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一 

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

※
問
題
文
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞
社
に
無
断
で
転
載
す
る
こ
と
を
禁
じ
ま
す
。 

  

春
は
人
事
異
動
の
季
節
だ
。
人
事
の
裏
に
は
、
成
果
に
基
づ
く
評
価
が
見
え
隠
れ
す
る
。 

Ｓ
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
な
ど
の
ラ
ン
ク
づ
け
を
採
り
入
れ
て
い
る
企
業
は
多
い
が
、
こ
こ
数
年
、
こ
う
し
た
評
価
制
度
を
①
ハ
イ
シ
す
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
き
た
。
米
国
の

Ｉ
Ｔ
企
業
か
ら
始
ま
っ
た
動
き
で
、
評
価
が
本
人
の
成
長
や
企
業
の
業
績
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
、
と
気
づ
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。 

歴
史
学
者
ジ
ェ
リ
ー
・
Ｚ
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
著
書
「
測
り
す
ぎ
」
で
、
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。
あ
る
ゴ
ー
ル
を
達
成
す
る
た
め
に
数
値
目
標
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
成
果

主
義
に
利
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
組
織
は
機
能
不
全
に
（
ア
）
陥
る
と
。
人
は
、
ゴ
ー
ル
を
達
成
す
る
た
め
で
は
な
く
、
数
字
を
達
成
す
る
た
め
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら

だ
。 

 
 

＊ 

た
と
え
ば
、
研
究
者
は
記
者
と
同
様
、「P

u
b
l
i
s
h
 o
r
 P
e
ri
s
h

（
書
か
ず
ん
ば
去
れ
）」
と
い
う
厳
し
い
世
界
に
生
き
る
。
研
究
者
の
多
く
は
、
研
究
成
果
を
論
文
と
し
て
社

会
に
還
元
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
で
も
そ
の
質
や
数
が
、
ポ
ス
ト
や
研
究
費
を
獲
得
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
使
わ
れ
る
と
、
や
や
こ
し
い
こ
と
に
な
る
。 

質
を
測
る
に
は
、
そ
の
論
文
が
ほ
か
の
論
文
に
引
用
さ
れ
る
「
被
引
用
数
」
が
指
標
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
た
だ
し
引
用
さ
れ
や
す
い
研
究
分
野
を
選
ん
だ
り
、
仲
間
内
で

引
用
し
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
統
計
上
の
評
価
は
高
ま
る
。
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
リ
ツ
イ
ー
ト
と
同
じ
だ
。 

数
を
増
や
す
に
は
、
中
身
を
少
し
変
え
た
論
文
を
量
産
す
れ
ば
い
い
。 

（
Ａ
）
机
上
の
空
論
だ
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
英
科
学
誌
ネ
イ
チ
ャ
ー
に
よ
る
と
、
２
０
０
０
～
16
年
に
、
５
日
に
１
本
の
ペ
ー
ス
で
論
文
を
書
い
た
「
超
多
作
」

研
究
者
が
少
な
く
と
も
２
６
５
人
い
た
。
日
本
と
ド
イ
ツ
に
多
く
、
ナ
ン
バ
ー
１
は
日
本
の
と
あ
る
国
立
大
教
授
だ
っ
た
と
い
う
。 

論
文
を
め
ぐ
る
指
標
は
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
大
学
の
評
価
に
も
つ
か
わ
れ
て
い
る
。 

国
は
19
年
度
か
ら
、
国
立
大
学
の
運
営
費
②
コ
ウ
フ
金
の
一
部
を
、
成
果
や
実
績
に
よ
っ
て
配
分
し
て
い
る
。
研
究
に
力
を
入
れ
て
い
る
大
学
の
場
合
、
教
員
１
人
あ
た
り

の
論
文
数
や
、
被
引
用
数
が
各
分
野
の
上
位
10
％
以
内
に
入
る
論
文
数
な
ど
が
評
価
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
政
策
に
よ
り
、
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。 

「
論
文
の
数
を
増
や
す
と
質
は
下
が
る
と
い
う
（
Ｂ
）
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
が
起
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
引
用
さ
れ
や
す
い
国
際
共
著
論
文
が
増
え
る
一
方
で
、
国
内
発
の
論
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文
が
減
っ
て
い
ま
す
。
必
ず
し
も
研
究
力
向
上
に
は
つ
な
が
っ
て
い
ま
せ
ん
」 

