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【
問
題
】 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
の
最
初
に
、
「
問
一
」
、
「
問
二
」
な
ど
と

明
記
す
る
こ
と
。 

 

日
本
近
代
文
学
確
立
期
の
幕
あ
け
が
、
島
崎
藤
村
の
「 

Ａ 

」（
明
39
・
３
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
す
る
文
学
史
的
定
説
も
ゆ
え
な
し
と
し

な
い
。
ひ
た
す
ら
身
分
を
か
く
す
こ
と
に
腐
心
し
て
、〈
持
つ
て
生
ま
れ
た
、
自
然
の
性
質
を
消
耗

す
り
へ
ら

し
て
居
た
〉
と
気
づ
い
た
瀬
川
丑
松
は
、
み
ず
か

ら
を
欺
く
虚
偽
の
生
活
を
脱
し
秘
密
を
告
白
す
る
。
そ
れ
は
―
―
、〈
社
会
の
人
に
自
分
の
素
性
を
暴
露

さ
ら
け
だ

さ
う
な
ぞ
と
は
、
今
日
迄

こ
ん
に
ち
ま
で

思
ひ
も
よ
ら
な
か

っ
た
思
想

か
ん
が
へ

な
の
で
あ
る
〉
。
過
去
の
自
分
を
葬
り
、
旧
習
と
偏
見
の
前
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
お
の
れ
を
打
ち
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
の
思
想
を
、
丑

松
の 

Ａ 

に
造
形
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
藤
村
は
、
時
代
を
画
す
る
作
品
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
、
〈
社
会
的
偏
見
に
対
す

る
抗
議
と
、
自
意
識
上
の
相
克
〉
を
読
み
取
っ
た
の
は
平
野
謙
だ
が
、
他
方
、〈
藤
村
は
、
い
か
に
も
巧
妙
に
丑
松
に
扮
装
し
た
〉
と
し
て
、
藤
村
個

人
の
感
情
解
放
の
内
面
的
な
問
題
を
散
文
化
し
た
大
が
か
り
な
〈
心
境
小
説
と
も
身
辺
小
説
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
〉
と
す
る
佐
藤
春
夫
の
見
方
が
あ

り
、
や
が
て
、「
告
白
」
に
こ
そ
、
重
点
が
あ
る
の
だ
と
す
る
和
田
謹
吾
の
見
解
が
導
か
れ
て
い
る
。
和
田
は
、「
蒲
団
」
と
抱
き
合
わ
せ
る
ま
で
も

な
く
「 

Ａ 

」
は
、 

 

Ｂ 
 

の
文
学
と
し
て
〈
私
小
説
的
な
方
向
へ
と
流
れ
て
い
く
自
然
主
義
文
学
の
第
一
作
〉
、
た
る
地
位
を
占
め
る
も

の
と
認
め
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
、
近
代
文
学
確
立
期
に
お
け
る
「
私
」
の
位
相
を
剔
抉
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。 

 

「
私
小
説
」
と
言
う
小
説
形
式
は
、
日
本
近
代
文
学
史
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。
近
代
文
学
に
現
れ
た
「
私
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
時
、

し
た
が
っ
て
そ
れ
が
、
重
要
な
対
象
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
こ
の
課
題
の
究
明
が
そ
こ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な

い
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。「 

Ａ 

」
や
「
蒲
団
」
が
提
起
し
た
問
題
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
れ
ら
確
立
期
の
動
き
に
先
ん
じ
て
、
二
〇
年
は
や
く

日
本
近
代
文
学
は
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
屈
曲
し
た
近
代
の
歩
み
と
と
も
に
、
そ
こ
に
浮
き
沈
み
す
る
「
私
」
の
相
貌
も
一
様
で
は
な
い
。 

近
代
小
説
は
、
自
覚
的
な
作
家
主
体
を
か
け
た
意
識
的
行
為
の
所
産
で
あ
る
。
文
学
の
独
立
を
主
張
し
た
「
小
説
神
髄
」(
明
18
～
19)

に
呼
応
す

る
か
の
ご
と
き
硯
友
社
グ
ル
ー
プ
の
登
場
は
、
文
学
プ
ロ
パ
ー
の
徒
の
初
の
出
現
を
思
わ
せ
た
の
だ
が
、
し
か
し
か
れ
ら
に
は
、
ま
だ
そ
の
文
学
を

主
体
を
か
け
て
担
う
自
覚
が
な
か
っ
た
。 

苦
悩
す
る
近
代
の
姿
を
、
二
葉
亭
四
迷
は
、
内
海
文
三
と
い
う
官
僚
機
構
か
ら
阻
害
さ
れ
て
い
く
余
計
者
的
存
在
を
造
型
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
と

ら
え
た
。
目
覚
め
た
文
三
の
自
我
葛
藤
の
苦
し
み
は
、
求
心
的
な
傾
斜
を
深
め
る
第
一
編
か
ら
第
三
編
へ
の
変
化
に
顕
著
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の

