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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
。

　

人
間
は
単
一
の
「
型
」
で
簡
単
に
表
現
で
き
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
抽
象
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
、
そ
の

人
物
の
一
面
を
代
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
以
外
の
面
も
必
ず
あ
る
。
ま
た
、
単
純
な
「
型
」
に
な
る
ほ
ど
、

適
用
範
囲
が
広
く
な
り
、
同
時
に
、
多
く
の
単
純
な
「
型
」
を
組
み
合
わ
せ
て
、
現
実
に
近
づ
け
る
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
も
で
き
る
。

　

あ
る
一
人
の
人
間
が
、
Ａ
と
い
う
型
と
、
Ｂ
と
い
う
型
を
⒜
ア
ワ
せ
持
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
は
ご
く
自
然
に

あ
る
だ
ろ
う
。
ど
う
い
う
場
合
に
Ａ
が
現
れ
、
ど
う
な
れ
ば
Ｂ
に
な
る
の
か
、
と
い
う
⒝
ブ
ン
セ
キ
も
で
き
る
。

　

人
間
は
、
ほ
と
ん
ど
の
「
型
」
を
大
な
り
小
な
り
持
っ
て
い
て
、
そ
の
比
率
や
⒞
ユ
ウ
セ
ン
度
が
違
う
だ
け
だ
、
と

い
う
よ
う
な
考
え
に
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
な
る
と
、
も
と
も
と
は
個
人
を
表
し
て
い
た
型
が
、

人
間
の
大
多
数
に
見
ら
れ
る
傾
向
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
抽
象
的
で
シ
ン
プ
ル
に
考
え
て
い
く
と
、
そ
う
い
っ
た
構

成
分
子
の
よ
う
な
も
の
が
沢
山
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。
遺
伝
子
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
で
、
人
間
の
バ
ラ
エ

テ
ィ
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
も
面
白
い
。

　

シ
ン
プ
ル
な
パ
ー
ツ
を
組
み
合
わ
せ
て
、
ど
ん
な
⒟
フ
ク
ザ
ツ
な
も
の
で
も
作
れ
る
。
パ
ー
ツ
が
抽
象
的
で
シ
ン
プ

ル
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
レ（
注
）ゴ
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
パ
ー
ツ
が
シ
ン
プ
ル
な
も
の
ほ
ど 

 　

Ａ　

 

が
高
い
。
具
体
的
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
使
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
あ
る
人
物
を
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
抽
象
的
な
「
型
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
と
し
よ
う
。
だ
い
た

い
、
こ
の
人
物
は
こ
ん
な
ふ
う
だ
、
と
把
握
し
た
（
見
切
っ
た
）
と
感
じ
て
い
て
も
、
と
き
に
は
そ
の
人
物
が
、
そ
れ

ら
の
型
か
ら
逸
脱
し
た
言
動
に
出
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
と
き
、「
あ
あ
、
こ
の
人
は
計
り
知
れ
な
い
と
こ
ろ
が

あ
る
な
」
と
感
じ
ら
れ
る
し
、
つ
ま
り
は
、
モ
デ
ル
化
で
き
な
い
、
現
実
の
人
間
の
「
深
さ
」
の
よ
う
な
も
の
を
意
識

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
モ
デ
ル
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、「
人
間
の
深
さ
の
よ
う
な
も
の
」
と
し
て
抽
象
で
き
る
。

　

一
方
で
は
、
簡
単
に
モ
デ
ル
化
で
き
る
人
物
は
、「
浅
い
」
人
間
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど

ど
う
い
う
ふ
う
に
行
動
す
る
か
、
ど
う
考
え
る
か
を
読
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
単
純
で
扱
い
や
す
い
け
れ
ど
、

深
み
が
な
け
れ
ば
、
人
間
と
し
て
つ
き
合
う
と
、
や
や
物
足
り
な
く
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

⑴
具
体
的
な
思
考
し
か
で
き
な
い
人
は
、
最
初
の
印
象
が
悪
け
れ
ば
「
嫌
い
」
に
な
り
、
良
け
れ
ば
「
好
き
」
に
な

る
。
で
も
、
い
つ
か
は
や
は
り
「
嫌
い
」
に
な
る
。
浅
い
も
深
い
も
わ
か
ら
な
い
。「
嫌
い
」
に
な
る
と
、
す
ぐ
に
離

れ
て
し
ま
う
か
ら
、「
好
き
」
に
戻
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
感
情
的
な
判
断
と
は
、
こ
う
い
う
も
の
だ
。
明
ら
か
に
、

一
面
だ
け
で
捉
え
て
い
る
の
で
、
本
当
の
価
値
を
見
逃
す
こ
と
が
多
い
。

　

こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
人
間
を
抽
象
的
に
捉
え
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
間
の
深
さ
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
点

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
思
考
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
人
の
考
え
と
い
う
の
は
、
言
葉
で
し
か
伝
達
で
き
な
い
も
の

だ
が
、
と
に
か
く
そ
れ
を
聞
い
た
と
き
、「
こ
の
考
え
は
な
か
な
か
深
い
な
」
と
感
心
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
深
さ

と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
自
身
の
型
に
簡
単
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
未
知
の
も
の
が
ま
だ
ほ
か
に

あ
り
そ
う
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え
ば
、「
そ
の
方
面
の
抽
象
化
を
自
分
は
見
過
ご
し
て
い
た
」
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
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⑵
抽
象
的
に
人
を
見
る
人
は
、
好
き
嫌
い
で
人
を
判
別
せ
ず
、「
こ
の
人
か
ら
な
に
か
自
分
に
得
ら
れ
る
も
の
は
な

い
か
」
と
い
う
興
味
を
絶
え
ず
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
好
き
嫌
い
だ
け
で
判
断
し
て
い
な
い
た
め
に
、「
思
慮
深

く
」
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
思
慮
深
さ
」
と
い
う
も
の
は
、
思
慮
が
浅
い
人
に
は
ま
っ
た
く
認
識
さ
え
で
き
な
い
。

　

よ
く
、
面
白
い
ア
イ
デ
ア
を
聞
い
た
と
き
、「
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
思
い
つ
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
を
⒠
イ
ダ

く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
考
え
た
け
れ
ど
、
採
用
し
な
か
っ
た
」
で
は
な
い
。
思
い
も
し
な
か
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

そ
の
方
向
へ
は
自
分
は
視
線
も
向
け
な
か
っ
た
、
発
想
さ
え
持
た
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
で
は
何
故
、

「
な
る
ほ
ど
」
と
い
っ
た
感
想
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　

自
分
が
考
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
一
瞬
に
し
て
そ
れ
が
妥
当
で
あ
り
、
魅
力
が
あ
り
、
使
え
そ
う
な
こ
と

