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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
７
）
に
答
え
な
さ
い
。 

 
現
代
の
日
本
人
は
、
近
代
以
前
の
人
々
の
持
た
な
か
っ
た
多
く
の
能
力
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
第
一
に
、
ほ
と
ん
ど
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
が
不

自
由
な
く
読
み
書
き
が
で
き
る
。
(a)
文
盲
と
い
う
語
は
、
日
本
で
は
今
や
死
語
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
外
国
語
の
能
力
や
科
学
知
識
な
ど
で
は
、

近
代
以
前
と
は
全
く
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。 

た
だ
、
そ
の
反
面
で
、
現
代
人
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
一
つ
に
書
写
能
力
の
低
下
が
あ
る
。
特
別
に
書
を
習
っ
て
い

る
人
は
と
も
か
く
、
平
均
的
な
日
本
人
の
書
く
文
字
は
、
明
ら
か
に
近
代
以
前
の
人
に
劣
っ
て
い
る
。 

そ
の
こ
と
を
(ｲ)
ツ
ウ
カ
ン
し
た
の
は
、
四
年
前
、
京
都
国
立
博
物
館
の
館
長
を
務
め
て
い
た
と
き
に
開
催
し
た
新
選
組
の
展
覧
会
を
見
て
か
ら

だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
隊
長
近
藤
勇
や
副
隊
長
土
方
歳
三
を
は
じ
め
と
す
る
隊
員
た
ち
の
書
状
が
数
多
く
展
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ど
れ
を
見

て
も
、
今
の
平
均
的
日
本
人
の
到
底
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
近
藤
や
土
方
は
武
蔵
の
国
の
農
家
の
出
で
、
幕
末
の
特
殊
事
情
か
ら
武
士
の
身
分

を
得
た
人
で
あ
り
、
特
に
深
い
教
養
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、
格
別
の
達
筆
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
近
藤
が
自
作
の
詩
を
書
い
た
軸

の
前
に
立
つ
と
、
見
る
者
に
強
く
訴
え
て
く
る
迫
力
が
あ
る
。 

（
中 

略
） 

今
ど
き
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
用
件
は
メ
ー
ル
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
か
ら
、
手
紙
を
も
ら
う
機
会
は
と
み
に
少
な
く
な
っ
た
。
た
ま
に
も
ら
う
手

紙
も
ワ
ー
プ
ロ
打
ち
出
し
が
多
く
な
り
、
手
書
き
の
手
紙
は
さ
ら
に
減
少
し
た
。
年
賀
状
な
ど
で
、
文
面
は
も
ち
ろ
ん
、
宛
名
ま
で
ワ
ー
プ
ロ
打

ち
の
も
の
を
受
け
取
る
と
、
正
直
に
い
っ
て
あ
ま
り
(ﾛ)
シ
ン
ミ
な
感
じ
が
し
な
い
。
つ
ま
り
書
き
手
不
在
の
、
機
械
文
字
な
の
で
あ
る
。
も
は
や

手
書
き
文
字
の
(b)
巧
拙
を
い
う
よ
う
な
時
代
で
は
な
く
な
っ
た
の
か
（
何
を
隠
そ
う
、
実
は
私
の
こ
の
文
章
も
パ
ソ
コ
ン
で
書
い
て
い
る
の
だ
が
、

こ
う
し
た
原
稿
は
と
も
か
く
、
(1)
私
信
だ
け
は
努
め
て
手
書
き
の
文
字
に
す
る
よ
う
、
意
固
地
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
）
。 

ワ
ー
プ
ロ
打
ち
の
手
紙
よ
り
、
た
と
え
悪
筆
で
読
み
に
く
い
字
で
書
か
れ
て
い
て
も
、
肉
筆
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
き
の
方
が
、
相
手
の
存
在 

一 
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を
身
近
に
感
ず
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
文
字
は
単
な
る
意
思
伝
達
の
手
段
で
は
な
く
、
近
藤
勇
や
坂
本
龍
馬
の
書
状
の
よ
う
に
、
文
字
の
綴
ら
れ

