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一 

次
の
文
章
を
読
み
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

七
月
の
声
を
聞
け
ば
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
七
夕
祭
り
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
牽
牛

け
ん
ぎ
ゅ
う

と
織
女
の
ふ
た
つ
の
星
が
、
一
年
に
一
度
、
こ
の
日
だ
け
会
う
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
伝
説
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
あ
や
か
り
、
①
サ
イ
ホ
ウ
や
文
筆
の
上
達
を
願
う
祭
り
で
あ
る
。 

今
日
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
ご
と
を
託
し
た
五
色
の
短
冊
を
つ
る
し
た
賑に

ぎ

や
か
な
笹
竹

さ
さ
た
け

飾
り
が
七
夕
の
代
表
的
イ
メ
ー
ジ
で
、
私
も
子
供
の
こ
ろ
大
い
に

楽
し
ん
だ
も
の
だ
が
、
こ
の
風
習
は
、
江
戸
時
代
に
手
習
い
授
業
が
②
フ
キ
ュ
ウ
し
て
か
ら
広
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
以
前
で
は
、
七
夕
は
民
間
の
習
俗

と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
、
多
様
な
か
た
ち
を
示
し
て
い
た
。
七
夕
の
夜
に
罪
や
汚
れ
を
祓は

ら

い
、
海
や
川
に
流
す
「
七
夕
送
り
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
、
青
森
の
「
ね

ぶ
た
」
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
七
夕
の
前
夜
、
文
字
や
文
筆
の
上
達
を
願
っ
て

硯
す
ず
り

や
机
を
洗
い
清
め
る
「
硯
洗
い
」
と
い
う
風
習
も
あ
り
、
こ
れ
は
俳

句
の
季
語
と
し
て
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

＊ 

平
安
時
代
に
は
、
七
夕
の
夜
に
詩
歌
の
書
を
供
え
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
七
月
を
ま
た
「
文
月
」
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
た
め
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。
旧

暦
各
月
の
呼
称
は
、
卯
月

う

づ

き

（
四
月
）
、
早
月
（
五
月
）
、
水
無
月
（
六
月
）
な
ど
、
多
く
が
自
然
現
象
に
よ
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
七
月
は
（
年
末
の
「 

（
Ａ
） 

」

と
と
も
に
）
人
事
に
ま
つ
わ
る
呼
び
名
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
七
夕
祭
り
の
故
で
あ
る
。
『
奥
の
細
道
』
の
旅
の
途
次
、
「
文
月
や
六
日
も
常
の
夜
に
は
似
ず
」

と
詠
ん
だ
芭
蕉
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。（
Ｂ
）
歳
時
記
を
ひ
も
と
い
て
み
れ
ば
、
正
岡
子
規
の
「
文
月
や
硯
に
う
つ
す
星
の
影
」
と

い
う
句
も
見
え
る
。 

江
戸
時
代
に
手
習
い
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
は
、
社
会
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
出
版
事
業
が
発
達
し
た
状
況
と
無
縁
で
は
な
い
。
西
鶴
の
『
好
色
一
代

男
』
を
は
じ
め
、
十
返
舎
一
九
の
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
、
馬
琴
の
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
な
ど
の
浮
世
草
子
、
（
ア
）
滑
稽
本
、
人
情
本
、
読
本
、
さ
ら
に
は

浮
世
絵
の
③
リ
ュ
ウ
セ
イ
と
結
び
つ
い
た
絵
草
紙
が
人
気
を
集
め
た
こ
と
は
、
読
書
人
口
が
急
速
に
拡
大
し
た
こ
と
を
物
語
る
。 

 
 

＊ 

興
味
深
い
こ
と
に
、（
Ⅰ
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
後
に
社
会
の
中
堅
と
し
て
登
場
し
た
い
わ
ゆ
る

上
層
中
産
階
級
の
家
庭
で
は
、
読
書
の
習
慣
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ
た
。
新
た
に
登
場
し
た
大
衆
新
聞
が
そ
の
呼
び
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
連
載
小
説
を
掲
載
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し
て
評
判
を
呼
ん
だ
こ
と
な
ど
、
そ
の
間
の
事
情
を
よ
く
示
す
も
の
だ
ろ
う
。 