が
判
断
で
き
る
の
は
、
も
と
も
と
抽
象
的
な
「
型
」
を
持
っ
て
い
た
証
拠
で
あ
る
。「
バ
ー
ル
」
だ
け
を
探
し
て
い
た

人
に
、
バ
ー
ル
で
は
な
い
も
の
を
見
せ
て
も
、「
な
る
ほ
ど
」
と
は
思
わ
な
い
。「
バ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
」
を
探
し
て

い
た
人
は
、
自
分
で
見
つ
け
ら
れ
な
く
て
も
、
人
が
「
こ
れ
な
ん
か
ど
う
？
」
と
示
し
た
も
の
に
、
⑶
「
あ
、
そ
れ

だ
」
と
気
づ
く
。
そ
う
い
う
と
き
に
、「
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
思
い
つ
か
な
か
っ
た
な
」
と
感
じ
る
の
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
発
想
力
が
不
足
し
、
自
力
で
は
思
い
つ
け
な
い
場
合
で
も
、「
～
の
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
抽
象
的

な
目
で
探
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
人
が
言
っ
た
こ
と
、
本
で
読
ん
だ
こ
と
な
ど
、
外
部
か
ら
飛
び
込
ん
で
く
る
情
報
の
中

に
、
待
っ
て
い
た
答こ
た
え

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
な
こ
と
に
囚と
ら

わ
れ
て
い
る
と
、
い
く
ら
沢
山
の
イ
ン

プ
ッ
ト
情
報
が
あ
っ
て
も
、
使
え
る
も
の
を
見
逃
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
⑷
抽
象
的
思
考
を
す
る
人
は
、
ど
ん
な
人
間
か
ら
で
も
、
自
分
の
利
益
に
な
る
発
想
を
拾
え
る
こ
と
を
経

験
的
に
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
自
然
に
人
の
話
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
る
。「
こ
い
つ
の
話
な
ん
か
聞

い
て
も
し
か
た
が
な
い
」
と
か
、「
こ
の
本
は
読
ん
で
も
な
に
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
は
考
え
な

い
し
、
さ
き
ほ
ど
も
書
い
た
よ
う
に
、「
好
き
嫌
い
」
で
情
報
を
遮
断
す
る
よ
う
な
先
入
観
も
持
た
な
い
。
素
直
に
見

て
、
素
直
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ど
ん
な
も
の
に
で
も
自
分
の
役
に
立
つ
よ
う
な
ヒ
ン
ト
が
見み

出い
だ

せ
る
、

と
い
う
極
め
て
単
純
な
理
由
の
た
め
だ
。

　

結
果
的
に
、
こ
れ
が
で
き
る
人
間
は
、
他
者
と
の
関
係
を
大
事
に
す
る
だ
ろ
う
し
、
た
と
え
自
分
と
意
見
が
違
っ
て

い
て
も
、
相
手
を
尊
重
す
る
と
い
う
姿
勢
が
ご
く
自
然
に
取
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
い
う
人
は
、
他
者
か

ら
信
頼
さ
れ
る
し
、
べ
つ
に
自
分
を
売
り
込
ま
な
く
て
も
、
自
然
に
人
か
ら
親
し
ま
れ
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
客
観
的
で
抽
象
的
な
考
え
方
が
で
き
る
人
は
、
人
間
関
係
を
築
く
上
で
無
理
を
す
る
こ
と
が
少
な
い
。

そ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
自
分
も
我
慢
を
し
な
く
て
済
む
か
ら
、
気
が
楽
に
な
る
し
、
そ
の
素
直
さ
故
に
、
Ｘ
期
せ
ず

し
て
周
囲
の
信
頼
を
得
る
こ
と
に
も
な
る
。
相
手
を
尊
重
す
る
姿
勢
と
い
う
の
は
、
日
常
の
生
活
の
中
で
も
、
な
に
げ

な
い
仕
草
や
言
葉
遣
い
に
表
れ
る
。
そ
れ
が
周
辺
の
人
た
ち
に
浸
透
し
、
結
果
と
し
て
、
友
人
も
で
き
や
す
い
し
、
ま

た
人
か
ら
推
さ
れ
て
リ
ー
ダ
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
や
す
い
。
こ
う
い
っ
た
傾
向
も
、
人
間
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
、
抽
象
的
な
「
人
間
の
型
」
の
一
つ
と
い
え
る
。

　

た
と
え
ば
、
お
客
さ
ん
に
は
こ
う
接
し
な
さ
い
、
と
い
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
り
、
そ
の
と
お
り
従
う
よ
う
に
店
員
を

教
育
す
れ
ば
、
ど
の
店
員
も
同
じ
よ
う
に
笑
顔
を
作
り
、
同
時
に
頭
を
下
げ
、
似
た
台せ

り
ふ詞
ば
か
り
で
対
応
す
る
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
お
店
に
来
る
客
は
、
そ
こ
で
長
時
間
過
ご
す
わ
け
で
も
な
い
し
、
店
員
と
友
達
に
な
り
た
い
か
ら
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来
店
す
る
の
で
も
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
こ
れ
で
間
違
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、「
感
じ
の
良
い
店
員
だ
な
」
と
思
う
の
は

最
初
の
う
ち
だ
け
で
、
こ
れ
が
度
重
な
る
と
、
せ
い
ぜ
い
「
よ
く
教
育
さ
れ
て
い
る
な
」
と
感
じ
る
程
度
だ
ろ
う
。
マ

ニ
ュ
ア
ル
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
場
合
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
み

ん
な
が
Ｙ
一
本
調
子
に
な
る
。

　

一
方
、「 　

Ｂ　

 
」
と
抽
象
的
な
教
育
を
し
た
と
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
言
葉
で
い
え
ば
一
瞬
で
終
わ
り
で
あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
店
員
た
ち
は
、
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
具
体
的
な
マ
ニ
ュ

ア
ル
に
従
わ
せ
る
場
合
よ
り
も
、
時
間
が
か
か
り
、
効
率
が
悪
く
、
ま
た
少
な
か
ら
ず
各
自
の
能
力
を
要
求
す
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
こ
の
抽
象
的
な
指
示
が
「
理
解
」
で
き
た
店
員
は
、
自
分
の
意
思
で
客
に
対
応
す
る
。

そ
う
い
っ
た
「
質
」
と
い
う
の
は
、
客
か
ら
見
た
場
合
、
上う

ま手
く
す
れ
ば
気
持
ち
の
良
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、

店
員
自
身
が
成
長
で
き
る
可
能
性
も
大
き
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

具
体
的
な
指
示
は
、
そ
の
と
お
り
従
え
ば
文
句
は
言
わ
れ
な
い
の
で
、
な
に
も
考
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
ま
ま

実
行
す
れ
ば
良
い
。 　

Ⅰ　

 