る
形
や
姿
そ
の
も
の
が
、
書
き
手
の
人
格
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
ま
さ
に
「
書
は
人
な
り
」
で
あ
る
。 

明
治
以
降
、
人
が
毛
筆
を
執
る
機
会
は
激
減
し
た
。
プ
ロ
の
物
書
き
だ
っ
て
、
「
執
筆
」
と
い
え
ば
、
せ
い
ぜ
い
万
年
筆
を
執
っ
て
書
く
の
が

普
通
だ
っ
た
。
た
だ
、
毛
筆
に
せ
よ
、
万
年
筆
に
せ
よ
、
日
常
生
活
の
中
で
書
く
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
万
年
筆
の
文
字
に
だ
っ
て
個

性
は
あ
る
か
ら
、
著
名
な
作
家
の
直
筆
原
稿
が
発
見
さ
れ
る
と
、
相
当
な
価
格
で
取
引
さ
れ
る
。
い
ま
万
年
筆
で
原
稿
を
書
く
作
家
が
い
な
い
と

は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
確
実
に
減
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ワ
ー
プ
ロ
打
ち
の
原
稿
で
は
、
古
書
市
で
興
味
を
示
す
人
は
誰
も
い
な
い
だ

ろ
う
。 

今
や
ま
さ
に
没
個
性
の 

 

Ａ 
 

が
天
下
を
(c)
席
巻
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
く
局
面
の
変
わ
っ
た
問
題
が
あ
る
。
漢
字
の
問
題

で
あ
る
。 

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
す
べ
て
が
ま
か
な
え
る
欧
米
人
と
違
っ
て
、
日
本
人
の
書
く
文
字
に
は
漢
字
が
大
き
な
割
合
を
占
め
る
。
固
有
の
文
字
を

持
た
な
か
っ
た
古
代
日
本
人
は
、
言
語
系
統
の
全
く
異
な
る
中
国
の
漢
字
を
取
り
入
れ
て
、
か
な
文
字
を
そ
こ
か
ら
創
作
す
る
な
ど
の
工
夫
を
加

え
な
が
ら
、
独
自
の
国
語
表
記
法
を
編
み
だ
し
た
の
だ
が
、
近
代
以
後
、
中
国
が
唯
一
絶
対
の
基
準
で
あ
っ
た
時
期
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
、

欧
米
の
文
化
を
大
量
に
受
容
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
漢
字
は
一
面
で
(ﾊ)
シ
ダ
イ
に
日
本
人
の
手
に
余
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
と
に
第
二
次
大

戦
後
の
社
会
で
は
、
漢
字
へ
の
拒
否
反
応
が
著
し
く
な
る
。 

戦
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、
漢
字
に
と
っ
て
危
機
の
時
代
だ
っ
た
。
当
用
漢
字
に
よ
っ
て
使
用
で
き
る
字
数
は
制
限
さ
れ
、
さ
ら
に
は
漢
字
無
用

論
さ
え
あ
っ
た
。
い
ず
れ
将
来
は
、
日
本
語
の
表
記
を
全
く
か
な
文
字
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
字
で
統
一
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
強
か
っ
た
。
漢
字

の
本
家
中
国
で
は
、
一
九
四
九
年
の
人
民
共
和
国
誕
生
後
、
(2)
漢
字
が
近
代
化
を
妨
げ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
国
の
政
策

の
中
で
定
着
し
、
と
り
あ
え
ず
は
字
画
を
省
略
し
た
簡
体
字
を
普
及
さ
せ
、
将
来
は
「
拼
音

ピ

ン

イ

ン

」
と
い
う
(d)
音
標
化
さ
れ
た
文
字
に
よ
る
統
一
を
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目
ざ
す
文
字
改
革
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
。 

漢
字
の
し
く
み
の
複
雑
さ
、
筆
画
の
多
さ
が
、
漢
字
が
(ﾆ)
ケ
イ
エ
ン
さ
れ
た
原
因
だ
が
、
二
十
世
紀
も
残
り
少
な
く
な
っ
た
こ
ろ
に
、
パ
ソ
コ

