て
い
る
こ
と
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
も
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
と
相
手
が

怒
り
出
す
と
か
、
指
摘
し
た
こ
と
で
自
分
の
こ
と
を
よ
く
思
わ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
何
も
い
わ
な
け
れ
ば
、

相
手
の
た
め
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　

政
治
家
が
答
弁
の
際
に
漢
字
を
読
み
間
違
う
の
は
、
誰
も
教
え
な
い
か
ら
で
す
。
お
そ
ら
く
は
、
何
度
も
間
違
い
を

繰
り
返
す
政
治
家
に
対
し
て
、
ま
わ
り
に
い
る
人
は
一
度
は
間
違
い
を
指
摘
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の

指
摘
を
素
直
に
受
け
止
め
れ
ば
、
同
じ
間
違
い
は
し
な
い
で
し
ょ
う
し
、
今
後
、
他
の
字
を
間
違
っ
た
時
に
も
、
間
違

う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
時
に
も
ま
わ
り
の
人
は
指
摘
す
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
誤
り
を
指
摘
し
た
の
に
そ
れ
を
率
直
に
認
め
て
く
れ
な
か
っ
た
と
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
指
摘
さ
れ
る

こ
と
を
嫌
い
、
指
摘
し
た
人
に
当
た
り
散
ら
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
経
験
を
す
れ
ば
、
ま
わ
り
の
人
は
二
度
と
誤
り
を

指
摘
し
よ
う
と
は
し
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　

反
論
の
話
に
戻
る
な
ら
ば
、
実
際
の
対
話
と
違
っ
て
あ
り
が
た
い
の
は
、
本
を
読
ん
で
い
る
時
に
は
著
者
と
の
対
話

を
い
つ
で
も
中
断
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
必
要
が
あ
れ
ば
前
の
ペ
ー
ジ
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
っ
た
時
、
実
際
の
話
の
中
で
は
も
う
次
の
話
に
移
っ
て
い
る
の
で
間
違
い
か
ど
う
か
を
た
し

か
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
読
書
の
場
合
は
読
む
の
を
中
断
し
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
ど
こ
が
間

違
っ
て
い
る
の
か
ゆ
っ
く
り
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

 　

Ａ　

 

、
実
際
の
話
で
も
、
質
問
し
、
そ
れ
へ
の
答
え
に
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
す
が
、
そ
れ
が
で
き

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本
を
読
む
時
に
質
問
、
反
論
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
積
ん
で
お
け
ば
、
詭き

弁べ
ん

を
⒞
ロ
ウ
す
る
人
に

も
反
論
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ア
ド
ラ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
昔
の
人
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
感
覚
で
い
え
ば
明
治
生
ま
れ
の
お
じ
い
さ
ん
で
す
が
、
ま
だ

ま
だ
時
代
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
思
え
る
よ
う
な
新
し
い
こ
と
を
い
う
一
方
、
も
は
や
今
の
時
代
に
は
⒟
ツ
ウ
ヨ
ウ

し
な
い
こ
と
も
い
っ
て
い
ま
す
。 　

Ｂ　

 

、
家
事
は
女
性
が
し
た
方
が
い
い
と
か
、
結
婚
は
人
類
の
た
め
に
な
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
時
代
と
社
会
の
限
界
を
感
じ
ま
す
。

　

し
か
し
、
た
だ
現
代
と
比
較
し
て
古
い
と
切
り
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
⑷
言
葉
尻
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

著
者
が
ど
う
考
え
て
こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
の
か
を
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
古
い
と
切
り
捨
て
て

し
ま
う
と
、
⑸
大
抵
の
古
典
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
本
は
読
め
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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先
に
、
相
手
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
と
い
う
意
味
で
の
共
感
が
本
を
読
む
時
に
必
要
だ
と
書
き
ま
し
た
が
、
そ
う

し
た
上
で
、
さ
ら
に
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
る
だ
ろ
う
、
ど
う
す
る
だ
ろ
う
と
思
考
し
た
時
に
、
こ
の
著
者
が
い
っ

て
い
る
こ
と
が
お
か
し
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
誰
か
の
考
え
方
を
無
批
判
に
受
け
止
め
る
の
で
は
な
く
、
お
か
し
い
こ
と
が
わ
か
る
た
め
に
は
、
私
の
場
合

は
プ（
注
２
）ラ
ト
ン
哲
学
や
ア
ド
ラ
ー
心
理
学
を
学
ん
で
き
た
こ
と
が
役
に
立
ち
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
ド

ラ
ー
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
流
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、「errare m

alo 

cum
 Platone

」（「
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
と
と
も
に
誤
る
こ
と
を
望
む
」）
と
古
代
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
キ
ケ
ロ
が
い
っ
て