し
か
し
、
指
示
が
抽
象
的
に
な
る
ほ
ど
、
ど
う
行
動
す
れ
ば
そ
の
指
示
に
合
致
す
る
の

か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
、
何
故
そ
ん
な
指
示
が
出
た
の
か
、
さ
ら
に
上
の
レ
ベ
ル
の
理
由
や
精
神
ま
で
想

像
す
る
こ
と
に
も
な
る
。 　

Ⅱ　

 

お
客
を
丁
寧
に
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
の
理
由
は
何
か
、
と
い
う
具
合
に

で
あ
る
。 　

Ⅲ　

 

そ
こ
ま
で
理
解
し
な
い
と
、
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。 　

Ⅳ　

 

非
常
に

人
間
ら
し
い
、
有
能
さ
を
期
待
さ
れ
る
。 　

Ⅴ

 

（
森も
り

博ひ
ろ

嗣し

『
人
間
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
け
ば
良
い
の
か
』）

（
注
）
レ
ゴ
・
ブ
ロ
ッ
ク
…
… 

デ
ン
マ
ー
ク
の
玩
具
会
社
「
レ
ゴ
」
が
販
売
す
る
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
組
み
立
て
玩

具
。
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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　

弟
の
オ
ウ
ヘ
イ
な
態
度
を
注
意
す
る
。

 
 

 
 

②　

体
育
館
に
椅
子
を
ヘ
イ
レ
ツ
に
配
置
す
る
。

 

⒜　

ア
ワ
せ 

 　

１　

 
 

③　

部
長
が
セ
ン
タ
ー
長
を
ヘ
イ
ニ
ン
す
る
。

 
 

 
 

④　

長
時
間
の
重
労
働
に
ヒ
ヘ
イ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

ヘ
イ
メ
イ
塞
聡
の
状
態
か
ら
抜
け
出
す
。

 
 

 
 

①　

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
市
民
の
意
向
を
セ
キ
シ
ュ
ツ
す
る
。

 
 

 
 

②　

ジ
セ
キ
の
念
に
駆
ら
れ
て
反
省
す
る
。

 

⒝　

ブ
ン
セ
キ 

 　

２　

 
 

③　

外
国
製
品
を
ハ
イ
セ
キ
す
る
運
動
が
活
発
に
な
る
。

 
 

 
 

④　

セ
キ
ベ
ツ
の
思
い
が
胸
に
迫
っ
て
苦
し
い
。

 
 

 
 

⑤　

相
続
の
た
め
に
コ
セ
キ
の
情
報
を
取
り
寄
せ
た
。

 
 

 
 

①　

天
気
が
悪
く
て
ユ
ウ
ウ
ツ
な
気
分
に
な
る
。

 
 

 
 

②　

経
験
者
を
ユ
ウ
グ
ウ
し
て
採
用
す
る
。

 

⒞　

ユ
ウ
セ
ン 

 　

３　

 
 

③　

係
り
員
の
ユ
ウ
ド
ウ
に
従
っ
て
移
動
す
る
。

 
 

 
 

④　

決
断
に
一
週
間
の
ユ
ウ
ヨ
を
与
え
る
。

 
 

 
 

⑤　

シ
ユ
ウ
を
決
す
る
戦
い
に
挑
む
。

 
 

 
 

①　

正
体
を
隠
す
た
め
に
フ
ク
メ
ン
す
る
。

 
 

 
 

②　

昆
虫
の
フ
ク
ガ
ン
を
観
察
す
る
。

 

⒟　

フ
ク
ザ
ツ 

 　

４　

 
 

③　

感
情
の
キ
フ
ク
が
激
し
く
な
る
。

 
 

 
 

④　

バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
フ
ク
サ
イ
を
添
え
る
。

 
 

 
 

⑤　

山
の
チ
ュ
ウ
フ
ク
で
休
憩
を
と
る
。

 
 

 
 

①　

約
束
の
時
間
に
取
引
先
を
ホ
ウ
モ
ン
す
る
。

 
 

 
 

②　

ホ
ウ
マ
ン
な
経
営
を
見
直
す
。

 

⒠　

イ
ダ
く 
 　

５　

 
 

③　

細
か
い
キ
ホ
ウ
が
発
生
し
た
。

 
 

 
 

④　

古
い
ビ
ル
の
天
井
が
ホ
ウ
ラ
ク
し
た
。

 
 

 
 

⑤　

新
学
期
の
ホ
ウ
フ
を
述
べ
る
。

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

空
欄 　

Ａ　

 

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  

　
６
　 

。

①　

実
用
性

②　

汎
用
性

③　

日
常
性

④　

専
用
性

⑤　

再
現
性

問
３　

傍
線
部
⑴
「
具
体
的
な
思
考
し
か
で
き
な
い
人
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
人
」
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取

る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
具
体
例
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　

読
書
が
趣
味
で
あ
る
の
に
、
友
人
か
ら
「
読
書
な
ん
て
つ
ま
ら
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
て
不
愉
快
に
な
っ
た
が
、

詳
し
く
話
を
聞
い
て
、「
書
く
方
が
面
白
い
」
と
い
う
意
味
だ
と
気
づ
い
た
。

②　

友
人
が
面
白
い
か
ら
と
薦
め
て
く
れ
た
作
品
を
数
冊
読
ん
で
み
た
が
、
面
白
い
も
の
も
面
白
く
な
い
も
の
も

あ
り
、
相
手
の
多
岐
に
わ
た
る
本
の
選
択
の
広
さ
に
感
心
し
た
。

③　

自
分
が
大
フ
ァ
ン
で
あ
る
小
説
家
の
こ
と
を
、
友
人
が
「
あ
の
作
家
の
作
品
は
つ
ま
ら
な
い
ね
」
と
言
っ
た

の
で
、
そ
れ
以
来
小
説
に
関
す
る
話
を
し
な
い
こ
と
に
決
め
た
。

④　

友
人
と
自
分
と
は
性
格
も
好
み
も
正
反
対
に
近
く
、
時
に
嫌
な
思
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
読
書
と
い
う

共
通
の
趣
味
が
あ
る
お
か
げ
で
ず
っ
と
交
流
が
続
い
て
い
る
。

⑤　

図
書
館
で
た
ま
た
ま
手
に
取
っ
た
あ
る
作
家
の
作
品
は
面
白
く
な
か
っ
た
が
、
何
作
か
読
ん
で
み
る
う
ち
に

そ
の
魅
力
が
分
か
っ
て
き
て
、
今
で
は
大
フ
ァ
ン
に
な
っ
た
。

問
４　

傍
線
部
⑵
「
抽
象
的
に
人
を
見
る
人
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
人
と
つ
き
合
う
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
、  　

８　

 

。

①　

嫌
い
な
人
か
ら
自
分
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
。

②　

嫌
い
な
人
の
良
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
好
き
に
な
ろ
う
と
努
め
る
。