ン
と
い
う
(e)
至
便
の
(ﾎ)
リ
キ
が
普
及
し
て
か
ら
、
漢
字
は
よ
う
や
く
命
拾
い
を
し
た
。
こ
れ
は
日
本
も
中
国
も
同
じ
事
情
で
あ
る
。
今
や
、
日

本
で
も
中
国
で
も
、
漢
字
を
放
棄
し
よ
う
と
い
う
意
見
は
、
す
っ
か
り
声
を
潜
め
た
。
パ
ソ
コ
ン
さ
え
あ
れ
ば
、
自
分
で
書
け
な
い
文
字
で
も
、

キ
ー
の
操
作
一
つ
で
、
機
械
が
自
由
に
変
換
し
て
く
れ
る
。
お
ま
け
に
き
ち
ん
と
し
た
印
刷
の
字
体
で
文
が
綴
れ
る
。
も
う
下
手
な
字
を
気
に
病

む
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。
万
歳
！ 

パ
ソ
コ
ン
は
漢
字
の
救
世
主
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
は
お
の
ず
と
裏
が
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
の
持
つ
ワ
ー
プ
ロ
機
能
の
お
陰
で
、
難
し
い
漢
字

も
難
な
く
処
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
機
械
任
せ
の
つ
け
は
、
た
ち
ま
ち
人
に
は
ね
返
っ
て
き
た
。
漢
字
に
は
筆
順
が
あ
っ
て
、
一
字
一
字

に
ど
こ
か
ら
起
筆
し
て
ど
こ
で
収
め
る
と
い
う
順
序
が
あ
る
の
だ
が
、
パ
ソ
コ
ン
は
そ
う
し
た 

 
 
 

 
 

Ｂ 
 
 

 
 

、
い
き
な
り
完
結
し
た

字
体
を
出
し
て
く
る
。
だ
か
ら
、
受
け
手
と
し
て
は
、
機
械
の
出
し
た
答
え
を
単
純
に
受
け
取
っ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
ほ
か
は
な
い
。

と
に
か
く
自
分
で
筆
を
執
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
い
ち
い
ち
の
文
字
の
書
き
方
に
つ
い
て
責
任
は
持
て
な
い
。
ど
こ
か
ら
書
こ
う
が
、
ち
ゃ
ん
と
し

た
文
字
に
な
っ
て
さ
え
い
り
ゃ
あ
、
そ
れ
で
文
句
は
あ
る
め
え
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
(3)
漢
字
を
書
く
能
力
の
衰
退
は
そ
こ
か
ら
始

ま
る
。 

い
ま
起
こ
っ
て
い
る
日
本
語
の
混
乱
、
こ
と
に
漢
字
の
書
写
に
関
す
る
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
パ
ソ
コ
ン
の
功
罪
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
日

本
人
が
将
来
に
わ
た
っ
て
漢
字
を
自
国
語
の
中
で
使
い
つ
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
パ
ソ
コ
ン
と
上
手
に
つ
き
あ
い
な
が
ら
、
い
か
に
漢
字
固
有
の
機

能
を
保
持
し
て
ゆ
く
か
が
最
大
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。 

（
興
膳 

宏 

『
書
く
と
い
う
こ
と 

「
中
国
古
典
と
現
代
」
』
） 
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問
１ 

傍
線
部
(ａ)
～
(ｅ)
の
漢
字
を
平
仮
名
に
し
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
配
点
10
点
） 

 

問
２ 

波
線
部
(イ)
～
(ホ)
の
片
仮
名
を
漢
字
に
し
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
配
点
10
点
） 

 

  
 

   
(ｄ)  (a) 

音 

標 

 
文 
盲 

 

   

   

   

   
(ｅ)  (ｂ) 

至 

便 

 
巧 

拙 

 

   

   

   

   

  (ｃ) 

  
席 

巻 

  

   

   

   

   

   
(ニ)  (イ) 

ケ
イ
エ
ン 

 
ツ
ウ
カ
ン 

 

   

   

   

   
(ホ)  (ロ) 

