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［注　意］

1．�試験監督者の指示があるまで，問題冊子や筆記用具に触れないでください。

触れた場合は，不正行為とみなすことがあります。

2．�試験中の使用が認められたもの以外は，すべてカバンに収納すること。使用

用具は，黒鉛筆またはシャープペンシル，消しゴム，鉛筆削り（手動式・小

型に限る）とし，それ以外の使用は認めません。

3．�携帯電話，スマートフォン，イヤホン，ウェアラブル端末，電子辞書，IC 

レコーダーなどの電子機器類は，必ず電源を切ってから，カバンに収納する

こと。

4．�試験開始の合図により，試験を始めてください。

5．�解答は，すべて「解答用紙」の所定の欄に記入すること。

6．�試験終了の合図とともに直ちに筆記用具を置いてください。試験終了後に解

答用紙や筆記用具に触れた場合は，不正行為とみなすことがあります。試験

監督者が指示するまで，絶対に席を立たないでください。

7．�問題冊子および解答用紙は，試験終了後にすべて回収するので，持ち帰って

はいけません。
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問
題
Ⅰ 

　

次
の
文
章
は
、
高た

か

階し
な

秀し
ゅ
う

爾じ

『
バ
ロ
ッ
ク
の
光
と
闇
』
の
一
部
で
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
初
め

ま
で
西
欧
で
展
開
さ
れ
た
バ
ロ
ッ
ク
美
術
と
そ
の
画
家
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

今
日
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
髑ど
く
ろ髏
は
昔
か
ら
死
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
ス
テ
ー
ン
ウ
ェ
イ
ク
の
画（
注
１
）面
が
こ
の

世
の
「
空む
な

し
さ
」
を
表あ
ら

わ
し
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
死
」
の
存
在
故
で
あ
る
。
画
面
に
は
そ
の
他
に
、
高
価

な
時
計
と
凝
っ
た
造
り
の
ラ
ン
プ
が
見
え
る
が
、
こ
れ
も
「
死
」
と
関
係
が
深
い
。
古
来
、
死し
に

神が
み

は
、
い
つ
も
大
鎌
と

時
計
を
持
ち
物
と
し
て
い
た
。
鎌
は
い
う
ま
で
も
な
く
生
命
を
「
刈
り
取
る
」
た
め
で
あ
る
。
後
に
ゴ
ッ
ホ
は
、
麦
を

刈
る
人
の
姿
に
死
神
の
影
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
時
計
の
方
は
、
人
間
の
（
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
）
寿

命
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
、
西
欧
世
界
に
お
い
て
し
ば
し
ば
描
か
れ
た
「
死

神
の
時
計
」
は
砂
時
計
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
最
新
式
の
機
械
仕
掛
け
に
よ
る
ク（
注
２
）ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
が
置
か
れ
て
い

る
。 　

Ⅰ

　

ラ
ン
プ
も
、
こ
こ
で
は
「
死
」
の
象
徴
で
あ
る
。
ラ
ン
プ
が
、
と
い
う
よ
り
も
、
灯
の
消
え
た
ラ
ン
プ
が
そ
う
で
あ

る
。
よ
く
見
る
と
、
画
面
の
ラ
ン
プ
の
火
口
か
ら
う
っ
す
ら
と
白
い
煙
が
た
ち
の
ぼ
っ
て
い
る
。
生
命
の
灯
が
今
ち
ょ

う
ど
消
え
た
こ
と
を
そ
れ
は
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
テ
ー
ン
ウ
ェ
イ
ク
の
《
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
》
の
画
面
を
支
配
し

て
い
る
の
は
、
個
々
の
事
物
の
確
固
と
し
た
実
在
感
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
否
定
す
る
不
気
味
な

「
死
」
の
影
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
、
中
世
以
来
の
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
ー
リ
（
死
を
思
え
）」
の
系

譜
に
連
な
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 　

Ⅱ

　

ス
ペ
イ
ン
の
画
家
フ
ア
ン
・
デ
・
バ
ル
デ
ス
・
レ
ア
ー
ル
の
《
虚
栄
の
寓ぐ
う

意い

》
も
、
画
面
が
一
見
雑
然
と
し
た
感
じ

だ
が
、
基
本
的
に
は
や
は
り
死
の
影
に
支
配
さ
れ
た
「
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
画
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
宝
石
や
金
貨
な
ど
の

富
の
象
徴
を
は
じ
め
、
地
上
の
権
力
を
表
わ
す
王
冠
や
王お
う

笏し
ゃ
く

、
知
識
と
学
問
を
意
味
す
る
書
物
や
定
規
な
ど
、
こ
の

世
の
価
値
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
不
気
味
な
髑
髏
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
髑
髏
に
橄か
ん

欖ら
ん

の
葉
の
冠
が
か
ぶ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
死
の
勝
利
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
時

計
と
灯
の
消
え
た
蠟ろ
う

燭そ
く

も
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
髑
髏
の
上
に
シ
ャ
ボ
ン
玉
を
吹
く
子
供
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
が
、
⑴
画
面
の
意
図
を
い
っ
そ
う
明
確
に
伝
え
て
く
れ
る
。
シ
ャ
ボ
ン
玉
は
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
に
好
ん
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
⑵
モ
テ
ィ
ー
フ
で
、「
は
か
な
さ
」
の
シ
ン
ボ
ル
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
画
面
の
上
の
方
で
は
、

天
使
が
垂た

れ

幕ま
く

を
開
い
て
い
る
が
、
そ
の
奥
に
見
え
る
の
は
「
最
後
の
審
判
」
を
描
き
出
し
た
絵
で
あ
る
。「
メ
メ
ン

ト
・
モ
ー
リ
」
の
も
つ
宗
教
的
意
味
が
、
こ
こ
で
は
き
わ
め
て
明
確
に
図
像
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 　

Ⅲ

　

現
世
の
栄
光
と
対
比
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
死
へ
の
想
念
は
、
静
物
画
に
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
風
景
画
に

お
い
て
も
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
と
し
て
は
、
デ
ト
ロ
イ
ト
美
術
館
に
あ
る
ヤ
ー
コ
ブ
・

フ
ァ
ン
・
ラ
イ
ス
ダ
ー
ル
の
《
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
》
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム

近
郊
、
ア
ウ
デ
ル
ケ
ル
ク
の
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
を
描
き
出
し
た
も
の
で
、
一
見
ご
く
普
通
の
風
景
画
の
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
嵐
を
孕は
ら