③　

好
き
嫌
い
よ
り
も
、
利
益
に
な
る
か
ど
う
か
で
つ
き
合
う
人
を
決
め
る
。

④　

人
を
見
る
と
き
に
、
好
き
嫌
い
と
い
う
観
点
を
持
ち
こ
ま
な
い
。

⑤　

興
味
が
持
て
れ
ば
、
嫌
い
な
人
と
つ
き
合
う
こ
と
も
避
け
な
い
。
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問
５　

傍
線
部
⑶
「『
あ
、
そ
れ
だ
』
と
気
づ
く
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
「
気
づ
く
」
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
、  

　
９　

 

。

①　

示
さ
れ
た
も
の
の
形
が
、
バ
ー
ル
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
。

②　

示
さ
れ
た
も
の
が
、
自
分
の
目
的
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と
。

③　

示
さ
れ
た
も
の
が
、
バ
ー
ル
よ
り
も
役
に
立
つ
こ
と
。

④　

自
分
が
探
し
て
い
た
も
の
が
、
バ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
こ
と
。

⑤　

バ
ー
ル
で
は
自
分
の
目
的
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
。

問
６　

傍
線
部
⑷
「
抽
象
的
思
考
を
す
る
人
」
は
、「
情
報
」
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

筆
者
は
述
べ
て
い
る
か
。
理
由
と
と
も
に
、「
～
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
形
で
、
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

10　

 

。

問
７　

傍
線
部
Ｘ
「
期
せ
ず
し
て
」、
Ｙ
「
一
本
調
子
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
、
本
文
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
Ｘ 

　
11
　 

、
Ｙ 

　
12
　 

。

 
 

 
 

①　

約
束
し
て
い
な
か
っ
た
の
に

 
 

 
 

②　

は
っ
き
り
分
か
る
わ
け
で
は
な
い
が

 

Ｘ　

期
せ
ず
し
て 

 

　
11
　 

 

③　

思
っ
た
通
り
に
は
な
ら
な
く
て

 
 

 
 

④　

そ
う
し
よ
う
と
思
わ
な
く
て
も

 
 

 
 

⑤　

本
当
は
望
ん
で
い
な
い
の
だ
が

 
 

 
 

①　

統
一
感
が
あ
っ
て
美
し
い
さ
ま

 
 

 
 

②　

変
化
や
柔
軟
性
が
乏
し
い
さ
ま

 

Ｙ　

一
本
調
子 

 

　
12
　 

 

③　

形
式
的
で
冷
淡
で
あ
る
さ
ま

 
 

 
 

④　

見
た
目
は
良
い
が
中
身
が
な
い
さ
ま

 
 

 
 

⑤　

単
調
で
や
り
が
い
が
な
い
さ
ま

問
８　

空
欄 　

Ｂ　

 

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  

　
13
　 

。

①　

働
く
意
味
を
考
え
な
さ
い

②　

笑
顔
で
挨
拶
し
な
さ
い

③　

丁
寧
な
言
葉
を
使
い
な
さ
い

④　

お
客
様
を
大
事
に
し
な
さ
い

⑤　

お
客
様
の
目
を
見
て
話
し
な
さ
い ⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭
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問
９　

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
、  

　
14
　 

。

こ
れ
は
人
間
で
は
な
く
、
ロ
ボ
ッ
ト
だ
っ
て
で
き
る
こ
と
だ
。

①　

 　

Ⅰ

②　

 　

Ⅱ

③　

 　

Ⅲ

④　

 　

Ⅳ

⑤　

 　

Ⅴ

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　

人
間
は
シ
ン
プ
ル
な
パ
ー
ツ
の
集
合
体
で
あ
り
、
そ
の
人
が
持
つ
「
深
さ
」
は
、
パ
ー
ツ
を
組
み
込
む

「
型
」
の
大
き
さ
で
決
ま
る
。

②　

人
を
見
て
簡
単
に
モ
デ
ル
化
で
き
る
と
思
う
の
は
、
見
る
目
が
浅
く
、
相
手
の
行
動
や
考
え
の
抽
象
化
が
不

十
分
だ
か
ら
だ
。

③　

抽
象
的
に
人
や
も
の
を
見
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
持
つ
自
分
に
と
っ
て
の
利
益
や
本
当
の
価
値
を
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

④　

自
分
か
ら
売
り
込
ま
な
く
て
も
他
人
か
ら
信
頼
さ
れ
た
り
親
し
ま
れ
た
り
し
や
す
い
人
は
、
抽
象
的
な
思
考

が
で
き
る
。

⑤　

接
客
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
店
員
の
理
解
力
や
人
間
ら
し
い
有
能
さ
を
損
な
う
も
の
な
の
で
、
抽
象
的
な
指
示
に
変

更
す
べ
き
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
。

　

岡お
か

本も
と

太た

郎ろ
う

の
「
反
弁
証
法
」（
＝
対
極
主
義
）
は
、
太
郎
自
身
が
ヘ（
注
２
）ー
ゲ
ル
研
究
や
い
ろ
ん
な
講
義
を
通
じ
て
弁（
注
３
）証

法
を
理
解
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
納
得
の
い
か
な
い
も
の
を
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
パ
リ
に
残
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
精
神
の
真
ん
中
で
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
死
ぬ
ま
で
や
ろ
う
と
決
心
し
た
時
に
、
彼
は
自
分
に
こ
う
問
い
ま
す
。

自
分
が
目
指
し
て
き
た
美
術
と
は
西
洋
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
西
洋
の
根
幹
に
あ
る
精
神
を
理
解
せ
ず
し

て
、
ど
う
し
て
芸
術
が
で
き
よ
う
か
。
根
本
的
な
精
神
を
理
解
し
な
い
ま
ま
技
術
だ
け
習
得
し
て
も
単
な
る
手
習
い
に

過
ぎ
ず
、
精
神
に
は
ま
っ
た
く
響
か
な
い
。
自
分
は
ま
ず
技
術
以
前
に
、
そ
の
精
神
を
修
得
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、

彼
は
パ
リ
大
学
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
校
で
、
哲
学
と
民
族
学
と
精
神
病
理
学
の
修
得
に
打
ち
込
み
ま
す
。
そ
の
中
で
、
キ
リ
ス

ト
教
に
よ
く
似
た
論
理
や
、
ロ
ー
マ
帝
国
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
含
み
つ
つ
、
終
極
へ
と
向
か
う
歴
史
の
進
歩

や
発
展
と
い
っ
た
も
の
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
見
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
太
郎
の
中
に
は
こ
う
し
た
発
想
に
ど
う
し

て
も
納
得
の
い
か
な
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
日
本
で
生
ま
れ
た
こ
と
に
も
関
係
が
あ
っ
た
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

　