リ
キ 

 
シ
ン
ミ 

 

   

   

   

   

  (ハ) 

  
シ
ダ
イ 
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問
３ 

空
欄
Ａ
に
は
文
中
の
四
字
の
言
葉
が
入
る
。
そ
れ
は
何
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

(

配
点
5
点)

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

問
４ 

空
欄
Ｂ
を
補
う
の
に
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

配
点
4
点)

 

 
 

 

 
 

 

① 

キ
ー
の
操
作
と
は
全
く
無
関
係
に 

 
 

 

② 

考
慮
を
変
換
の
際
に
取
り
込
ん
で 

 
 

 

③ 

途
中
経
過
に
は
一
切
お
か
ま
い
な
く 

 
 

 

④ 

漢
字
固
有
の
機
能
を
保
持
し
な
が
ら 

⑤ 

自
由
な
変
換
を
逆
手
に
と
り
な
が
ら 
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問
５ 

傍
線
部
（１）
「
私
信
だ
け
は
努
め
て
手
書
き
の
文
字
に
す
る
よ
う
、
意
固
地
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
筆
者
は
ど
の
よ
う

な
思
い
を
込
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
文
中
の
語
を
用
い
て
百
字
以
内
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

 
 

 

（
配
点
10
点
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

問
６ 

傍
線
部
(２)
「
漢
字
が
近
代
化
を
妨
げ
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
」
と
あ
る
が
、
そ
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
漢
字

の
特
徴
を
三
つ
挙
げ
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
配
点
6
点
） 

   

問
７ 

傍
線
部
（３）
「
漢
字
を
書
く
能
力
の
衰
退
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
言
葉
を
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。(

配
点
5
点)

 

  

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

90 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

100 

   

 



8 
 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
８
）
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
明
朝
か
ら
中
国
の
統
治
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
清
朝
の
時
代
、
と
り
わ
け
一
八
世
紀
に
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
東
ア
ジ
ア
全
域
の
統
合
・
平
和

が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
ま
し
た
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
が
加
速
し
て
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
を
本
格
化
さ
せ
る
と
、
中
国
社
会

の
多
元
構
造
は
い
っ
そ
う
深
刻
か
つ
鮮
明
に
な
り
ま
し
た
。
在
地
の
勢
力
は
い
よ
い
よ
増
大
し
て
、
「
小
さ
な
政
府
」
で
在
地
在
来
に
(a)
委
ね
る

清
朝
的
な
統
治
方
法
で
は
、
け
っ
き
ょ
く
産
業
革
命
以
後
の
近
代
に
対
応
し
切
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
中
国
の
一
九
世
紀
は
、
内
憂
外
患
の
時
代

に
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
苦
闘
し
た
あ
げ
く
に
め
ざ
し
た
解
が
、
近
代
を
席
巻
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
国
家
や
そ
れ
を
見
習
っ
た
日
本
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
国

民
国
家
」
の
形
成
で
す
。
そ
も
そ
も
国
民
国
家
は
単
一
構
造
的
な
社
会
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
多
元
的
な
中
国
社
会
に
は
そ

ぐ
わ
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
を
生
き
残
る
に
は
、
そ
れ
し
か
方
法
が
な
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
、
今
日

も
続
く
中
国
の
混
迷
と
苦
悩
の
出
発
点
が
あ
り
ま
す
。 

清
朝
は
(1)
辛
亥
革
命
に
よ
っ
て
倒
れ
、
中
華
民
国
が
誕
生
し
ま
す
。
英
米
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
第
二
次
大
戦
後
に
は
、
毛
沢
東

が
率
い
る
中
国
共
産
党
が
中
華
人
民
共
和
国
を
樹
立
し
ま
す
。
こ
ち
ら
は
ソ
連
・
共
産
主
義
と
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ベ
ク
ト
ル
は
ま
っ

た
く
逆
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
が
、
実
は
「
国
民
国
家
を
つ
く
る
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
た
点
で
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
国
民
国
家