ピ
ア
ノ
の
お
稽
古
な
ど
と
同
じ
く
、
読
書
は
、
い
わ
ば
④
ヒ
ッ
ス
の
教
養
と
し
て
、
ま
た
楽
し
み
と
し
て
、
特
に
家
庭
の
女
性
た
ち
の
あ
い
だ
に 

⑤
シ
ン
ト
ウ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
は
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
ご
く
平
凡
な
人
妻
が
「
情
熱
的
な
恋
愛
」
に

憧
れ
て
（
イ
）
過
ち
を
お
か
す
話
を
主
題
と
し
て
い
る
が
、
エ
ン
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
の
そ
の
憧
れ
を
養
っ
た
も
の
も
、
少
女
時
代
に
耽
溺

た
ん
で
き

し
た
騎
士
道
物
語
や

伝
奇
小
説
な
ど
の
読
書
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
を
反
映
し
て
、
絵
画
の
世
界
で
も
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
「
本
を
読
む
女
」
と
い
う
主
題
が
生
ま
れ
て
き
た
。
黒
田
清
輝
が
フ

ラ
ン
ス
滞
在
中
に
サ
ロ
ン
に
送
っ
た
「
読
書
」
図
な
ど
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
主
題
を
描
い
た
（
ウ
）
逸
品
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
＝
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
「
マ
ル
ト
Ｘ
夫
人―

ボ
ル
ド
ー
」
で
あ
る
。
モ
ン
マ
ル

ト
ル
の
歓
楽
街
の
画
家
と
い
う
ロ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
お
よ
そ
そ
ぐ
わ
な
い
、
堂
々
た
る
本
格
的
な
人
物
画
で
あ
る
。
ゆ
っ
た
り
と
し
た
肘
掛

ひ

じ

か

け
椅

子
に
腰
か
け
て
、
手
に
し
た
書
物
（
雑
誌
？
）
に
読
み
ふ
け
る
女
性
の
姿
は
、
フ
ラ
ン
ス
世
紀
末
が
ま
た
読
書
の
季
節
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。 

（
出
典 

高
階
秀
爾 

著
「
七
夕
に
思
う
「
本
を
読
む
女
」
の
誕
生
」
（
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
七
月
九
日
）
に
よ
る
） 

 

設
問
一 

傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
（
ア
）
～
（
ウ
）
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。
（
送
り
が
な
を
記
す
必
要
は
な
い
。
） 

 

① 

サ
イ
ホ
ウ 

 
 

② 

フ
キ
ュ
ウ 

 
 

③ 

リ
ュ
ウ
セ
イ 

 
 

④ 

ヒ
ッ
ス 

 
 

⑤ 

シ
ン
ト
ウ 

（
ア
）
滑
稽 

 
 

 

（
イ
）
過
（
ち
） 

 

（
ウ
）
逸
品 
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設
問
二 

空
欄
（
Ａ
）
と
二
重
傍
線
部
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

（
ア
）
空
欄
（
Ａ
）
に
入
る
適
切
な
語
を
、
漢
字
二
字
で
記
し
な
さ
い
。 

 
 

 
（
イ
）
二
重
傍
線
部
（
Ｂ
）
「
歳
時
記
」
に
つ
い
て
、
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
か
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

設
問
三 

本
文
を
踏
ま
え
て
、
七
夕
に
ま
つ
わ
る
行
事
の
数
々
を
、
古
い
も
の
か
ら
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
な
さ
い
。 

 

設
問
四 

傍
線
部
（
Ⅰ
）
に
つ
い
て
、「
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
」
と
は
、
何
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
の
か
、
同
様
で
あ
る
と
い
う
事
情
が
分
か
る
よ
う
に
、
本 

文
を
参
考
に
し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 
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二 

次
の
文
章
を
読
み
、
以
下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

自
由
の
定
義
や
①
ガ
イ
ネ
ン
は
一
つ
で
は
な
い
の
で
、
私
が
こ
れ
か
ら
書
く
の
は
自
由
の
一
側
面
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
と
て
も
重
要
な
一