⑴
太
郎
は
こ
れ
に
対
決
し
よ
う
と
、
バ（
注
４
）タ
イ
ユ
ら
と
考
え
ま
す
。
先（
注
５
）ほ
ど
述
べ
た
「
正
反
合
」
は
、
テ
ー
ゼ
と
ア
ン

チ
テ
ー
ゼ
が
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
で
生
じ
る
矛
盾
を
乗
り
越
え
て
い
く
歴
史
の
弁
証
法
で
す
。
し
か
し
太
郎
は
、
こ
れ

を
乗
り
越
え
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
で
矛
盾
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
何
か
ご
ま
か
し
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
、
進
歩
や
発
展
と
い
う
言
葉
で
は
決
し
て
解
消
さ
れ
な
い
、
根
源
的
な
矛
盾
を
目
の

当
た
り
に
す
る
の
が
、
芸
術
の
最
も
根
源
的
な
営
み
だ
と
い
う
考
え
に
至
り
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
合
」
に
反
し
て
太

郎
は
、
相
反
す
る
要
素
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
総
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
爆
発
」
し
、
解
消
さ
れ
な
い
緊
張
状
態
が
生
じ

る
こ
と
が
、
芸
術
に
は
と
て
も
重
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

美
や
調
和
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
安
易
な
「
合
一
」
の
受
け
入
れ
で
あ
り
、
そ
の
内
側
に
元
来
横
た
わ
る
矛
盾
か
ら
目
を

そ
ら
す
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
彼
は
後
に
「
今
日
の
芸
術
は
、
う
ま
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
き
れ
い
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
、
こ
こ
ち
よ
く
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
唱
え
ま
す
。 

　
ア
　 

、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
「
合
一
」

に
対
す
る
「
否
」
と
し
て
「
爆
発
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。
太
郎
が
「
爆
発
」
と
い
う
言
葉
を
い
つ
か
ら
使
っ
た
の
か
は

定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
六
〇
年
代
後
半
に
は
す
で
に
散
見
さ
れ
て
、
そ
の
際
に
彼
は
、「『
爆
発
』
と
い
っ
て
も
何

か
物
が
バ
ー
ン
と
破
壊
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、  

　
イ
　 

透
明
な
中
で
ス
ー
ッ
と
空
間
が
広
が
っ
て
い
く
」

と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、
進
歩
や
発
展
の
よ
う
な
美
し
い
言
葉
の
奥
底
に
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾

が
解
消
さ
れ
ず
に
沸
々
と
わ
き
た
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
を
「
爆
発
」
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
彼
は
、
進
歩

や
発
展
で
は
な
く
、
歴
史
の
根
源
に
あ
る
消
せ
な
い
も
の
の
ほ
う
を
重
視
し
た
の
で
す
。「
対
極
主
義
」
に
あ
る
こ
の

「
爆
発
」
の
発
想
と
、
後
に
「
芸
術
は
爆
発
だ
！
」
と
唱
え
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
の
間
に
は
、
実
践
に
ま
つ
わ
る
ス

タ
イ
ル
の
違
い
は
あ
れ
ど
、
⑵
根
本
的
な
発
想
に
お
い
て
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

問
題
は
、
な
ぜ
岡
本
太
郎
が
「
対
極
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
捨
て
、
身
を
も
っ
て
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
移
っ
て

い
っ
た
か
で
す
。
七
〇
年
代
以
降
の
日
本
は
高
度
成
長
が
終し

ゅ
う

焉え
ん

を
迎
え
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
が
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
生

産
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
記
号
と
し
て
消
費
さ
れ
る
時
代
に
移
り
ま
す
。
八
〇
年
代
以
降
、
さ
ら
に
急
速
に
そ
れ
は
進

む
わ
け
で
す
が
、
太
郎
は
そ
の
と
ば
口
を
恐
ら
く
一
九
七
〇
年
と
い
う
分
岐
点
に
見
て
、
単
に
知
識
人
の
言
葉
で
啓け
い

蒙も
う

（
注
１
）
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す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
も
身
を
も
っ
て
実
践
し
、
資
本
主
義
の
流
通
の
中
で
、
も
の
凄す
ご

い
ス
ピ
ー
ド
で
消
尽
さ
れ
る

こ
と
に
賭
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
際
、「
対
極
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
い
か
に
も
知
識
人
の
言
葉
で
す

が
、
太
郎
は
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
を
あ
る
時
期
か
ら
無
効
と
み
な
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
賭
け
は
短
期

的
に
は
完
全
に
失
敗
し
、
芸
術
家
と
し
て
の
評
価
を
失
い
ま
す
が
、
二
一
世
紀
ま
で
の
射
程
で
見
た
時
、
実
は
「
芸
術

は
爆
発
だ
！
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
こ
そ
、
岡
本
太
郎
の
存
在
が
長
く
語
り
伝
え
ら
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
太
郎
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
対
極
主
義
」
の
実
践
を
行
い
ま
す
が
、
そ
の
最
大
の
実
践
が
一
九
七
〇
年
の
日

本
万
国
博
覧
会
（
通
称
「
大
阪
万
博
」）
で
し
た
。
そ
れ
が
《
太
陽
の
塔
》
と
、
日
本
の
戦
後
を
代
表
す
る
建
築
家
・

丹た
ん

下げ

健け
ん

三ぞ
う

（
一
九
一
三
―
二
〇
〇
五
）
の
「
大
屋
根
」
と
呼
ば
れ
る
構
造
体
と
の
対
決
で
す
。
大
阪
万
博
に
は
二
つ
の

中
心
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
は
丹
下
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
務
め
た
シ
ン
ボ
ル
・
ゾ
ー
ン
で
、
と
り
わ
け
「
お
祭
り
広

場
」
に
地
上
か
ら
の
高
さ
三
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
架
け
ら
れ
た
巨
大
な
屋
根
、
通
称
「
大
屋
根
」
で
す
。
が
、
こ
れ

は
実
際
に
は
屋
根
で
は
な
く
居
住
空
間
で
し
た
。
七
〇
年
当
時
か
ら
見
た
未
来
、
つ
ま
り
ち
ょ
う
ど
い
ま
頃
に
は
、

二
一
世
紀
の
人
間
は
空
中
に
住
む
だ
ろ
う
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま
し
た
。
大
阪
万
博
の
テ
ー
マ
は
「
人
類
の
進
歩
と
調

和
」
で
す
か
ら
、
そ
の
理
念
に
極
め
て
忠
実
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の 　

Ａ　
 

と
し
て
、
丹
下
は
そ
の
よ
う
な
構
造
体
を

二
一
世
紀
に
先
駆
け
て
提
示
し
た
の
で
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
太
郎
が
手
懸
け
た
テ
ー
マ
館
で
す
。
実
は
《
太
陽
の
塔
》
は
、
当
時
は
地
下
と
空
中
を
つ
な
ぐ
エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
の
シ
ャ
フ
ト
を
包
む
通
路
で
、
巨
大
な
テ
ー
マ
館
の
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
七
〇
メ
ー
ト
ル
に
も
拡