を
つ
く
っ
て
、
西
洋
や
日
本
に
対
抗
す
る
た
め
の
取
り
組
み
が
中
国
の
「
革
命
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。 

と
こ
ろ
が
そ
の
「
革
命
」
・
国
民
国
家
形
成
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
歴
史
的
に
多
元
性
を
き
わ
め
て
き
た
現
実
の
間
に
は
、
容
易
に
埋
め

ら
れ
な
い
深
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
埋
ま
る
ま
で
永
遠
に
「
革
命
」
を
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
、
今
日
の
中
国
の
姿

で
し
ょ
う
。 

二 
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た
と
え
ば
中
国
政
府
は
、
か
ね
て
よ
り
「
一
つ
の
中
国
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
政
策
的
立
場
と
し
て
掲
げ
て
い
ま
す
。
(b)
国
是
と
い
っ
て
い

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
中
国
大
陸
の
み
な
ら
ず
、
台
湾
も
香
港
も
マ
カ
オ
も
す
べ
て
統
一
国
家
中
国
の
支
配
下
に
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。 

し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
欺
瞞
に
満
ち
た
言
葉
は
な
い
で
し
ょ
う
。
現
実
と
し
て
中
国
は
複
数
の
民
族
問
題
、
国
境
問
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
民
族
問
題
で
い
え
ば
、
中
国
が
「
領
土
主
権
」
・
帰
属
を
主
張
し
、
チ
ベ
ッ
ト
が
「
高
度
な
自
治
」
を
求
め
て
、
対
立
を
続
け
て
い

る
「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
」
は
、
解
決
の
気
配
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
先
日
も
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
住
民
「
数
十
万
」
人
が
、
中
国
当
局
に

よ
っ
て
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
た
と
報
じ
ら
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
中
国
政
府
の
側
に
も
相
応
の
言
い
分
は
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
と
に
か
く
無
理
を
し
て
押
さ
え
つ
け
て
い
る
印
象
が
拭
え
ま
せ
ん
。 

国
境
問
題
に
し
て
も
、
日
本
と
の
尖
閣
諸
島
問
題
の
み
な
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
と
は
南
沙
諸
島
問
題
が
あ
り
、
さ
ら
に
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
と

も
、
国
境
を
め
ぐ
る
対
立
が
続
い
て
い
ま
す
。 

あ
る
い
は
香
港
と
マ
カ
オ
に
は
、
「
一
国
二
制
度
」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も
と
台
湾
と
の
統
一
を
前
提
と
し
て
構
想
し
た
も
の

で
す
が
、
そ
の
前
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
返
還
さ
れ
た
香
港
で
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
不
十
分
な
「
民
主
化
」
と
そ
れ
に
反
発
す
る
住
民
と

の
衝
突
な
ど
、
や
は
り
矛
盾
が
噴
出
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
四
年
に
起
き
た
「
雨
傘
革
命
」
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
暴
動
は
、
ま
だ
記
憶
に
新
し

い
と
こ
ろ
で
す
。 

そ
も
そ
も
「
一
国
二
制
度
」
と
い
う
も
の
を
制
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
自
体
、 

 
 

 
 

１ 
 

 
 

 
 

、
と
い
う
こ
と
を
自
ら

表
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
し
か
も
国
民
国
家
の
場
合
は
、
政
府
権
力
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
内
外
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
制
度
は
違
っ
て
も
統
制
の
圧
力
は
強
い
ま
ま
で
す
。
こ
の
あ
た
り
の
齟
齬
が
人
々
の
不
満
に
転
化
し
、
大
暴
動
に
つ
な
が
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

こ
の
制
度
は
今
の
中
国
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
元
的
で
地
域
ご
と
に
習
俗
・
慣
行
が
ま
っ
た
く
違
う
た
め
、
統
治
の
仕
方
も
違
っ
て
い

た
と
い
う
中
国
の
歴
史
を
反
映
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
境
界
線
も
曖
昧
な
こ
と
が
、
統
治
を
い
っ
そ
う
複
雑
に
さ
せ
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
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多
元
性
を
国
民
国
家
と
い
う
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
「
革
命
」
が
始
動
し
て
か
ら
今
な
お
抱
え
続
け
て
い
る
中