日
本
の
研
究
力
を
分
析
し
て
い
る
鈴
鹿
医
療
科
学
大
学
の
豊
田
長
康
学
長
は
こ
う
指
摘
す
る
。 

 
 

＊ 

さ
ら
な
る
成
果
主
義
の
③
タ
ン
ジ
ョ
ウ
に
つ
な
が
り
そ
う
な
動
き
も
進
む
。
10
兆
円
規
模
の
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
益
を
も
と
に
、
一
部
の
研
究
大
学
に
年
数
百
億
円
を
支
援
す

る
法
案
が
、
今
国
会
で
成
立
す
る
見
通
し
だ
。
た
だ
し
支
援
を
受
け
た
大
学
は
、「
年
３
％
の
事
業
成
長
」
が
求
め
ら
れ
る
。 

今
で
も
大
学
の
研
究
が
、
短
期
間
で
成
果
が
出
る
内
容
に
（
イ
）
偏
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
新
た
な
指
標
が
、
さ
ら
に
「
稼
げ
る
」
研
究
へ
と
向
か
う
可
能
性

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

実
は
、
私
が
成
果
主
義
の
（
ウ
）
弊
害
と
し
て
一
番
危
惧
し
て
い
る
の
は
、
研
究
者
の
や
る
気
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。 

「
統
計
デ
ー
タ
の
落
と
し
穴
」
の
著
者
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
も
こ
う
指
摘
す
る
。
お
金
の
た
め
に
そ
の
仕
事
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
、
業
績
指
標

は
、
か
え
っ
て
意
欲
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
、
と
。 

研
究
者
が
研
究
に
④
ボ
ッ
ト
ウ
す
る
の
は
、「
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
」
と
い
う
真
理
を
探
究
し
た
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
指
標
を
達
成
す
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
研
究
の

新
規
性
や
独
創
性
を
正
し
く
評
価
で
き
る
指
標
は
、
今
の
と
こ
ろ
な
い
。 

ポ
ス
ト
や
研
究
費
を
獲
得
す
る
た
め
の
書
類
作
成
に
⑤
ボ
ウ
サ
ツ
さ
れ
、
研
究
時
間
が
取
れ
な
い
と
い
う
怨
嗟

え

ん

さ

の
声
を
あ
ち
こ
ち
で
聞
く
。「
測
り
す
ぎ
」
が
、
生
産
性
の
低

下
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
。 

成
果
主
義
が
本
当
に
日
本
の
研
究
力
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
。
国
に
は
ぜ
ひ
そ
の
あ
た
り
を
、
測
っ
て
ほ
し
い
。 

（
出
典 

岡
崎
明
子 

著
「
成
果
主
義
と
研
究
力
「
測
り
す
ぎ
」
が
意
欲
を
奪
う
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
二
二
年
三
月
二
三
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 

ハ
イ
シ 

 
 

 

② 

コ
ウ
フ 

 
 

③ 

タ
ン
ジ
ョ
ウ 

 
 

④ 

ボ
ッ
ト
ウ 

 
 

⑤ 

ボ
ウ
サ
ツ 

（
ア
）
陥
（
る 

） 

（
イ
）
偏
（
り
） 

（
ウ
）
弊
害 
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設
問
二 

傍
線
部
（
Ａ
）
・
（
Ｂ
）
は
い
ず
れ
も
、
辞
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
本
来
の
意
味
と
は
少
し
異
な
る
用
法
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
（
Ⅰ
）
と
（
Ⅲ
） 

に
は
本
来
の
辞
書
的
な
意
味
を
適
宜
記
し
な
さ
い
。
ま
た
（
Ⅱ
）
と
（
Ⅳ
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
本
文
で
の
使
わ
れ
方
を
、
適
宜
記
し
な
さ
い
。 

 

（
Ａ
） 
「
机
上
の
空
論
」
の
本
来
の
意
味
は
、 

 
 

（
Ⅰ
） 

 
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が 

 
 
 

（
Ⅱ
） 

 
 
 

 

と
い
う
事
態
が
実
際
に
起
き
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。 

（
Ｂ
） 

「
シ
ー
ソ
ー
ゲ
ー
ム
」
の
本
来
の
意
味
は
、 

 
 

（
Ⅲ
） 

 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
遊
具
の
両
端
が
上
下
す
る
よ
う
に 

 
 