い
る
よ
う
に
、
判
断
や
⒠
ヒ
ョ
ウ
カ
す
る
際
の
規
範
と
で
も
い
う
べ
き
考
え
方
を
知
っ
て
い
る
と
、
本
を
読
ん
だ
り
、

人
の
話
を
聞
い
た
り
す
る
時
に
ど
う
考
え
て
い
い
か
見
当
も
つ
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。

　

相
手
が
話
し
て
い
る
こ
と
が
お
か
し
い
と
思
っ
た
時
と
か
、
間
違
い
を
し
た
時
と
か
、
話
を
し
て
い
る
途
中
で
、
何

か
思
い
つ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
の
対
話
の
場
面
で
は
何
か
思
い
つ
い
て
も
、
相
手
を
放
っ
て
お
い
て
自
分
の
思

考
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
読
書
の
場
合
は
著
者
は
目
の
前
に
い
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
も
本
か

ら
離
れ
て
自
分
の
思
考
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
時
に
は
、
本
を
読
み
続
け
て
い
て
も
、
著
者
が
述
べ
て
い
る
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に
赤
線
を
引
く
よ
り
は
、

読
ん
で
い
る
途
中
に
思
い
つ
い
た
こ
と
を
欄
外
に
メ
モ
す
る
こ
と
の
方
が
多
く
な
り
ま
す
し
、
そ
の
方
が
読
書
を
す
る

時
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
本
を
読
む
時
に
傍
線
を
引
く
か
、
メ
モ
を
取
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て

は
後
で
考
え
ま
す
。

　

本
は
こ
の
よ
う
に
⑹
著
者
と
の
対
話
な
の
で
、
本
を
読
む
こ
と
で
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
ど
う
生
き
る
べ
き
か
を
考
え

て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
直
接
答
え
る
、
あ
る
い
は
答
え
よ
う
と
す
る
の
が
哲
学
の
本
で
す
。

　

突
然
、
哲
学
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
が
、
こ
の
「
哲
学
」
と
い
う
の
は
、
学
問
の
名
前
と
し
て
の
哲
学
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
知
を
愛
す
る
」
と
い
う
本
来
の
意
味
で
の
哲
学
で
す
。
昆
虫
や
鳥
や
花
に
興
味
を
持
っ
た
人
は
名
前
を

知
り
た
く
て
図
鑑
を
調
べ
る
で
し
ょ
う
。
何
か
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
っ
て
読
む
本
は
、
知
的
好
奇
心
を
駆
り
立
て

ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
⑺
哲
学
の
本
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

小
説
を
読
む
時
に
も
、
た
だ
ス
ト
ー
リ
ー
を
追
う
だ
け
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
生
き
方
か
ら
少
し
で
も
自
分
の
生

き
方
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
本
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
哲
学
の
本
と
い
え
ま
す
。

　

著
者
も
、
小
説
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
、
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
、
人
生
を
ど
う
生
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対

し
て
の
自
分
の
考
え
を
読
者
に
伝
え
た
り
、
読
者
に
あ
な
た
は
こ
の
人
生
を
ど
う
生
き
る
の
か
と
問
う
て
い
る
の
で
す
。

 

（
岸き
し

見み

一い
ち

郎ろ
う

『
本
を
ど
う
読
む
か
』）

（
注
１
）
ア
ド
ラ
ー
…
…
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
の
精
神
医
学
者
（
一
八
七
〇
～
一
九
三
七
）。

（
注
２
）
プ
ラ
ト
ン
…
…
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
。
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問
１　

傍
線
部
⒜
～
⒠
と
同
じ
漢
字
を
含
む
語
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

⒜ 　

16　

 

、
⒝ 　

17　

 

、
⒞ 　

18　

 

、
⒟ 　

19　

 

、
⒠ 　

20　

 

。

 
 

 
 

①　

キ
ョ
ウ
イ
的
な
身
体
能
力
を
発
揮
す
る
。

 
 

 
 

②　

各
自
が
資
材
を
キ
ョ
ウ
シ
ュ
ツ
す
る
。

 

⒜　

オ
ド
ロ
く 

 　

16　
　

  

③　

交
易
に
関
す
る
キ
ョ
ウ
テ
イ
を
結
ぶ
。

 
 

 
 

④　

自
然
の
恩
恵
を
キ
ョ
ウ
ジ
ュ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

旅
先
の
光
景
に
キ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
を
覚
え
た
。

 
 

 
 

①　

物
体
に
対
し
キ
ン
イ
ツ
に
力
を
加
え
る
。

 
 

 
 