張
し
て
大
屋
根
に
穴
を
開
け
、
突
き
立
て
る
こ
と
で
、
太
郎
は
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
担
う
こ
と

を
期
待
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
近
代
の
内
側
に
潜
む
矛
盾
を
覆
い
隠
す
幻
想
で
し
か
な

く
、
人
類
は
進
歩
な
ん
か
し
て
い
な
い
ん
だ
と
主
張
し
た
の
で
す
。
む
し
ろ
万
博
に
は
純
粋
な
消
費
（
＝
消
尽
）
の
祭

り
と
し
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
無
に
帰
す
る
「
ベ
ラ
ボ
ー
な
も
の
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
万
博
会
場
の

ど
真
ん
中
で
反
万
博
的
な
も
の
を
突
き
つ
け
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
一
方
は
進
歩
を
唱
え
、
他
方
は
進
歩
な
ん
て
な
い
と
言
う
、
ま
っ
た
く
矛
盾
し
た
二
つ
を
同
じ
場
所
で

ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
が
太
郎
の
実
践
で
あ
り
、
⑶
万
博
と
い
う
国
家
の
祭
り
の
中
心
で
、
容
易
に
は
解
消
で
き
な
い
矛

盾
を
一
気
に
「
爆
発
」
さ
せ
る
こ
と
が
彼
の
目も
く

論ろ

見み

だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。「
進
歩
と
調
和
」
に
対
し
て
「
贈
与
と

消
尽
」
を
対
置
し
、
す
べ
て
を
使
い
尽
く
し
て
ご
破
算
に
し
よ
う
と
す
る
祭
り
の
中
で
無
化
さ
せ
る
わ
け
で
す
。

　

当
時
の
様
子
か
ら
は
、
ち
ょ
う
ど
水
平
軸
に
丹
下
健
三
の
空
中
都
市
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
垂
直
方
向
に
屹き

つ

立り
つ

し

て
い
る
《
太
陽
の
塔
》
が
窺う
か
が

え
ま
す
。
太
郎
は
、
こ
の
二
つ
の
巨
大
な
軸
が
矛
盾
し
た
ま
ま
交
差
す
る
「
対
極
主

義
」
的
な
状
況
を
作
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
す
。
い
ま
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
未
来
都
市
の
モ
デ
ル
と
し
て
作
ら
れ
た
空
中

都
市
は
⒜
ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化
し
て
解
体
さ
れ
、
未
来
を
ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
《
太
陽
の
塔
》
が
永
久
保
存
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
太
郎
は
こ
れ
を
残
す
つ
も
り
は
全
然
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
の
万
博
記
念
公
園
を
見
る
と
、

何
か
国
家
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
塔
が
記
念
碑
的
な
意
味
合
い
で
作
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
が
、

実
際
に
は
、
こ
れ
は
対
極
的
な
状
況
を
一
時
的
に
作
る
べ
く
、
万
博
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
大
屋
根
」
に
差
し
込
ま
れ

た
「
否
！
」
の
一
撃
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、  　
　
　
　

Ⅰ　
　
　
　

　

丹
下
健
三
が
当
時
考
え
た
空
中
都
市
は
「
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
当
時
の
⒝
シ
チ
ョ
ウ
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
こ



― 10 ―

の
発
想
は
名
前
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
要
は
「
新
陳
代
謝
」
と
い
う
こ
と
で
、
西
洋
の
よ
う
に
建
築
と
は
都
市
の
中
に

堅け
ん

牢ろ
う

に
築
か
れ
た
礎
で
は
な
く
、
む
し
ろ
⒞
ヒ
ン
パ
ン
に
形
が
変
わ
っ
た
り
、
細
胞
の
よ
う
に
増
殖
し
た
り
体
外
に
排

出
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
生
命
体
の
よ
う
に
都
市
を
覆
い
尽
く
し
て
い
く
有
機
体
で
、
そ
れ
が
二
一
世
紀
の
新
し
い
環

境
と
な
る
こ
と
を
唱
え
ま
し
た
。
こ
の
「
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
」
の
実
際
の
仕
掛
け
人
は
、
丹
下
の
右
腕
と
し
て
活
躍
し
た

浅あ
さ

田だ

孝た
か
し

（
一
九
二
一
―
九
〇
）
と
い
う
人
物
で
す
。
彼
が
こ
の
よ
う
な
住
環
境
が
重
要
だ
と
考
え
た
背
景
に
は
、

一
九
四
五
年
に
海
軍
将
校
と
し
て
広
島
の
原
爆
跡
地
を
目
撃
し
、
救
助
に
携
わ
っ
た
体
験
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
浅
田

は
、
い
つ
核
戦
争
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
消
滅
す
る
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
冷
戦
期
に
特
有
の
カ（
注
６
）タ
ス
ト
ロ
フ
へ
の
意

識
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
都
市
計
画
家
は
そ
の
よ
う
な
宿
命
を
前
提
に
、  　

Ｂ　

 

都
市
を
築
く
の
で
は
な
く
、
一
種
の

有
機
体
と
し
て
存
続
し
て
い
く
道
を
探
る
べ
き
だ
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
は
新
し
い
「
環
境
」
が
重
要
だ
と
唱
え
ま
す
。

実
は
彼
は
、「
環
境
」
と
い
う
言
葉
を
一
般
化
さ
せ
た
人
物
で
も
あ
る
の
で
す
。「
環
境
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
九
六
〇

年
の
「
世
界
デ
ザ
イ
ン
会
議
」
の
⒟
カ
イ
サ
イ
（
こ
の
事
務
局
長
を
務
め
た
の
も
浅
田
で
し
た
）
に
前
後
し
て
「
メ
タ

ボ
リ
ズ
ム
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
後
に
、
い
ま
の
私
た
ち
が
知
る
概
念
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。「
環
境
」
と
い
う
言

葉
は
、
も
と
も
と
戦
時
中
に
帝
国
日
本
が
西
洋
の
建
築
思
想
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
構
築
で
は
な
く
ゆ
る
や
か
に
異

質
な
も
の
を
繫つ
な

げ
て
場
を
覆
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
、
丹
下
ら
に
よ
っ
て
す
で
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
概
念
が

戦
後
、
浅
田
を
介
し
て
大
阪
万
博
の
「
大
屋
根
」
に
繫
が
る
わ
け
で
す
。《
太
陽
の
塔
》
は
、
そ
の
全
て
に
対
し
岡
本