ん
だ
不
気
味
な
空
の
雲
、
背
景
に
聳そ
び

え
る
亡
霊
の
よ
う
な
廃は
い

墟き
ょ

の
建
物
、
手
前
の
枯
れ
て
倒
れ
た
木
な
ど

は
、
す
べ
て
が
い
ず
れ
は
亡ほ
ろ

び
ゆ
き
、
朽
ち
果
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
中
心
の
主
題
で

あ
る
墓
地
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
見
事
な
風
景
表
現
も
、
も
う
ひ
と
つ
の
「
死
を
思
え
」
の
寓
意
画
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に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 　

Ⅳ

　

し
か
し
、
バ
ル
デ
ス
・
レ
ア
ー
ル
の
《
虚
栄
の
寓
意
》
に
お
い
て
、
死
へ
の
想
念
の
背
後
に
「
最
後
の
審
判
」
の
場

面
が
提
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ス
ダ
ー
ル
の
こ
の
作
品
で
も
、
た
だ
死
の
み
が
跳ち
ょ
う

梁り
ょ
う

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

空
に
か
か
る
虹
は
再
生
を
象
徴
し
、
画
面
の
右
手
の
方
で
は
、
枯
れ
た
樹
木
と
豊
か
な
葉は

叢む
ら

を
茂
ら
せ
る
樹
木
が 

 　

Ａ　

 

に
描
か
れ
て
い
て
、
や
は
り
死
の
後
の
生
命
の
甦
よ
み
が
え

り
が 　

Ｂ　

 

さ
れ
て
い
る
。
人
は
死
に
、
人
の
造
っ

た
建
物
は
亡
び
去
る
が
、
自
然
は
永
遠
に
死
と
再
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
汎
神
論
的
世
界
観
が
、
そ
こ
に
は
表
現
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
眼め

に
見
え
る
現
実
の
対
象
と
、
眼
に
見
え
な
い
抽
象
的
、
超
越
的
世
界
と
を
ひ
と
つ
に
重
ね
合
わ
せ

て
描
き
出
す
表
現
は
、「
死
」
へ
の
想
念
の
み
に
か
ぎ
ら
ず
、
バ
ロ
ッ
ク
絵
画
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。 　

Ⅴ

　

例
え
ば
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
あ
る
ボ
ー
ジ
ャ
ン
の
《
チ
ェ
ス
盤
の
あ
る
静
物
》
は
、
別
名
ま
た
《
五
感
》
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
五
つ
の
感
覚
を
表
わ
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
楽
器
と
楽
譜
は

聴
覚
、
パ
ン
と
葡ぶ
ど
う萄
酒
は
味
覚
、
⒜
サ
イ
フ
、
ト
ラ
ン
プ
、
チ
ェ
ス
盤
は
い
ず
れ
も
直
接
手
で
触
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
触
覚
、
花
は
嗅
覚
、
鏡
は
視
覚
を
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
厳
し
い
構
成
的
秩
序
と
丹
念
な
細
部

描
写
に
よ
る
見
事
な
静
物
画
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
五
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
隠
れ
た
主
題
は
、

人
間
そ
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

同
じ
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
⒝
シ
ョ
ゾ
ウ
の
ル
・
シ
ュ
ウ
ー
ル
の
《
友
人
た
ち
の
集
い
》
は
、
五
感
表
現
の
も
う
ひ
と
つ

の
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
表
面
的
に
は
、
題
名
通
り
親
し
い
仲
間
た
ち
を
ひ
と
つ
の
画
面
に
集
め
た
集
団
肖
像
画
だ
が
、

同
時
に
五
つ
の
感
覚
の
表
現
で
も
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
蛇
足
の
説
明
を
加
え
る
な

ら
、
犬
は
嗅
覚
の
象
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
し
、
画
面
の
右
端
で
華
や
か
な
模
様
の
垂
幕
の

手
触
り
を
た
し
か
め
て
い
る
人
物
が
、
触
覚
を
表
わ
し
て
い
る
。

　

平
凡
な
日
常
生
活
の
一ひ
と

齣こ
ま

を
描
き
出
し
た
風
俗
画
も
、
⑶
こ
の
点
に
お
い
て
は
例
外
で
は
な
い
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を

は
じ
め
、
多
く
の
オ
ラ
ン
ダ
の
風
俗
画
が
寓
意
的
、
あ
る
い
は
教
訓
的
意
味
を
秘
め
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
る
通
り
だ
が
、
こ
こ
で
は
や
や
特
異
な
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
・
ナ
ン
兄
弟
の
《
農
民
の
食
事
》
を
挙
げ
て

お
こ
う
。

　

 　

ア　

 

、
⑷
ル
・
ナ
ン
の
残
し
た
数
多
く
の
農
民
画
を
、
単
純
に
「
風
俗
画
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か

問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
鋭
い
観
察
力
と
入
念
な
筆
致
に
よ
る
そ
の
表
現
は
、 　

イ　

 

バ
ロ
ッ
ク
の
写
実
主
義

の
最
も
優
れ
た
例
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
作
品
が
は
た
し
て
当
時
の
農
民
た
ち
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
写

し
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

 　

ウ　

 

、
あ
る
美
術
史
家
は
、
ル
・
ナ
ン
の
「
農
民
た
ち
」
の
あ
る
者
が
、
当
時
の
貧
し
い
農
村
の
状
況
か
ら
考

え
て
あ
ま
り
に
上
等
な
服
装
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
む
し
ろ
、
当
時
よ
う
や
く
豊
か
な
経
済
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
新
興
都
市
民
が
農
村
に
購
入
し
た
自
分
た
ち
の
農
場
を
訪
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
市
民
た
ち
の
余
暇
生

活
の
表
現
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
在
俗
の
宗
教
団
体
の
、
農
村

に
お
け
る
ジ
⒞
ゼ
ン
活
動
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
主
張
す
る
研
究
者
も
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、

描
か
れ
て
い
る
の
は
「
農
民
た
ち
」
で
は
な
く
て
「
市
民
た
ち
」
だ
ろ
う
と
い
う
わ
け
だ
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
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と
し
て
も
、
そ
こ
に
、
農
村
で
の
生
活
情
景
の
一
場
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

た
だ
ル
・
ナ
ン
は
、
こ
れ
ら
の
「
農
民
た
ち
」
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
や
フ
ラ
ン
ド
ル
の
農
民
画
家
た
ち