側
面
だ
。 

 

サ
ッ
カ
ー
で
（
ア
）
卓
越
し
た
選
手
は
フ
ィ
ー
ル
ド
を
自
由
に
動
き
回
り
、
球
を
自
由
に
（
イ
）
操
る
。
他
の
選
手
た
ち
が
も
た
も
た
し
て
い
る
中
で
、
卓

越
し
た
選
手
だ
け
が
伸
び
伸
び
動
く
。
競
技
の
性
格
は
全
然
違
う
が
、
将
棋
で
も
上
手
い
人
ほ
ど
駒
の
動
き
が
速
い
。
す
ご
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
い
た
は
ず
の

駒
が
②
マ
タ
タ
く
間
に
戦
線
に
参
加
し
て
い
る
。
（
Ａ
）
駒
が
水
を
得
た 

 

の
よ
う
な
の
だ
。 

 

サ
ッ
カ
ー
や
将
棋
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
競
技
に
は
ル
ー
ル
＝
拘
束
が
あ
る
。（
Ｂ
）
逆
説
的
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
卓
越
し
た
能
力
を
（
ウ
）
発
揮
し

て
、
自
由
自
在
に
動
き
回
る
と
見
え
る
人
ほ
ど
、
体
や
思
考
を
競
技
そ
れ
ぞ
れ
の
拘
束
に
順
応
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
拘
束
の
中
に
い
る
。
拘
束
に
体
や
思
考

を
順
応
さ
せ
る
こ
と
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
い
い
、
端
か
ら
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
退
屈
で
不
自
由
き
わ
ま
り
な
い
よ
う
に
映
る
の
だ
が
、
そ
の
「
不
自
由
」
は
自

由
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
の
り
だ
。
も
っ
と
も
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
た
ん
に
不
自
由
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
ら
、
競
技
中
の
自
由
な
状
態
も
出
現
し
な
い
だ
ろ

う
。
前
サ
ッ
カ
ー
日
本
代
表
③
カ
ン
ト
ク
の
オ
シ
ム
の
練
習
メ
ニ
ュ
ー
は
と
て
も
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

大
事
な
こ
と
は
ル
ー
ル
＝
拘
束
の
あ
る
競
技
に
お
い
て
、
自
由
と
は
不
自
由
の
対
立
ガ
イ
ネ
ン
で
な
く
、
不
自
由
の
ず
っ
と
奥
に
あ
る
状
態
の
こ
と
だ
と
知

る
こ
と
だ
。
競
技
者
は
拘
束
に
対
し
て
主
体
的
で
な
く
他
の
誰
よ
り
も
受
け
身
に
な
る
か
ら
自
由
を
実
現
で
き
る
。（
Ⅰ
）
創
造
性
や
想
像
力
は
何
も
拘
束
が
な

い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
な
く
、
拘
束
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。 

 

小
説
と
い
う
の
は
作
品
に
着
手
す
る
前
に
作
者
が
、
事
前
に
テ
ー
マ
を
決
め
、
そ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
綿
密
に
設
計
図
を
思
い

描
い
て
か
ら
書
か
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
作
者
は
作
品
に
つ
い
て
す
べ
て
を
④
ハ
ア
ク
し
て
い
て
、
登
場
人
物
の
性
格
も
、
状
況
設
定
も
、

テ
ー
マ
を
読
者
に
伝
え
る
た
め
の
一
種
の
道
具
で
あ
る
と
。
こ
の
よ
う
に
隅
か
ら
隅
ま
で
論
理
的
に
作
ら
れ
た
小
説
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
こ
れ
は
拘
束

に
対
し
て
競
技
者
が
主
体
的
に
振
る
舞
う
と
い
う
⑤
サ
ッ
カ
ク
と
同
じ
こ
と
で
、
競
技
本
来
の
運
動
性
が
な
い
。
一
方
的
に
勝
て
る
相
手
と
戦
う
よ
う
な
も
の