 

（
Ⅳ
） 

 
 
 

 

と
い
う
状
態
を
示
し
て
い
る
。 

 

設
問
三 

筆
者
は
、
本
来
の
望
ま
し
い
研
究
の
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
と
ら
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
本
文
を
参
考
に
し
て
、「
研
究
者
」「
意
欲
」「
還
元
」
と
い
う 

語
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
な
さ
い
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
用
い
た
個
所
に
は
傍
線
を
引
く
こ
と
。 
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二 

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

  

小
説
家
は
人
間
や
社
会
に
強
い
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
な
り
に
観
察
も
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
ょ
せ
ん
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
む
ぐ
仕
事
だ
か
ら
か
、
折
々
に
考
え
た
り
、

発
見
し
た
り
し
た
こ
と
を
自
身
の
実
人
生
に
生
か
そ
う
と
い
う
発
想
は
（
ア
）
乏
し
い
生
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
（
Ａ
）
往
々
に
し
て
、
一
般
の
生
活
者
に
見
え
て

い
る
こ
と
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
り
、
い
ま
ど
き
知
っ
て
い
て
当
た
り
前
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、
は
た
ま
た
巷

ち
ま
た

の
話
題
に
（
イ
）
疎
か
っ
た
り
も
す
る
。
小
説
家
は
、

意
外
に
浮
世
離
れ
し
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
う
し
て
自
身
の
暮
ら
し
と
切
り
離
さ
れ
た
頭
で
、
小
説
家
は
日
々
①
カ
ク
ウ
の
物
語
を
つ
む
ぎ
な
が
ら
、
人
間
に
つ
い
て
、
生
死
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
社
会
に
つ
い
て

思
い
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
私
は
い
ま
、
山
間
の
集
落
の
名
も
な
い
平
凡
な
農
家
の
暮
ら
し
を
小
説
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
描
い
て
い
る
の
は
米
づ
く
り
の
リ
ア

ル
な
技
術
や
稲
の
成
長
の
話
で
あ
っ
て
も
、
私
の
頭
に
は
植
物
と
し
て
の
稲
の
光
合
成
や
、
そ
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
た
ら
す
太
陽
光
や
、
ひ
い
て
は
宇
宙
の
こ
と
が
広

が
っ
て
い
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
、
す
で
に
古
稀

こ

き

を
過
ぎ
て
い
る
主
人
公
の
心
身
を
借
り
て
、
老
い
と
は
何
か
と
壮
大
な
②
ジ
モ
ン
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
農
事
や
山
の
自
然
は
、
主
人
公
Ａ
の
生
に
実
体
を
与
え
る
と
同
時
に
、
Ａ
が
日
々
も
の
を
思
う
土
台
に
な
っ
て
お
り
、
Ａ
は
も
の
を
思
う
こ

と
で
自
身
の
世
界
を
③
カ
ク
チ
ョ
ウ
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
米
農
家
で
あ
れ
ば
米
づ
く
り
の
あ
れ
こ
れ
に
こ
こ
ろ
を
砕
く
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
小
説
家
の
私
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
つ
ま
ら
な
い
と
思
う
。
自
然
と
と
も
に
生
き
る
人
間
は
、
自
然
を
通
し
て
な
に
が
し
か
の
生
命
観
や
宇
宙
観
、
信
仰
、
さ
ら
に
は
美

な
ど
を
発
見
す
る
は
ず
だ
し
、
④
コ
ラ
イ
人
間
は
そ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
風
土
と
文
化
を
（
ウ
）
築
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

（
Ｂ
）
ひ
る
が
え
っ
て
、
私
た
ち
は
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
、
生
命
や
社
会
や
人
生
に
つ
い
て
抽
象
的
な
思
考
を
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
人
間
と
は
」
と
言
い

だ
す
だ
け
で
「
ド
ン
引
き
」
さ
れ
る
い
ま
の
時
代
、
も
て
は
や
さ
れ
る
の
は
日
常
の
小
さ
な
仕
合
わ
せ
や
、
さ
さ
や
か
な
暮
ら
し
の
風
景
や
、
心
温
ま
る
小
さ
な
生
き
も
の
た

ち
の
物
語
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
一
生
は
日
々
の
暮
ら
し
の
送
り
方
や
、
手
づ
く
り
の
ご
飯
や
、
食
卓
に
生
け
た
一
輪
の
花
な
ど
に
還
元
さ
れ
る
。
も
っ
と
言
え