の
よ
う
に
、
農
民
を
戯
画
化
し
た
り
、
そ
の
⒟
ヒ
ゾ
ク
さ
を
強
調
す
る
こ
と
な
く
、
重
々
し
い
ま
で
に
落
ち
着
い
た
静せ
い

謐ひ
つ

な
雰
囲
気
の
農
民
像
を
創
り
上
げ
た
。
抑
制
の
き
い
た
そ
の
堂
々
た
る
姿
は
、
ほ
と
ん
ど
古
典
的
な
威
厳
を
示
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
食
事
を
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
日
常
的
な
営
み
も
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
聖
な
る
儀
式
を
思

わ
せ
る
。
事
実
そ
こ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖せ
い

餐さ
ん

の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
画
面
に
お
い
て
、
パ
ン
と
葡
萄

酒
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
結
び
つ
き
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ル
・
ナ
ン
と
同
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
明
暗
表
現
の
⒠
キ
ョ
シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ド
・
ラ
・
ト
ゥ
ー
ル
の
《
大
工
の

聖
ヨ
セ
フ
》
の
画
面
に
も
、 　

Ｃ　

 
が
見
事
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
宗
教
画
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
象

徴
や
約
束
事
に
基
づ
く
表
現
が
ま
っ
た
く
登
場
し
て
こ
な
い
こ
の
作
品
は
、
何
気
な
く
見
れ
ば
単
な
る
普
通
の
職
人
仕

事
を
描
き
出
し
た
だ
け
の
も
の
に
し
か
見
え
な
い
。
そ
れ
が
「
聖
ヨ
セ
フ
」
を
描
き
出
し
た
宗
教
画
で
も
あ
る
こ
と
を

保
証
す
る
も
の
は
、
画
面
全
体
を
支
配
す
る
敬け
い

虔け
ん

な
静
け
さ
の
ほ
か
に
、
大
工
が
今
熱
心
に
作
り
つ
つ
あ
る
対
象
が
、

ま
さ
し
く
十
字
架
の
か
た
ち
を
示
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
超
越
的
世
界
に
属
す
る
聖
な
る
も
の
は
、
現
実
の

人
間
世
界
に
ま
で
降
り
て
き
て
、
こ
の
慎つ
つ

ま
し
や
か
な
職
人
の
仕
事
場
に
は
い
り
込
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で

あ
る
。

（
注
１
）
画
面
…
… 

本
文
の
前
に
提
示
さ
れ
た
《
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
》
と
い
う
絵
画
を
指
し
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
内
容
に
関

す
る
記
述
が
続
い
て
い
る
。

（
注
２
）
ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
…
…
携
帯
用
の
ぜ
ん
ま
い
時
計
。
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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　

配
偶
者
の
フ
ヨ
ウ
に
入
る
。

 
 

 
 

②　

海
外
へ
の
フ
ニ
ン
が
決
定
す
る
。

 

⒜　

サ
イ
フ 

 　

１ 
 

③　

二
人
の
話
が
フ
ゴ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

④　

恩
師
の
フ
ホ
ウ
を
受
け
困
惑
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

よ
く
な
い
噂
が
ル
フ
す
る
。

 
 

 
 

①　

シ
ョ
ア
ク
の
根
源
を
断
つ
。

 
 

 
 

②　

責
任
の
シ
ョ
ザ
イ
を
明
確
に
す
る
。

 

⒝　

シ
ョ
ゾ
ウ 

 　

２ 
 

③　

物
事
の
タ
ン
シ
ョ
を
開
く
。

 
 

 
 

④　

モ
ウ
シ
ョ
が
続
い
て
体
に
こ
た
え
る
。

 
 

 
 

⑤　

シ
ョ
ム
課
へ
異
動
と
な
る
。

 
 

 
 

①　

ザ
ゼ
ン
を
組
ん
で
心
を
静
め
る
。

 
 

 
 

②　

倉
庫
を
シ
ュ
ウ
ゼ
ン
す
る
。

 

⒞　

ジ
ゼ
ン 

 　

３ 
 

③　

人
口
の
ゼ
ン
ゾ
ウ
が
読
み
取
れ
る
。

 
 

 
 

④　

両
者
の
関
係
を
カ
イ
ゼ
ン
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

仏
壇
に
お
ゼ
ン
を
お
供
え
す
る
。

 
 

 
 

①　

台
風
が
大
き
な
ヒ
ガ
イ
を
も
た
ら
し
た
。

 
 

 
 

②　

そ
れ
は
あ
ま
り
に
ヒ
レ
ツ
な
振
る
舞
い
だ
。

 

⒟　

ヒ
ゾ
ク 

 　

４ 
 

③　

首
相
が
ヒ
ジ
ョ
ウ
事
態
宣
言
を
出
し
た
。

 
 

 
 

④　

彼
は
罪
状
を
最
後
ま
で
ヒ
ニ
ン
し
た
。

 
 

 
 

⑤　

沿
岸
の
町
に
ヒ
ナ
ン
勧
告
が
出
さ
れ
た
。

 
 

 
 

①　

メ
イ
シ
ョ
ウ
の
作
品
に
触
れ
る
。

 
 

 
 

②　

機
体
の
ソ
ン
シ
ョ
ウ
が
著
し
い
。

 

⒠　

キ
ョ
シ
ョ
ウ 
 　

５ 
 

③　

シ
ョ
ウ
ガ
ク
金
に
申
し
込
む
。

 
 

 
 

④　

歴
代
か
ら
伝
わ
る
家
業
を
ケ
イ
シ
ョ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

部
長
に
シ
ョ
ウ
カ
ク
す
る
。

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

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
、 　

６　

 

。

だ
が
も
ち
ろ
ん
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。

①　

 　

Ｉ

②　

 　

Ⅱ

③　

 　

Ⅲ

④　

 　

Ⅳ

⑤　

 　

Ⅴ

問
３　

傍
線
部
⑴
「
画
面
の
意
図
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
説
明
し
た
次
の
文
の 　
　
　

 

に
あ
て
は
ま
る
よ

う
に
、
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 　

７　
 

。

画
家
は
こ
の
画
面
に
よ
っ
て
、 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

と
い
う

人
間
の
生
の
あ
り
よ
う
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

問
４　

傍
線
部
⑵
「
モ
テ
ィ
ー
フ
」
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
、 　

８　

 

。

①　

絵
画
創
作
の
動
機
と
な
る
題
材

②　

絵
画
が
有
し
て
い
る
時
代
性

③　

絵
画
の
価
値
を
高
め
る
図
像

④　

絵
画
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
意
味

⑤　

絵
画
創
作
の
意
図
を
伝
え
る
事
物

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 　

９　

 