だ
。
相
手
が
強
い
か
ら
こ
そ
、
こ
っ
ち
も
思
い
が
け
な
い
力
を
発
揮
で
き
る
。 
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小
説
で
は
、
風
景
や
人
の
仕
草
な
ど
を
綿
密
に
書
く
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
、
作
者
の
意
図
が
乗
り
越
え
ら
れ
、
作
品
着
手
以
前
に
は
考
え
も
し
な
か
っ
た

姿
に
作
品
が
発
展
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、
作
者
は
テ
ー
マ
を
事
前
に
決
め
て
、
作
品
を
主
体
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の
で
な
く
、
受
け
身
に
な
っ
て
、
競
技

者
が
そ
の
つ
ど
状
況
を
切
り
開
く
よ
う
に
書
き
進
め
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
小
説
の
展
開
の
決
定
権
は
作
者
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
小
説
そ
れ
自
体
に
あ
る
。

私
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
、「
信
じ
ら
れ
な
い
！
」
と
思
う
人
が
多
い
の
だ
が
、
作
者
の
仕
事
と
は
、
書
き
進
む
に
つ
れ
て
小
説
が
個
別
の
作
品
と
し
て
開

始
し
た
運
動
を
必
死
に
な
っ
て
追
い
か
け
て
ゆ
く
こ
と
な
の
だ
。 

 

美
術
で
も
音
楽
で
も
、
作
者
の
事
前
の
設
計
図
ど
お
り
に
収
ま
る
よ
う
な
も
の
は
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
。
優
れ
た
芸
術
作
品
は
す
べ
て
、
作
者
の
意
図

を
超
え
る
。（
Ⅱ
）
だ
か
ら
こ
そ
芸
術
は
一
生
の
仕
事
に
値
す
る
。
作
品
が
作
者
を
超
え
る
状
態
を
私
は
「
自
由
」
と
呼
ん
で
い
る
。
文
庫
に
な
っ
て
先
日
出
版

さ
れ
た
小
説
論
の
題
名
を
『
小
説
の
自
由
』
と
名
づ
け
た
の
は
そ
う
い
う
理
由
だ
。
関
心
の
あ
る
方
は
書
店
で
手
に
取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

（
出
典 

保
坂
和
志 

著
「
小
説
の
自
由
」
（
『
猫
の
散
歩
道
』 

中
央
公
論
新
社 

二
〇
一
一
年
二
月
二
五
日
）
に
よ
る
） 

  

設
問
一 

傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
（
ア
）
～
（
ウ
）
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。
（
送
り
が
な
を
記
す
必
要
は
な
い
。
） 

① 

ガ
イ
ネ
ン 

 
 

② 

マ
タ
タ
（
く
） 

 
 

③ 

カ
ン
ト
ク 

 
 

④ 

ハ
ア
ク 

 
 

⑤ 

サ
ッ
カ
ク 

（
ア
）
卓
越 

 
 

 

（
イ
）
操
（
る
） 

 
 

 

（
ウ
）
発
揮 

 

設
問
二 

二
重
傍
線
部
（
Ａ
）
・
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
、
以
下
に
答
え
な
さ
い
。 

（
Ａ
）
空
欄
に
入
る
適
切
な
一
字
を
漢
字
で
、
ま
た
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
そ
れ
ぞ
れ
記
し
な
さ
い
。
ど
の
よ
う
な
意
味
か
、
簡
潔
に
説
明
し
な

さ
い
。 

 
 

 

（
Ｂ
）
ど
の
よ
う
な
意
味
か
、
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 
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設
問
三 

傍
線
部
（
Ⅰ
）
「
創
造
性
や
想
像
力
は
何
も
拘
束
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
な
く
、
拘
束
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
」
に
つ
い
て
、
ど
の 

よ
う
な
こ
と
を
作
者
は
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
本
文
を
参
考
に
し
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。
な
お
、
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」

と
い
う
語
を
そ
の
中
に
入
れ
る
こ
と
。
使
用
し
た
箇
所
に
は
、
傍
線
を
引
く
こ
と
。 

 

設
問
四 

傍
線
部
（
Ⅱ
）
「
だ
か
ら
こ
そ
芸
術
は
一
生
の
仕
事
に
値
す
る
。
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
本
文
を
参 

考
に
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

            