国
の
大
き
な
課
題
な
の
で
す
。 

当
然
な
が
ら
、
台
湾
も
「
一
国
二
制
度
」
に
は
注
意
を
払
い
、
警
戒
し
て
い
ま
す
。
大
陸
が
敵
視
し
、
経
済
の
低
迷
を
招
い
て
い
る
現
在
の 

(2)
蔡
英
文
政
権
を
生
み
出
し
た
原
動
力
で
も
あ
り
ま
す
。 

ま
た
中
国
の
社
会
構
造
の
複
雑
さ
は
、
経
済
体
制
を
み
る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
す
。
国
家
と
し
て
は
共
産
党
に
よ
る
一
党
独
裁
を
堅
持
し
な
が

ら
、
経
済
は
鄧
小
平
の
時
代
か
ら
市
場
経
済
を
志
向
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
毛
沢
東
は
名
実
と
も
に
「
一
つ
の
中
国
」
を
志
向
し
、
上
か
ら
下
ま

で
す
べ
て
社
会
主
義
・
計
画
経
済
で
運
営
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
大
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
民
間
社
会
に
お
け
る
多
元
性
の
存
在
と

作
用
を
認
め
、
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
と
い
う
体
制
を
導
入
し
た
わ
け
で
す
。 

そ
の
結
果
、
中
国
は
急
速
な
経
済
成
長
を
遂
げ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
軋
み
も
生
じ
て
い
ま
す
。
ま
し
て
経
済
が
減
速
傾
向
に

あ
る
昨
今
、
い
か
に
軟
着
陸
さ
せ
る
か
は
、
習
近
平
政
権
に
と
っ
て
(c)
喫
緊
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
こ
で
も
共
通
す
る
問
題
は
、
歴
史
的
な
多
元
性
と
「
一
つ
の
中
国
」
と
の
相
剋
で
す
。
(3)
現
実
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
乖
離
は
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
今
に
始
ま
っ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
書
で
み
て
き
た
よ

う
な
歴
史
的
経
緯
を
考
え
る
な
ら
、
そ
も
そ
も
相
剋
せ
ざ
る
を
得
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

逆
に
い
う
と
、
歴
史
を
み
な
け
れ
ば
今
の
中
国
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
境
遇
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。 

実
は
多
元
的
な
社
会
を
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
中
国
史
の
み
な
ら
ず
、
程
度
の
差
は
あ
り
ま
す
が
、
ア
ジ
ア
史
・
東
洋
史
に
も

少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
で
生
ま
れ
る
軋
轢
を
ど
う
処
理
す
る
か
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
(d)
要
諦
で
し
た
。 

そ
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、
宗
教
で
す
。
だ
い
た
い
世
界
三
大
宗
教
と
呼
ば
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
、
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
は
、
い
ず
れ

も
ア
ジ
ア
発
祥
で
す
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
多
元
性
を
ま
と
め
る
た
め
の
普
遍
性
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
あ
る
い
は
秩
序
体
系
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
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ア
ジ
ア
の
全
史
を
貫
く
課
題
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。 

そ
れ
も
一
つ
の
宗
教
・
信
仰
に
限
定
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
人
の
君
主
が
複
数
の
宗
教
を
奨
励
、
信
奉
し
、
同
じ
場
所
に
暮
ら
す
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
信
者
を
つ
な
ぎ
止
め
て
、
共
存
さ
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ア
ジ
ア
各
地
で
は
宗
教
と
い
う 

 

Ａ 
 

的
な
も
の

も
、 

 

Ｂ 
 

的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
複
数
の
宗
教
・ 

 

Ｃ 
 

性
を
重
層
化
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
、 

 

Ｄ 
 

共

存
を
可
能
と
す
る
統
一
的
な
体
制
は
保
て
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。 

言
い
換
え
る
な
ら
、
ア
ジ
ア
史
に
お
い
て
政
教
分
離
は
成
立
し
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