②　

キ
ン
カ
ン
日
食
の
仕
組
み
に
つ
い
て
調
べ
る
。

 

⒝　

ム
リ
ス
ジ 

 　

17　
　

  

③　

大
掃
除
で
床
を
丹
念
に
ゾ
ウ
キ
ン
で
磨
く
。

 
 

 
 

④　

キ
ン
リ
ョ
ク
が
低
下
し
な
い
よ
う
運
動
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

長
い
付
き
合
い
で
キ
ョ
ウ
キ
ン
を
開
く
仲
に
な
る
。

 
 

 
 

①　

徹
夜
で
作
業
し
た
学
生
の
ロ
ウ
を
ね
ぎ
ら
う
。

 
 

 
 

②　

友
人
の
前
で
意
外
な
特
技
を
ヒ
ロ
ウ
す
る
。

 

⒞　

ロ
ウ
す
る 

 　

18　
　

  

③　

人
を
グ
ロ
ウ
す
る
の
は
学
問
的
な
態
度
で
は
な
い
。

 
 

 
 

④　

こ
の
詩
の
魅
力
は
ロ
ウ
ド
ク
し
て
こ
そ
分
か
る
。

 
 

 
 

⑤　

書
類
の
記
載
内
容
に
イ
ロ
ウ
が
な
い
か
確
か
め
る
。

 
 

 
 

①　

恩
師
か
ら
チ
ュ
ウ
ヨ
ウ
の
精
神
を
学
ぶ
。

 
 

 
 

②　

再
会
が
楽
し
み
で
気
持
ち
が
コ
ウ
ヨ
ウ
す
る
。

 

⒟　

ツ
ウ
ヨ
ウ 

 　

19　
　

  

③　

傍
聴
し
た
講
演
の
ヨ
ウ
シ
を
ま
と
め
る
。

 
 

 
 

④　

シ
ャ
ヨ
ウ
産
業
か
ら
の
脱
却
を
図
る
。

 
 

 
 

⑤　

面
接
合
格
者
を
課
長
に
ニ
ン
ヨ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

①　

泥
じ
み
が
つ
い
た
靴
下
を
ヒ
ョ
ウ
ハ
ク
す
る
。

 
 

 
 

②　

選
挙
の
た
め
に
ト
ウ
ヒ
ョ
ウ
バ
コ
を
設
け
る
。

 

⒠　

ヒ
ョ
ウ
カ 
 　

20　
　

  

③　

手
を
挙
げ
た
ヒ
ョ
ウ
シ
に
カ
ッ
プ
を
倒
し
た
。

 
 

 
 

④　

初
演
舞
台
か
ら
コ
ウ
ヒ
ョ
ウ
を
博
し
て
い
る
。

 
 

 
 

⑤　

同
じ
ド
ヒ
ョ
ウ
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
て
み
る
。

⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭
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問
２　

傍
線
部
⑴
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

21　

 

。

①　

相
手
の
話
の
展
開
を
正
し
く
予
想
す
る
た
め
の
思
考
の
様
式
。

②　

相
手
の
話
と
類
似
し
た
事
例
を
想
起
す
る
た
め
の
知
識
の
体
系
。

③　

自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
決
め
る
基
準
と
な
る
価
値
観
。

④　

自
分
の
考
え
方
や
感
じ
方
の
基
準
を
形
成
す
る
幼
少
期
の
経
験
。

⑤　

自
分
の
考
え
方
と
感
覚
を
唯
一
絶
対
の
基
準
と
す
る
行
動
の
様
式
。

問
３　

傍
線
部
⑵
「
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
共
感
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

22　

 

。

①　

相
手
が
、
他
の
人
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
。

②　

相
手
が
自
分
と
は
違
う
感
じ
方
や
考
え
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
理
解
す
る
こ
と
。

③　

自
分
と
相
手
の
相
違
点
で
は
な
く
、
共
通
点
を
探
す
こ
と
で
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
。

④　

相
手
の
感
じ
方
や
考
え
方
に
自
分
の
身
を
置
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
。

⑤　

相
手
の
感
じ
方
や
考
え
方
を
、
自
分
の
も
の
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
。

問
４　

傍
線
部
⑶
「
本
の
限
界
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

23　

 

。

①　

著
者
が
ど
れ
だ
け
注
意
深
く
書
い
て
も
間
違
い
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
。

②　

意
見
を
相
手
に
伝
達
で
き
る
の
は
著
者
の
側
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
。

③　

著
者
の
主
張
が
読
者
に
正
し
く
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

④　

ど
ん
な
内
容
で
も
著
者
は
読
者
か
ら
批
判
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