ば
、
個
々
人
の
生
活
感
覚
や
価
値
観
へ
と
矮
小

わ
い
し
ょ
う

化
さ
れ
る
。 

 

そ
れ
は
そ
れ
で
人
間
が
生
き
る
こ
と
の
一
面
で
は
あ
る
し
、
軽
ん
じ
て
い
い
と
も
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
事
足
り
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
の

だ
。
た
と
え
ば
、「
人
間
と
は
」
を
考
え
る
言
葉
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、「
人
間
ら
し
さ
」
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。「
人
間
ら
し
さ
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

こ
ろ
で
は
、
貧
困
や
難
民
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
多
く
の
深
刻
な
問
題
が
、
私
た
ち
の
関
心
の
外
に
放
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

今
日
、
私
た
ち
は
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
自
分
に
必
要
な
情
報
を
必
要
な
だ
け
入
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
個
々
に
興
味
の
あ
る
情
報
だ
け
を
効
率
的
に
収
集
す
る
こ
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と
で
、
個
人
や
仲
間
内
の
関
心
事
だ
け
で
満
た
さ
れ
た
快
適
な
暮
ら
し
が
出
来
上
が
る
が
、
そ
れ
は
（
Ⅰ
）
抽
象
的
な
思
考
や
公
共
へ
の
関
心
と
は
無
縁
の
暮
ら
し
と
言
え
る
。 

 
も
っ
と
も
、
社
会
や
他
者
へ
の
無
関
心
と
引
き
換
え
に
、
足
も
と
の
小
さ
な
仕
合
わ
せ
が
や
た
ら
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
今
日
の
⑤
フ
ウ
チ
ョ
ウ
は
、
私
た
ち
の
隠
れ

た
不
安
を
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
老
い
も
若
き
も
、
明
る
い
未
来
を
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
の
、
足
も
と
の
仕
合
わ
せ
探
し
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て

「
生
き
る
と
は
」
「
人
間
と
は
」
な
ど
と
哲
学
す
る
よ
り
、
猫
で
も
眺
め
て
癒
や
さ
れ
た
い
と
い
う
の
が
い
ま
の
時
代
で
あ
れ
ば
、
（
Ⅱ
）
な
る
ほ
ど
、
小
説
が
売
れ
な
い
は
ず

で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 

（
出
典 

髙
村
薫 

著
「
抽
象
的
な
思
考
は
ど
こ
へ
」（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
六
年
三
月
一
三
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 

カ
ク
ウ 

 
 
  

② 

ジ
モ
ン 

 
 
 
 
 

③ 

カ
ク
チ
ョ
ウ 

 
 

 

④ 

コ
ラ
イ 

 
  

⑤ 

フ
ウ
チ
ョ
ウ 

（
ア
）
乏
（
し
い
）  

（
イ
）
疎
（
か
っ
た
） 
（
ウ
）
築
（
い
て
） 

 

設
問
二 

二
重
傍
線
部
（
Ａ
）・
（
Ｂ
）
の
言
葉
の
意
味
を
簡
潔
に
記
し
な
さ
い
。 

  
 
 

（
Ａ
）
往
々
に
し
て 
 

（
Ｂ
）
ひ
る
が
え
っ
て 
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設
問
三 

傍
線
部
（
Ⅰ
）
に
つ
い
て
、「
抽
象
的
な
思
考
」
と
「
公
共
へ
の
関
心
」
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
部
分
を
、
指
定
さ
れ
た
字
数
で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

な
お
、
句
読
点
も
一
字
と
数
え
る
。 

 

 
 
 

「
抽
象
的
な
思
考
」…

35
字
以
内 

 
 
 

「
公
共
へ
の
関
心
」…

15
字
以
内 

 

設
問
四 

傍
線
部
（
Ⅱ
）
に
つ
い
て
、
な
ぜ
、
筆
者
は
「
な
る
ほ
ど
、
小
説
が
売
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
本
文
を
参
考
に
し
て
、「
登
場
人 

物
」
「
抽
象
的
な
思
考
」
「
無
関
心
」
の
語
を
い
ず
れ
も
使
用
し
、
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
な
さ
い
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
用
い
た
個
所
に
は
傍
線
を
引
く
こ
と
。 