太
郎
が
突
き
付
け
た
「
ベ
ラ
ボ
ー
な
も
の
」
と
い
う
無
為
の
概
念
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
て
太
郎
が
戦
後
に
立
ち
あ
げ
、
他
界
後
の
再
評
価
に
至
る
ま
で
の
⑷
「
対
極
主
義
」
の
実
践
と
し
て
の
「
爆

発
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
見
る
と
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
戦
後
美
術
史
だ
け
で
な
く
、
建
築
や
環
境
、
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
、
世
界
の
破
局
、
西
洋
思
想
の
⒠
チ
ョ
ウ
コ
ク
な
ど
、
実
に
多
様
な
要
素
が
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
を
単
純
に
美
術
史
で
切
り
取
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
う
し
た
背
景
が
全
部
そ
ぎ
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

逆
に
言
え
ば
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
芸
術
人
類
学
の
芽
生
え
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意

味
で
は
芸
術
人
類
学
に
は
、
こ
の
よ
う
な
岡
本
太
郎
の
実
践
を
引
き
継
い
で
、
世
紀
を
超
え
た
新
し
い
芸
術
を
切
り
開

く
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

 

（
椹さ
わ
ら

木ぎ

野の

衣い

「
爆
発
、
丸
石
神
、
グ
ラ
ン
＝
ギ
ニ
ョ
ル
な
未
来
」
／
『
芸
術
人
類
学
講
義
』
所
収
）

（
注
１
）
岡
本
太
郎
…
… 

洋
画
家
、
芸
術
家
（
一
九
一
一
～
一
九
九
六
）。
現
代
芸
術
の
旗
手
と
し
て
多
く
の
話
題
作

を
発
表
し
た
。

（
注
２
）
ヘ
ー
ゲ
ル
…
…
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
（
一
七
七
〇
～
一
八
三
一
）。

（
注
３
）
弁
証
法
…
…
哲
学
用
語
。
こ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
唱
え
た
理
論
を
指
す
。

（
注
４
）
バ
タ
イ
ユ
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
作
家
（
一
八
九
七
～
一
九
六
二
）。

（
注
５
）
先
ほ
ど
述
べ
た
「
正
反
合
」
…
… 

本
文
の
前
で
筆
者
が
述
べ
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
こ
と
。（
注
５
）

直
後
の
「
テ
ー
ゼ
」
は
「
正
」、「
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
」
は
「
反
」
に
あ
た
り
、

矛
盾
を
乗
り
越
え
る
こ
と
（
合
）
で
歴
史
が
進
歩
・
発
展
す
る
と
説
い
て

い
る
。

（
注
６
）
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
…
…
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
の
こ
と
。
悲
劇
的
な
結
末
を
意
味
す
る
。
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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　

こ
の
絵
画
は
フ
キ
ュ
ウ
の
名
作
で
あ
る
。

 
 

 
 

②　

キ
ュ
ウ
ク
ツ
な
姿
勢
を
と
る
。

 

⒜　

ロ
ウ
キ
ュ
ウ 

 　

16　

  
 

③　

多
く
の
知
識
を
キ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

④　

事
態
が
ま
す
ま
す
フ
ン
キ
ュ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

道
路
の
フ
ッ
キ
ュ
ウ
作
業
を
始
め
る
。

 
 

 
 

①　

山
頂
か
ら
の
チ
ョ
ウ
ボ
ウ
を
楽
し
む
。

 
 

 
 

②　

時
代
の
チ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ
を
つ
か
む
。

 

⒝　

シ
チ
ョ
ウ 

 　

17　

  
 

③　

シ
チ
ョ
ウ
し
て
購
入
を
決
め
る
。

 
 

 
 

④　

高
原
の
セ
イ
チ
ョ
ウ
な
空
気
を
味
わ
う
。

 
 

 
 

⑤　

罪
人
に
チ
ョ
ウ
バ
ツ
を
加
え
る
。

 
 

 
 

①　

白
砂
の
カ
イ
ヒ
ン
を
散
歩
す
る
。

 
 

 
 

②　

外
国
か
ら
ヒ
ン
キ
ャ
ク
を
迎
え
る
。

 

⒞　

ヒ
ン
パ
ン 

 　

18　

  
 

③　

ヒ
ン
コ
ン
か
ら
人
々
を
救
う
。

 
 

 
 

④　

地
震
が
発
生
す
る
ヒ
ン
ド
を
調
べ
る
。

 
 

 
 

⑤　

彼
は
ビ
ン
ワ
ン
な
雑
誌
記
者
だ
。

 
 

 
 

①　

岩
石
を
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
ハ
サ
イ
す
る
。

 
 

 
 

②　

よ
う
や
く
大
き
な
フ
サ
イ
を
返
済
す
る
。

 

⒟　

カ
イ
サ
イ 

 　

19　

  
 

③　

貸
し
た
本
を
返
す
よ
う
サ
イ
ソ
ク
す
る
。

 
 

 
 

④　

審
判
団
が
協
議
し
て
サ
イ
テ
イ
し
た
。

 
 

 
 

⑤　

サ
イ
シ
ョ
ウ
と
し
て
大
国
を
治
め
る
。

 
 

 
 

①　

昔
か
ら
コ
ク
モ
ツ
を
主
食
と
し
て
き
た
。

 
 

 
 

②　

活
動
の
様
子
を
コ
ク
メ
イ
に
記
す
。

 

⒠　

チ
ョ
ウ
コ
ク 
 　

20　

  
 

③　

肉
体
を
コ
ク
シ
し
て
労
働
に
励
む
。

 
 

 
 

④　

も
は
や
イ
ッ
コ
ク
を
争
う
状
況
だ
。

 
 

 
 

⑤　

ケ
イ
コ
ク
を
清
ら
か
な
川
が
流
れ
る
。

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

傍
線
部
⑴
「
太
郎
は
こ
れ
に
対
決
し
よ
う
と
、
バ
タ
イ
ユ
ら
と
考
え
ま
す
」
と
あ
る
が
、
岡
本
太
郎
が
対
決
し

よ
う
と
し
た
も
の
は
何
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　

美
術
を
目
指
す
た
め
に
は
西
洋
的
な
精
神
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
分
の
思
い
込
み
。

②　

自
分
が
目
指
そ
う
と
し
て
い
る
日
本
的
な
美
術
と
は
相あ
い

容い

れ
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
根
本
的
な
精
神
。

③　

自
分
が
こ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
哲
学
や
民
族
学
、
精
神
病
理
学
と
対
立
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
発
想
。

④　

歴
史
は
矛
盾
を
乗
り
越
え
な
が
ら
進
歩
・
発
展
し
て
い
く
も
の
だ
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
考
え
方
。

⑤　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
自
分
の
中
の
日
本
的
な
も
の
。

問
３　

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 

　
22
　 

、
イ 

　
23
　 

。

ア　

 