、
Ｂ 　

10　

 

。

Ａ　

 　

９　

 　

①　

比
喩
的　
　

②　

抽
象
的　
　

③　

象
徴
的

　
　
　
　
　
　
　

④　

対
照
的　
　

⑤　

類
似
的

Ｂ　

 　

10　

 　

①　

明
示　
　
　

②　

表
示　
　
　

③　

提
示

　
　
　
　
　
　
　

④　

顕
示　
　
　

⑤　

暗
示
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問
６　

傍
線
部
⑶
「
こ
の
点
」
と
あ
る
が
、
こ
の
内
容
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
、 　

11　

 

。

①　

様
々
な
感
覚
に
訴
え
か
け
る
描
写
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
の
あ
り
よ
う
を
印
象
的
に
描
き
出
し
て
い
る
点
。

②　

人
間
の
眼
前
に
存
在
す
る
対
象
と
、
観
念
的
、
超
越
的
世
界
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
描
き
出
し
て
い
る
点
。

③　

寓
意
的
、
教
訓
的
意
味
を
込
め
た
描
写
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
世
界
の
複
雑
さ
を
描
き
出
し
て
い
る
点
。

④　

自
然
の
風
物
や
様
々
な
事
物
の
描
写
を
通
し
て
、
現
実
世
界
の
あ
り
よ
う
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
点
。

⑤　

平
凡
な
日
常
生
活
と
、
超
越
的
、
宗
教
的
世
界
と
を
対
比
さ
せ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
描
き
出
し
て
い
る
点
。

問
７　

空
欄 　

ア　

 

～ 　

ウ　

 

に
入
る
言
葉
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
、 　

12　

 

。

①　

ア
＝
な
ら
ば　
　
　

イ
＝
お
そ
ら
く　
　

ウ
＝
つ
ま
り

②　

ア
＝
し
か
し　
　
　

イ
＝
ま
さ
し
く　
　

ウ
＝
つ
ま
り

③　

ア
＝
も
っ
と
も　
　

イ
＝
ま
さ
し
く　
　

ウ
＝
例
え
ば

④　

ア
＝
な
ら
ば　
　
　

イ
＝
お
そ
ら
く　
　

ウ
＝
例
え
ば

⑤　

ア
＝
も
っ
と
も　
　

イ
＝
ま
る
で　
　
　

ウ
＝
し
か
し

問
８　

傍
線
部
⑷
「
ル
・
ナ
ン
の
残
し
た
数
多
く
の
農
民
画
を
、
単
純
に
『
風
俗
画
』
と
規
定
す
る
こ
と
に
は
い
さ
さ

か
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
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　

ル
・
ナ
ン
の
農
民
画
は
、
他
の
多
く
の
風
俗
画
が
有
し
て
い
た
寓
意
的
、
教
訓
的
意
味
を
秘
め
て
は
い
な
い

か
ら
。

②　

ル
・
ナ
ン
の
農
民
画
は
、
宗
教
的
色
あ
い
が
あ
ま
り
に
強
く
、
風
俗
画
と
は
言
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る

か
ら
。

③　

ル
・
ナ
ン
の
農
民
画
は
、
風
俗
画
の
レ
ベ
ル
を
超
越
し
た
、
鋭
い
観
察
力
や
入
念
な
筆
致
を
も
つ
も
の
だ
っ

た
か
ら
。

④　

ル
・
ナ
ン
の
農
民
画
は
、
当
時
の
農
民
た
ち
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
描
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
が
あ

る
か
ら
。

⑤　

ル
・
ナ
ン
の
農
民
画
は
、
実
は
農
村
で
は
な
く
、
新
興
都
市
の
あ
り
よ
う
を
描
写
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
。
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問
９　

空
欄 　

Ｃ　

 

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
、 　

14　

 

。

①　

日
常
と
想
像
上
の
日
常

②　

豊
か
さ
と
貧
し
さ

③　

現
実
性
と
宗
教
性

④　

農
民
た
ち
と
市
民
た
ち

⑤　

神
聖
さ
と
慎
ま
し
や
か
さ

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　

ス
テ
ー
ン
ウ
ェ
イ
ク
の
《
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
》
に
は
、
人
間
の
寿
命
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
す
砂
時
計
が
描
か

れ
て
い
る
。

②　

レ
ア
ー
ル
の
《
虚
栄
の
寓
意
》
に
は
、
子
供
の
無む

垢く

さ
や
無
邪
気
さ
の
象
徴
と
し
て
の
シ
ャ
ボ
ン
玉
が
描
か

れ
て
い
る
。

③　

ラ
イ
ス
ダ
ー
ル
の
《
ユ
ダ
ヤ
人
墓
地
》
に
は
、
人
間
も
自
然
も
有
限
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
象
徴
的
に
描
か

れ
て
い
る
。

④　

ボ
ー
ジ
ャ
ン
の
《
チ
ェ
ス
盤
の
あ
る
静
物
》
に
は
、
五
感
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
な
が
る
様
々
な
人
間
の
振
る
舞
い

が
描
か
れ
て
い
る
。

⑤　

ル
・
ナ
ン
兄
弟
の
《
農
民
の
食
事
》
に
は
、
他
の
農
民
画
家
に
は
見
ら
れ
な
い
、
威
厳
の
あ
る
農
民
像
が
描

か
れ
て
い
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
。

　

日
本
人
が
最
初
に
漢
字
と
⒜
ソ
ウ
グ
ウ
し
た
の
は
、
筑
前
国
（
現
在
の
福
岡
県
北
西
部
）
の
志
賀
島
か
ら
出
土
し
た
、

あ
の
「
漢か
ん
の

委わ
の

奴な
の

国こ
く

王お
う

」
と
い
う
金
印
で
あ
り
、
銅
鏡
に
刻
印
さ
れ
た
呪
文
の
よ
う
な
漢
字
群
で
し
た
。
こ
れ
を
初
め

て
見
た
日
本
人
（
倭わ

人じ
ん

）
た
ち
は
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
な
ど
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
中
国
は
当
時
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
機
軸
国
で
あ
っ
た
の
で
（
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
を
「
華か