⑤　

翻
訳
す
る
こ
と
で
そ
の
本
が
元
々
持
っ
て
い
た
意
味
が
変
わ
る
こ
と
。
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問
５　

空
欄 　

Ａ　

 

・ 　

Ｂ　

 

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、
Ａ 　

24　

 

、
Ｂ 　

25　

 

。

Ａ　

 　

24　
 　

①　

た
だ
し　
　
　

②　

す
な
わ
ち　
　
　

③　

む
し
ろ　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

④　

も
ち
ろ
ん　
　

⑤　

い
わ
ば

Ｂ　

 　

25　

 　

①　

そ
の
上　
　
　

②　

従
っ
て　
　
　
　

③　

例
え
ば　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

④　

実
は　
　
　
　

⑤　

意
外
に
も

問
６　

傍
線
部
⑷
「
言
葉
尻
を
捉
え
る
」
と
似
た
意
味
を
表
す
慣
用
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

26　

 
。

①　

木
で
鼻
を
く
く
る

②　

横
車
を
押
す

③　

や
ぶ
か
ら
棒

④　

あ
げ
足
を
取
る

⑤　

二
の
句
が
継
げ
な
い

問
７　

傍
線
部
⑸
「
大
抵
の
古
典
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
本
は
読
め
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ

か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

27　

 

。

①　

時
代
や
社
会
の
状
況
に
合
う
本
だ
け
を
選
ん
で
読
ん
で
い
る
と
、
内
容
の
古
い
本
は
い
つ
の
ま
に
か
忘
れ
去

ら
れ
、
読
み
た
く
て
も
そ
の
本
の
入
手
が
と
て
も
難
し
く
な
っ
て
い
く
か
ら
。

②　

そ
の
本
が
書
か
れ
た
時
代
に
は
新
し
い
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
今
の
時
代
の
私
た
ち
の
感
覚
で
は
当
た

り
前
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
ま
っ
た
く
新
鮮
さ
が
な
い
か
ら
。

③　

古
典
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
本
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
や
表
現
は
古
い
た
め
、
現
代
の
私
た
ち
に
は
読
み
に
く

く
わ
か
り
づ
ら
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
内
容
の
理
解
が
難
し
い
か
ら
。

④　

そ
の
本
の
背
景
と
な
る
時
代
や
社
会
が
現
代
と
は
異
な
る
た
め
、
一
見
す
る
と
現
代
で
は
意
味
を
な
さ
な
い

内
容
が
書
か
れ
て
い
て
、
読
む
価
値
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

⑤　

古
典
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
本
は
、
家
事
や
結
婚
に
関
す
る
古
い
考
え
方
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
現

代
の
習
慣
や
感
覚
と
は
合
わ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
。
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問
８　

傍
線
部
⑹
「
著
者
と
の
対
話
」
と
あ
る
が
、
読
書
に
お
け
る
「
著
者
と
の
対
話
」
に
は
、
実
際
の
対
話
に
は
な

い
ど
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  

 　

28　
 

。

問
９　

傍
線
部
⑺
「
哲
学
の
本
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
考
え
る
「
哲
学
の
本
」
の
例
と
し
て
正
し
く
な
い
も
の
を
、
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

29　

 

。

①　

知
り
た
い
こ
と
に
対
す
る
答
え
が
見
い
だ
せ
る
本
。

②　

従
来
の
学
問
と
し
て
の
哲
学
に
批
判
的
な
本
。

③　

こ
れ
ま
で
の
生
活
を
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
本
。

④　

駆
り
立
て
ら
れ
た
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
本
。

⑤　

将
来
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
本
。

問
10　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

30　

 

。

①　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
い
て
相
手
の
話
に
「
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
こ
と
」
と
は
、
無
意
識
に
隠
さ
れ
て
い

る
大
切
な
こ
と
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

②　

読
書
に
お
い
て
は
著
者
の
考
え
に
同
意
す
る
必
要
は
な
く
、
本
の
内
容
を
自
分
の
尺
度
で
理
解
し
、
常
に
批

判
的
に
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

③　

読
書
に
よ
っ
て
反
論
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
と
、
相
手
が
間
違
う
こ
と
が
予
想
で
き
、
そ
れ
を
的
確
に
指

摘
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

④　

本
を
批
判
的
に
読
む
前
提
と
し
て
、
ま
ず
著
者
の
立
場
や
生
き
た
時
代
に
身
を
置
い
て
、
そ
の
内
容
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑤　

真
の
小
説
と
は
、
登
場
人
物
の
生
き
方
か
ら
自
分
の
生
き
方
を
問
い
直
す
よ
う
な
哲
学
的
な
読
み
方
が
可
能

な
作
品
の
こ
と
で
あ
る
。
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