中
絶
が
物
語
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
作
家
二
葉
亭
、
そ
の
人
の
苦
悩
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
目
覚
め
た
作
者
と
作
中
人
物
の
個
性
、
あ
る
い
は
そ
の

個
性
が
た
ど
る
運
命
と
の
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
得
て
、
日
本
文
学
は
は
じ
め
て
、
近
代
へ
の
道
に
立
っ
た
わ
け
だ
が
、
し
た
が
っ
て
同
時
に
そ
こ

に
は
、
近
代
文
学
に
現
れ
た
「
私
」
の
注
目
す
べ
き
原
型
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
た
。 

イ
ン
ペ
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
ソ
シ
ア
リ
ズ
ム
へ
と
、
二
葉
亭
の
思
想
形
成
は
屈
曲
し
て
い
る
。
儒
教
や
西
洋
哲
学
の
感
化
が
介
在
し
て
、
か
れ
の
内

に
〈
正
直
〉
の
観
念
が
形
づ
く
ら
れ
る
。
自
己
を
知
り
、
み
ず
か
ら
き
び
し
く
律
し
つ
つ
、〈
俯
仰
天
地
に
愧
ぢ
ざ
る
〉、
お
の
れ
を
生
き
る
（「
予
が

半
生
の
懺
悔
」
）
。
時
代
社
会
へ
の
眼
を
深
め
、
内
在
す
る
矛
盾
を
止
揚
し
つ
つ
自
己
の
存
在
を
か
け
た
作
家
主
体
が
、
近
代
の
「
私
」
が
、
育
ま
れ

て
い
く
。
錯
雑
す
る
内
面
を
あ
と
づ
け
、
こ
こ
に
〈
や
や
妙
な
か
た
ち
〉
な
が
ら
統
合
点
を
見
る
稲
垣
達
郎
が
、
そ
れ
を
ほ
ぼ
「
浮
雲
」
の
時
代
の

こ
と
と
推
定
し
て
い
る
。
作
家
主
体
と
作
品
と
の
か
か
わ
り
が
こ
こ
で
も
思
わ
れ
る
わ
け
だ
が
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
自
己
に
き
び
し
い

〈
正
直
〉
の
い
と
な
み
が
、
正
し
い
意
味
で
の
自
己
の
ひ
ろ
が
り
を
限
定
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
稲
垣
の
指
摘
で
あ
る
。〈
外
へ
す
ぼ
ま

り
、
内
へ
ふ
か
ま
ろ
う
と
し
た
う
ご
き
〉
を
見
抜
い
た
そ
の
慧
眼
は
、
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
「
私
」
の
相
を
、
き
わ
め
て
示
唆
的
に
透
視
し
て

い
る
。 

（
榎
本
隆
司
「
近
代
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
「
私
」」
よ
り
。 

出
題
の
都
合
で
本
文
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

出
典 

三
好
行
雄
・
竹
盛
天
雄 

編 

『
近
代
文
学
10
文
学
研
究
の
主
題
と
方
法
（
有
斐
閣
双
書
）
』
（
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
、
有
斐
閣
） 
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専
修
共
通
問
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（
Ｎ
ｏ
．
１
） 

科
目
名 
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４ 



二
〇
二
三
年
度
大
学
院
博
士
後
期
課
程
入
学
試
験
問
題 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

問
一
、
文
中
の
空
欄
Ａ
に
入
る
作
品
名
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

問
二
、
文
中
の
空
欄
Ｂ
に
入
る
語
句
を
、
漢
字
四
文
字
で
書
き
な
さ
い
。 

問
三
、
文
中
の
―
―
部
１
の
「
心
境
小
説
」
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

問
四
、
文
中
の
―
―
部
２
の
「
近
代
文
学
に
現
れ
た
「
私
」
と
い
う
問
題
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。〈
前
近
代
〉
と
の
比
較
を 

含
め
て
説
明
し
な
さ
い
。 

問
五
、
文
中
の
―
―
部
３
に
つ
い
て
、
な
ぜ
「
硯
友
社
グ
ル
ー
プ
」
は
、「
ま
だ
そ
の
文
学
を
主
体
を
か
け
て
担
う
自
覚
が
な
か
っ
た
」
と
言
え 

る
の
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。 

問
六
、
文
中
の
―
―
部
４
の
、（
「
浮
雲
」）「
第
一
編
か
ら
第
三
編
へ
の
変
化
」
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

問
七
、
本
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
「
自
然
主
義
と
私
小
説
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
な
さ
い
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文
学
研
究
科 

人
文
学
専
攻 

日
本
文
学
日
本
語
学
専
修 

研
究
科
名 

専
修
共
通
問
題 

（
Ｎ
ｏ
．
２
） 

科
目
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