夷い

秩
序
」
と
い
い
ま
す
）、
日
本
人
は
す
な
お
に
こ
の
未
知
の
プ（
注
１
）ロ
ト
コ
ル
を
採
り
入
れ
る
こ
と
を
決

め
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
初
こ
そ
漢
文
の
ま
ま
に
漢
字
を
認
識
し
、
学
習
し
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
途
中
か
ら
変
わ
っ
て
き
た
。

日
本
人
は
そ
の
当
時
で
す
で
に
一
万
～
二
万
種
類
も
あ
っ
た
漢
字
を
、
中
国
の
も
と
も
と
の
発
音
に
倣な
ら

っ
て
読
む
だ
け

で
は
な
く
、
縄
文
時
代
か
ら
ず
っ
と
喋し
ゃ
べ

っ
て
い
た
自
分
た
ち
の
オ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
話
性
に
合
わ

せ
て
、
そ
れ
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
読
み
下
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

私
は
こ
れ
は
日
本
史
上
、
最
初
で
最
大
の
文
化
事
件
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
文
明

0

0

0

0

と
い
う
見
方
を
す
る
な

ら
、
最
も
大
き
な
文
明
的
事
件
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
た
だ
輸
入
し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
人
は
こ
れ
を
⑴
劇
的
な
方
法

で
編
集
し
た
。

　

漢
字
の
束
を
最
初
に
日
本
（
倭
国
）
に
持
っ
て
き
た
の
は
、
百く
だ
ら済
か
ら
の
使
者
た
ち
で
し
た
。

　

応
神
天
皇
の
時
代
だ
か
ら
四
世
紀
末
か
五
世
紀
初
頭
で
し
ょ
う
。
阿あ

直ち

岐き

が
数
冊
の
経
典
を
持
っ
て
き
た
。
当
時
の

日
本
は
百
済
と
同
盟
関
係
に
な
る
ほ
ど
に
⒝
シ
ン
コ
ウ
を
深
め
て
い
ま
し
た
。

　

阿
直
岐
の
来
朝
か
ら
ま
も
な
く
、
天
皇
の
皇
子
だ
っ
た
菟う
じ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

道
稚
郎
子
が
こ
の
漢
字
に
関
心
を
も
ち
、
阿
直
岐
を
師
と

仰
い
で
読
み
書
き
を
習
い
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
た
応
神
天
皇
が
、
宮
廷
で
交
わ
し
て
い
る
言
葉
を
文
字
で
あ
ら

わ
す
こ
と
に
重
大
な
将
来
的
意
義
が
あ
る
と
感
じ
て
、
阿
直
岐
に
「
あ
な
た
に
勝
る
博ふ
み
よ
み
び
と士
は
お
ら
れ
る
か
」
と
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
王わ

仁に

と
い
う
秀す
ぐ

れ
た
者
が
い
る
」
と
言
い
ま
す
。
さ
っ
そ
く
使
者
を
百
済
に
遣
わ
し
て
み
る
と
、
王
仁

が
辰し
ん

孫そ
ん

王
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
。
こ
の
と
き
『
論
語
』『
千
字
文
』
あ
わ
せ
て
一
一
巻
の
書
物
を
持
っ
て
き
た
。
こ

の
『
千
字
文
』
と
い
う
の
は
、
た
い
へ
ん
よ
く
で
き
た
漢
字
の
読
み
書
き
の
学
習
テ
キ
ス
ト
で
す
。
私
も
父
に
教
え
ら

れ
て
書
の
手
習
い
が
て
ら
、
い
ろ
い
ろ
学
び
ま
し
た
。

　

王
仁
は
「
書ふ
み
の
お
び
と首
」
の
⒞
シ
ソ
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
も
継
体
天
皇
七
年
の
と
き
に
来
朝
し
た
五
経
博
士
の
段だ
ん

楊よ
う

爾に

、

継
体
一
〇
年
の
と
き
の
漢あ

や
の
こ
う
あ
ん
も

高
安
茂
、
欽き
ん

明め
い

一
五
年
の
と
き
の
王お
う

柳り
ゅ
う

貴き

と
い
う
ふ
う
に
、
何
人
も
の
王
仁
の
後
継
者
が

日
本
に
来
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
見
慣
れ
な
い
「
文
字
」
と
と
も
に
「
中
国
儒
教
の
言
葉
」
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ

う
し
て
朝
廷
に
中
国
語
の
読
み
書
き
が
で
き
る
人
材
が
い
よ
い
よ
出
現
し
て
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
な
ら
、
こ
う
し
た
外
国
語
学
習
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
日
本
の
中
に
少
し
ず
つ
広
ま
っ
て
、
み
ん
な
が
英
会
話
を
習

い
た
く
な
る
よ
う
に
、
や
が
て
中
国
語
に
堪
能
な
日
本
人
（
倭
人
）
が
ふ
え
て
い
く
は
ず
で
す
。
実
際
、
た
し
か
に
そ

う
い
う
リ
テ
ラ
シ
ー
の
持
ち
主
は
ふ
え
た
の
で
す
が
（
貴
族
階
級
や
僧
侶
に
）、
だ
と
す
れ
ば
今
日
の
日
本
人
が
英
会

話
を
し
、
英
語
そ
の
ま
ま
の
読
み
書
き
が
で
き
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
日
本
人
が
中
国
語
の
会
話
を
す
る
よ
う

に
な
っ
て
当
然
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
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中
国
語
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
漢
字
を
日
本
語
に
合
わ
せ
て
使
っ
た
り
日
本
語
的
な
漢
文
を
つ
く

り
だ
し
た
り
し
た
。
ま
さ
に
文
明
的
な
転
換

0

0

0

0

0

0

が
お
こ
っ
た
の
で
す
。

　

『
日
本
書
紀
』
の
推
古
天
皇
二
八
年
（
六
二
〇
）
に
、
聖
徳
太
子
と
蘇そ

我が
の

馬う
ま

子こ

が
『
天す
み
ら
み
こ
と
の
ふ
み

皇
記
』
と
『
国く
に
つ
ふ
み記
』
の

編
述
に
と
り
く
ん
だ
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
人
物
が
筆
記
し
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
一
八
〇

部
を
つ
く
り
、
臣お
み

や
連む
ら
じ

、
伴
と
も
の
み
や
つ
こ
造
や
国く
に
の

造
み
や
つ
こ

に
配
る
予
定
で
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
お
そ
ら
く
中
国
語
で
は
な
い
「
中
国
的
日
本
語
の
よ
う
な
記
述
」
が
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

い
わ
ば
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
『
天
皇
記
』
と
『
国
記
』
は
乙い
つ