　
22
　 　
①　

つ
ま
り　
　
　
　

②　

た
と
え
ば　
　
　

③　

し
か
し

 
 
 
 
 
 
 

④　

あ
る
い
は　
　
　

⑤　

そ
の
う
え

イ　

 

　
23
　 　
①　

な
い
し
は　
　
　

②　

い
わ
ん
や　
　
　

③　

で
す
か
ら

 
 
 
 
 
 
 

④　

あ
た
か
も　
　
　

⑤　

む
し
ろ

問
４　

傍
線
部
⑵
「
根
本
的
な
発
想
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
。「
芸
術
」「
歴
史
」
の
二
語
を
用
い
て
、「
～

考
え
方
。」
と
い
う
形
で
、
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

24　

 

。

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 

　
25
　 

、
Ｂ 　

26　

 

。 

Ａ　

 

　
25
　 　
①　

一
元
化　
　
　

②　

普
遍
化　
　
　

③　

具
現
化

 
 
 
 
 
 
 

④　

組
織
化　
　
　

⑤　

偶
像
化

Ｂ　

 　

26　

 　

①　

無
為
の　
　
　

②　

不
変
の　
　
　

③　

排
他
的

 
 
 
 
 
 
 

④　

画
一
的　
　
　

⑤　

未
知
の
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問
６　

傍
線
部
⑶
「
万
博
と
い
う
国
家
の
祭
り
の
中
心
で
、
容
易
に
は
解
消
で
き
な
い
矛
盾
を
一
気
に
『
爆
発
』
さ
せ

る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
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
、  　

27　

 

。

①　

水
平
軸
に
沿
っ
て
存
在
す
る
「
大
屋
根
」
に
、
垂
直
方
向
に
立
つ
《
太
陽
の
塔
》
を
加
え
る
こ
と
で
、「
人

類
の
進
歩
と
調
和
」
だ
け
で
な
く
、
純
粋
な
消
費
の
祭
り
と
い
う
万
博
の
理
念
ま
で
表
現
す
る
こ
と
。

②　

「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
い
う
万
博
の
理
念
を
表
現
し
て
い
る
巨
大
な
テ
ー
マ
館
の
「
大
屋
根
」
に
、

《
太
陽
の
塔
》
を
突
き
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
対
極
主
義
」
と
い
う
名
の
純
粋
な
消
費
を
実
現
す
る
こ
と
。

③　

巨
大
な
「
大
屋
根
」
と
そ
れ
を
突
き
破
る
《
太
陽
の
塔
》
を
創
造
し
、
両
者
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、「
人

類
の
進
歩
と
調
和
」
と
い
う
万
博
の
理
念
を
打
破
し
、
近
代
の
内
側
に
潜
む
矛
盾
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
。

④　

万
博
の
理
念
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
を
表
現
す
る
「
大
屋
根
」
に
対
抗
し
、「
贈
与
と
消
尽
」
を
表
現
す

る
《
太
陽
の
塔
》
を
作
る
こ
と
で
、
相
容
れ
な
い
も
の
同
士
が
共
存
す
る
状
況
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
。

⑤　

巨
大
な
テ
ー
マ
館
に
よ
っ
て
「
人
類
の
進
歩
と
調
和
」
と
い
う
万
博
の
理
念
を
表
現
し
つ
つ
、《
太
陽
の
塔
》

に
よ
っ
て
「
贈
与
と
消
尽
」
を
も
表
現
し
て
、
近
代
の
内
側
に
潜
む
矛
盾
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
。

問
７　

空
欄 　
　
　
　

Ⅰ　
　
　
　

 

に
入
る
一
文
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
、  　

28　

 

。

①　

こ
れ
は
「
爆
発
」
の
あ
と
に
残
さ
れ
た
残
骸
で
は
な
く
、
永
遠
に
残
る
で
あ
ろ
う
万
博
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と

解
釈
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

②　

こ
れ
は
万
博
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
爆
発
」
が
起
こ
っ
た
焼
け
跡
の
記
念
碑
と
し

て
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

③　

こ
れ
は
国
家
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
家
に
対
抗
す
る
個
人
の
思
想
の
記
念
碑
と
見

る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

④　

こ
れ
は
国
家
の
権
力
と
そ
れ
を
否
定
す
る
個
人
の
意
志
と
の
間
に
生
じ
た
「
爆
発
」
が
、
今
も
続
い
て
い
る

こ
と
を
表
す
も
の
だ
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

⑤　

こ
れ
は
未
来
に
残
そ
う
と
い
う
意
図
の
な
い
も
の
こ
そ
が
未
来
に
向
け
て
存
続
で
き
る
と
い
う
、
一
つ
の
逆

説
を
表
し
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
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問
８　

傍
線
部
⑷
「『
対
極
主
義
』
の
実
践
と
し
て
の
『
爆
発
』」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
適
当
で
な

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

　
29
　 

。

①　

進
歩
や
発
展
と
い
っ
た
美
し
い
言
葉
の
奥
底
に
あ
る
矛
盾
を
表
現
す
る
こ
と
。

②　

資
本
主
義
の
流
通
の
中
で
消
尽
さ
れ
る
よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
こ
と
。

③　

一
九
七
〇
年
の
日
本
万
国
博
覧
会
の
会
場
に
《
太
陽
の
塔
》
を
打
ち
立
て
る
こ
と
。

④　

相
反
す
る
要
素
が
ぶ
つ
か
り
合
う
緊
張
状
態
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

⑤　

生
命
体
の
よ
う
に
絶
え
ず
変
化
・
増
殖
し
て
い
く
都
市
環
境
を
実
現
す
る
こ
と
。

問
９　

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　

芸
術
人
類
学
の
視
点
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
美
術
史
で
は
と
ら
え
き
れ
な
か
っ
た
岡
本

太
郎
の
芸
術
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

浅
田
孝
は
、
一
種
の
有
機
体
と
し
て
存
続
す
る
よ
う
な
都
市
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、「
環
境
」
と
い
う

言
葉
を
一
般
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
た
。

③　

岡
本
太
郎
が
「
対
極
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
捨
て
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
移
っ
た
の
は
、
知
識
が
記
号
と
し

て
消
費
さ
れ
る
時
代
の
到
来
を
察
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

④　

岡
本
太
郎
は
、「
対
極
主
義
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
で
一
時
は
芸
術
家
と
し
て
の
評
価
を
失
っ

た
が
、
そ
の
後
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
再
評
価
さ
れ
た
。

⑤　

生
命
体
の
よ
う
に
都
市
を
覆
っ
て
い
く
建
築
の
実
現
に
は
新
し
い
環
境
が
必
要
だ
と
い
う
の
が
、
大
阪
万
博

が
開
か
れ
た
こ
ろ
の
「
メ
タ
ボ
リ
ズ
ム
」
の
考
え
方
で
あ
る
。
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