巳し

の
変
（
大
化
改

新
）
の
と
き
、
蘇
我
蝦え
み
し夷
の
家
と
と
も
に
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

　

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
さ
い
わ
い
天
武
天
皇
の
と
き
（
六
八
一
）、
川
島
皇
子
と
忍お
さ

壁か
べ

皇
子
が
⑵
勅
命
に

よ
っ
て
『
帝
す
め
ろ
き
の
ひ
つ
ぎ
紀
』
と
『
旧ふ
る

辞こ
と

』
を
編へ
ん

纂さ
ん

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
天
皇
の
系
譜
を
綴つ
づ

っ
た
皇
統
譜
と
そ

の
関
連
語
彙
集
（
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
集
）
の
よ
う
な
も
の
で
、
日
本
各
地
の
日
本
人
の
名
称
や
来
歴
が
記
録
さ
れ
た
の

で
す
。
ま
さ
に
産う
ぶ

土す
な

に
も
と
づ
い
た
記
録
で
す
。

　

当
然
、
漢
字
ば
か
り
の
も
の
で
す
。 　

ア　

 

、
こ
れ
も
中
国
語
で
は
な
い
。 　

イ　

 

チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ

ニ
ー
ズ
っ
ぽ
い
も
の
で
し
た
。 　

ウ　

 

こ
の
と
き
、
こ
の
中
身
を
稗ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

が
誦し
ょ
う

習し
ゅ
う

し
て
半
ば
を
暗
記
し
た
。
稗

田
阿
礼
と
い
う
人
物
は
ま
だ
正
体
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
人
で
は
な
い
集
団
名
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
阿
礼
は
『
帝
紀
』
や
『
旧
辞
』
の
漢
字
漢
文
を
中
国
語
で
誦
習
し
た
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
と
し
て
誦
習
し
た
。

　

つ
い
で
和
銅
四
年
（
七
一
一
）、
元げ
ん

明め
い

天
皇
は
太お
お
の

安や
す

万ま

侶ろ

に
命
じ
て
『
古
事
記
』
を
著
作
さ
せ
ま
し
た
。
目
的
は

「
邦み
か
ど

家
の
経た
て

緯ぬ
き

、
王お
も

化ぶ
け

の
鴻お
お

基も
と
い

」
を
記
し
て
お
く
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
つ
い
に
⑶
画
期
的
な
表
現
革
命
が
お
こ
り
ま

し
た
。

　

太
安
万
侶
は
稗
田
阿
礼
に
口
述
さ
せ
、
そ
れ
を
漢
字
四
万
六
〇
二
七
字
で
『
古
事
記
』
に
仕
上
げ
る
の
で
す
が
、
表

記
に 　

Ａ　

 

の
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
た
。
漢
字
を
音
読
み
と
訓
読
み
に
自
在
に
変
え
て
、
音
読
み
に
は
の
ち
の
万
葉
仮

名
に
あ
た
る
使
用
法
を
芽
生
え
さ
せ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は
そ
う
と
う
画
期
的
な
こ
と
で
し
た
。
表
記
上
で
画
期
的
だ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
が
縄
文
以
来
つ
か
っ

て
き
た
言
葉
を
「
漢
字
の
声
」
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ら
に
画
期
的
な
の
で
す
。
私
た
ち
は

漢
字
を
見
て
も
、
日
本
語
の
声
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
「
大
」
と
い
う
字
を
音
読
み
す
る
と
「
ダ
イ
」
に
な
る
の
は
、
も
と
も
と
中
国
で
こ
の
字
を
「
ダ
ィ
」
と

発
音
し
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
近
似
音
で
ダ
イ
に
し
た
。
し
か
し
日
本
人
は
「
大
」
を
自
分
た
ち
の
古

来
の
言
葉
で
あ
っ
た
「
お
お
」「
お
お
し
」「
お
お
き
」
な
ど
の
言
葉
に
適
用
す
る
た
め
に
訓
読
み
も
す
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
音
読
み
と
訓
読
み
を
平
然
と
使
い
わ
け
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。「
生
」
は
シ
ョ
ウ
（
一
生
）

と
も
セ
イ
（
生
活
）
と
も
キ
（
生
蕎そ

ば麦
）
と
も
読
み
、
か
つ
「
い
き
る
」「
う
ま
れ
る
」「
な
ま
」（
生
ビ
ー
ル
）
な
ど

と
も
読
ん
だ
の
で
す
。
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。

　

自
分
た
ち
の
発
明
し
た
漢
字
を
こ
の
よ
う
に
使
え
る
こ
と
は
、
中
国
人
に
と
っ
て
は
予
想
も
つ
か
な
い
こ
と
で
し
た
。

私
た
ち
は
中
国
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
導
入
し
、
学
び
始
め
た
そ
の
最
初
の
時
点
で
早
く
も
リ
ミ
ッ
ク

ス
を
始
め
て
い
た
の
で
す
。

（
注
２
）
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か
く
て
、
こ
こ
に
登
場
し
て
き
た
の
が
日
本
独
自
の
「
仮
名
」
で
し
た
。
万
葉
仮
名
は
真ま

仮か

名な

、
真ま

名な

仮か

名な

、
男
仮

名
と
い
う
ふ
う
に
発
展
し
、
こ
こ
で
女
た
ち
が
こ
れ
ら
を
学
び
つ
つ
変
化
さ
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
女
文
字
」
と
し
て
柔

ら
か
な
仮
名
に
し
ま
し
た
。「
安
」
は
「
あ
」
に
、「
波
」
は
「
は
」
に
、「
呂
」
は
「
ろ
」
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

い
っ
た
ん
仮
名
に
な
る
と
、「
あ
」
に
は
「
安
い
」
と
い
う
意
味
は
な
く
、「
は
」
に
は
「
波
」
と
い
う
意
義
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
本
人
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の 　

Ｂ　

 

を
も
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
」

と
い
う
発
明
を
し
で
か
し
た
。
ま
る
で
英
文
の
中
に
漢
字
や
仮
名
を
ま
ぜ
た
よ
う
な
文
章
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
す
。

　

ま
こ
と
に
大
胆
で
、
か
つ
⒟
セ
ン
サ
イ
な
ジ
ャ
パ
ン
・
フ
ィ
ル
タ
ー
が
作
動
し
た
も
の
で
す
。
で
き
あ
が
っ
た
仮
名

文
字
は
真
仮
名
に
対
し
て
「
平
仮
名
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
晩
年
に
日
本
国
籍
を
と
っ
た
ド（
注
３
）ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
は
「
仮

名
の
出
現
が
日
本
文
化
の
確
立
を
促
し
た
最
大
の
事
件
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
通
り
で
す
。

　

中
国
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
倣
い
、
そ
れ
ら
を
学
び
な
が
ら
も
、
自
在
な
リ
ミ
ッ
ク
ス
を
行
う
と
い
う
⑷
日
本
に
特
有
な

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
受
け
入
れ
方
は
、
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
行
わ
れ
た
遣
唐
使
に
お
い
て
と
く
に

顕
著
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

　

日
本
は
唐
に
使
節
を
派
遣
す
る
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
数
々
の
制
度
や
文
物
を
持
ち
帰
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
建
築
技
術
、
仏
像
技
術
、
造
船
技
術
な
ど
を
マ
ス
タ
ー
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
い
つ
し
か
建
具
や
仏
像
な
ど

に
お
け
る
組
み
木
細
工
や
寄よ
せ

木ぎ

造
り
な
ど
を
編
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
日
本
の
家
屋
は

み
ん
な
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
技
法
だ
け
で
は
な
い
。
太う
ず

秦ま
さ

広こ
う

隆り
ゅ
う

寺じ

の

優
雅
で
ア（
注
４
）ン
ニ
ュ
イ
な
弥み

勒ろ
く

菩ぼ

薩さ
つ

像
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
的
な
仏
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
離
れ
る
こ
と
も
や
っ
て
の

け
た
。
イ
メ
ー
ジ
に
も
ジ
ャ
パ
ン
・
フ
ィ
ル
タ
ー
が
機
能
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
中
国
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
大だ
い

極ご
く

殿で
ん

や
禅
宗
建
築
は
そ
れ

に
近
い
。
大
極
殿
は
朝
廷
の
公
式
裁
定
を
す
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
は
瓦
屋
根
で
ス
レ
ー
ト
敷
き
で
、
柱
に
は
朱
色

な
ど
の
極
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
、
沓く
つ

を
履
い
た
ま
ま
登
壇
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
朝
廷
は
大だ
い

内だ
い

裏り

の
中
に
大
極
殿
や
朝ち
ょ
う

堂ど
う

院い
ん

を
建
造
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
敷
地
内
に
必
ず
和
風
の
紫し

宸し
ん

殿で
ん

や
清せ
い

涼り
ょ
う

殿で
ん

も
つ
く
っ
た
の
で
す
。
⒠
ヘ
イ
セ
ツ
し

た
の
で
す
。
こ
ち
ら
は
檜ひ
わ
だ皮
葺ぶ

き
の
白
木
造
り
で
高た
か

床ゆ
か

式し
き

、
沓
を
脱
い
で
上
が
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
内
裏
で
は 　

Ｃ　

 

が
両
立
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
ダ
ブ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
も
言
え
ま
す
が
、

私
は
「
デ
ュ
ア
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
意
図
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
デ
ュ
ア
ル
と
は
「
行
っ
た
り
来
た
り
で
き

る
」
と
い
う
こ
と
、
ま
た
「
双デ
ュ
ア
リ
テ
ィ

対
性
」
を
活い

か
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
人
は
こ
の
こ
と
を
と
て
も
重
視
し
た
の
で

す
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
の
ち
に
い
ろ
い
ろ
説
明
し
ま
す
。

　

と
も
か
く
も
こ
う
し
て
、
和
漢
の
相
違
の
共
存
と
変
換
を
仕
組
ん
だ
こ
と
が
漢
風
文
化
と
国
風
文
化
と
い
う
対
比
を

形
作
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

 

（
松ま
つ

岡お
か

正せ
い

剛ご
う

『
日
本
文
化
の
核
心　

「
ジ
ャ
パ
ン
・
ス
タ
イ
ル
」
を
読
み
解
く
』）

（
注
１
）
プ
ロ
ト
コ
ル
…
…
こ
こ
で
は
、
意
味
と
表
記
の
間
に
定
め
ら
れ
た
関
係
、
約
束
事
を
持
つ
言
語
の
こ
と
。

（
注
２
）
産
土
…
…
生
ま
れ
た
土
地
。

（
注
３
）
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
…
…
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
出
身
の
日
本
文
学
者
（
一
九
二
二
～
二
〇
一
九
）。

（
注
４
）
ア
ン
ニ
ュ
イ
な
…
…
も
の
憂
げ
な
。



― 11 ―

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　

海
辺
に
ベ
ッ
ソ
ウ
を
建
て
る
。

 
 

 
 

②　

シ
ン
ソ
ウ
心
理
を
つ
い
た
質
問
を
す
る
。

 

⒜　

ソ
ウ
グ
ウ 

 　

16 
 

③　

周
囲
を
ソ
ウ
ゼ
ン
と
さ
せ
る
行
動
に
出
る
。

 
 

 
 

④　

ソ
ウ
ダ
イ
な
景
色
を
眺
め
る
。

 
 

 
 

⑤　

大
雪
で
ソ
ウ
ナ
ン
し
そ
う
に
な
る
。

 
 

 
 

①　

オ
ビ
シ
ン
を
入
れ
て
仕
上
げ
る
。

 
 

 
 

②　

こ
の
服
は
シ
ン
シ
ュ
ク
性
に
富
ん
で
い
る
。

 

⒝　

シ
ン
コ
ウ 

 　

17 
 

③　

コ
ン
シ
ン
会
の
案
内
が
く
る
。

 
 

 
 

④　

タ
イ
シ
ン
工
事
を
進
め
る
。

 
 

 
 

⑤　

大
雨
で
床
下
が
シ
ン
ス
イ
す
る
。

 
 

 
 

①　

ソ
コ
ク
を
懐
か
し
く
思
う
。

 
 

 
 

②　

住
宅
の
キ
ソ
工
事
が
始
ま
る
。

 

⒞　

シ
ソ 

 　

18 
 

③　

民
事
ソ
シ
ョ
ウ
を
起
こ
す
。

 
 

 
 

④　

ソ
ヤ
な
振
る
舞
い
を
反
省
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

卒
業
し
て
か
ら
ソ
エ
ン
に
な
る
。

 
 

 
 

①　

セ
ッ
セ
ン
が
続
き
勝
敗
が
見
え
な
い
。

 
 

 
 

②　

セ
ン
イ
の
種
類
を
確
認
す
る
。

 

⒟　

セ
ン
サ
イ 

 　

1９ 
 

③　

新
し
く
出
た
洋
服
用
セ
ン
ザ
イ
を
試
す
。

 
 

 
 

④　

ウ
イ
ル
ス
の
セ
ン
プ
ク
期
間
を
調
べ
る
。

 
 

 
 

⑤　

飛
行
機
が
海
上
を
セ
ン
カ
イ
す
る
。

 
 

 
 

①　

牧
師
が
礼
拝
で
セ
ッ
キ
ョ
ウ
し
た
。

 
 

 
 

②　

店
頭
に
立
っ
て
セ
ッ
キ
ャ
ク
す
る
。

 

⒠　

ヘ
イ
セ
ツ 
 　

20 
 

③　

減
量
の
た
め
に
セ
ッ
シ
ョ
ク
す
る
。

 
 

 
 

④　

大
学
セ
ッ
チ
の
条
件
は
非
常
に
厳
し
い
。

 
 

 
 

⑤　

そ
の
や
り
方
は
あ
ま
り
に
セ
ッ
ソ
ク
だ
。

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

傍
線
部
⑴
「
劇
的
な
方
法
」
と
あ
る
が
、
こ
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　

当
時
の
文
化
先
進
国
で
あ
っ
た
中
国
か
ら
漢
字
と
い
う
言
葉
を
採
り
入
れ
た
こ
と
。

②　

呪
文
の
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
は
ず
の
漢
字
を
図
形
と
し
て
覚
え
た
こ
と
。

③　

異
国
の
文
化
と
し
て
の
漢
字
を
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
、
国
家
事
業
と
し
て
学
ん
だ
こ
と
。

④　

一
万
か
ら
二
万
あ
っ
た
漢
字
の
す
べ
て
を
中
国
語
の
発
音
で
暗
記
し
た
こ
と
。

⑤　

漢
字
を
も
と
も
と
の
発
音
と
は
異
な
る
日
本
語
の
音
で
読
む
よ
う
に
し
た
こ
と
。

問
３　

傍
線
部
⑵
「
勅
命
」
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
、 　

22　

 

。

①　

命
が
け
の
事
業

②　

運
命
共
同
体

③　

天
皇
の
命
令

④　

革
命
的
な
出
来
事

⑤　

特
殊
な
使
命

問
４　

空
欄 　

ア　

 

～ 　

ウ　

 

に
入
る
言
葉
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
、 　

23　

 

。

①　

ア
＝
な
ら
ば　
　

イ
＝
た
だ
し　
　

ウ　

し
か
も

②　

ア
＝
し
か
し　
　

イ
＝
や
は
り　
　

ウ
＝
し
か
も

③　

ア
＝
だ
か
ら　
　

イ
＝
た
だ
し　
　

ウ
＝
し
か
し

④　

ア
＝
な
ら
ば　
　

イ
＝
し
か
し　
　

ウ
＝
た
だ
し

⑤　

ア
＝
し
か
し　
　

イ
＝
や
は
り　
　

ウ
＝
た
だ
し

問
５　

傍
線
部
⑶
「
画
期
的
な
表
現
革
命
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
「
画
期
的
」
だ
っ
た
の
か
。
四
十
五
字
以

内
で
説
明
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 　

24　

 

。
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問
６　

空
欄 　

Ａ　

 

に
入
る
四
字
熟
語
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
、 　

25　

 

。

①　

前
代
未
聞

②　

有
名
無
実

③　

安
心
立
命

④　

新
進
気
鋭

⑤　

自
由
奔
放

問
７　

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
、 　

26　

 

。

①　

象
形
文
字

②　

表
意
文
字

③　

混
合
文
字

④　

異
体
文
字

⑤　

表
音
文
字

問
８　

傍
線
部
⑷
「
日
本
に
特
有
な
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
受
け
入
れ
方
」
と
あ
る
が
、
こ
の
内
容
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
、 　

27　

 
。

①　

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
長
所
だ
け
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
生
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
欠
点
は
リ

フ
ォ
ー
ム
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
。

②　

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
一
旦
は
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
同
時
に
日
本
文
化
に
合

う
よ
う
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
。

③　

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
完
全
に
マ
ス
タ
ー
し
、
日
本
の

文
化
の
発
展
に
利
用
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
。

④　

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
か
ら
自
国
文
化
に
合
う
も
の
だ
け
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
リ
ミ
ッ
ク
ス
し
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
。

⑤　

「
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し
、
そ
れ
を
も
と
に

新
た
な
文
化
を
創
造
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
。
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問
９　

空
欄 　

Ｃ　

 

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
、 　

28　

 

。

①　

「
公
」
と
「
私
」

②　

「
沓
」
と
「
素
足
」

③　

「
漢
」
と
「
和
」

④　

「
ス
レ
ー
ト
」
と
「
白
木
」

⑤　

「
伝
統
」
と
「
革
新
」

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
、 　

2９　

 

。

①　

筑
前
国
の
志
賀
島
か
ら
出
土
し
た
金
印
に
は
、
当
時
の
日
本
人
に
は
解
読
不
能
の
文
字
が
刻
印
さ
れ
て
い
た

た
め
に
、
発
見
当
時
は
そ
の
存
在
が
黙
殺
さ
れ
て
い
た
。

②　

応
神
天
皇
の
皇
子
は
、
百
済
か
ら
の
使
者
が
持
参
し
て
い
た
経
典
に
書
か
れ
て
い
た
漢
字
に
興
味
を
持
ち
、

語
学
の
専
門
家
を
日
本
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
に
し
た
。

③　

優
れ
た
漢
字
の
読
み
書
き
の
学
習
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
千
字
文
』
を
携
え
て
来
日
し
た
王
仁
は
、
日
本
滞
在

中
に
そ
れ
を
用
い
、
自
己
の
後
継
者
を
数
多
く
育
成
し
た
。

④　

川
島
皇
子
と
忍
壁
皇
子
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
帝
紀
』
と
『
旧
辞
』
は
、
漢
字
漢
文
を
中
国
語
で
は
な
く

日
本
語
と
し
て
利
用
し
た
初
め
て
の
書
物
と
な
っ
た
。

⑤　

遣
唐
使
が
持
ち
帰
っ
た
中
国
の
文
物
か
ら
建
築
や
仏
像
等
の
様
々
な
技
術
を
身
に
つ
け
た
当
時
の
日
本
人
は
、

模
倣
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
独
自
の
も
の
を
創
造
し
て
い
っ
た
。
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