Ｅ 
 

性
の
強
い
社
会
で
安
定
し
た
体
制
を
存

続
さ
せ
る
に
は
、
宗
教
の
よ
う
な 

 

Ｆ 
 

性
を
有
す
る
も
の
が
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
複
数
の 

 

Ｇ 
 

性
を
重
層
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

い
場
合
は
、
な
お
さ
ら
で
す
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
政
教
分
離
が
成
立
し
た
の
は
、
そ
も
そ
も
社
会
も
信
仰
も
単
一
均
質
構
造
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
分
離
し
て
も
社
会

が
解
体
、
分
裂
し
な
い
確
信
が
、
そ
の
背
後
に
厳
存
し
て
い
ま
す
。
仮
に
ア
ジ
ア
で
政
教
分
離
を
実
施
し
た
ら
、
た
ち
ま
ち
体
制
や
秩
序
は
バ
ラ

バ
ラ
に
な
っ
て
混
乱
を
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
。 

中
国
の
場
合
も
、
統
合
の
象
徴
と
し
て
儒
教
・
朱
子
学
が
用
意
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
儒
教
は
、
漢
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
普
遍
性
で
す
の
で
、

(4)
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
と
共
存
し
た
清
朝
で
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
儒
教
の
聖
人
を
め
ざ
し
た
清
朝
の
皇
帝
は
、
同
時
に
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
に
も
(e)
帰
依
し
て
、
普
遍
性
の
重
層
を
は
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
体
制
も
一
八
世
紀
ま
で
し
か
持
ち
ま
せ
ん
。 

近
代
以
降
で
は
、
儒
教
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
も
ろ
と
も
、
先
に
述
べ
た
「
国
民
国
家
」
や
「
一
つ
の
中
国
」
が
代
替
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
同

時
に
、
清
代
の
多
元
共
存
に
代
わ
る
秩
序
と
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
五
族
共
和
」
や
「
中
華
民
族
」
の
よ
う
な
も
の
が
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ

ま
し
た
。
こ
う
し
て
(5)
「
中
華
民
族
の
復
興
」
を
「
中
国
の
夢
」
と
す
る
習
近
平
政
権
も
、
は
る
か
古
く
か
ら
の
中
国
史
の
一
コ
マ
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

（
岡
本
隆
司
『
世
界
史
と
つ
な
げ
て
学
ぶ
中
国
全
史
』
に
よ
る
） 
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問
１ 

波
線
部
(ａ)
～
(ｅ)
の
片
仮
名
を
漢
字
に
し
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
配
点
10
点
） 

 

問
２ 

傍
線
部
（１）
「
辛
亥
革
命
」
と
あ
る
が
、
こ
の
革
命
を
主
導
し
、
後
に
「
国
父
」
と
尊
称
さ
れ
た
中
国
の
政
治
家
の
名
前
を
答
え
な
さ
い
。 

(

配
点
5
点)

 

      
 

   
(ｄ)  (a) 

要 

諦 

 
委
ね
る 

 

   

   

   

   
(ｅ)  (ｂ) 

帰 

依 

 
国 

是 

 

   

   

   

   

  (ｃ) 

  
喫 

緊 
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問
３ 

空
欄
１
を
補
う
の
に
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(

配
点
5
点)

 

 
 

 
 

 
① 

台
湾
と
中
国
の
間
に
国
境
問
題
は
な
い 

 
 

 

② 
イ
ギ
リ
ス
と
中
国
は
異
な
る
国
家
で
あ
る 

 
 

 

③ 

二
つ
の
国
家
を
一
つ
の
制
度
に
統
一
す
る 

 
 

 

④ 

表
向
き
は
一
つ
の
国
家
だ
が
現
実
は
違
う 

⑤ 

香
港
と
マ
カ
オ
は
異
な
る
制
度
の
下
に
あ
る 

 

問
４ 

傍
線
部
(２) 

「
蔡
英
文
政
権
」
と
あ
る
が
、
蔡
英
文
が
属
す
政
党
の
名
前
を
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
(

配
点
5
点)

 

 

 

 

問
５ 

傍
線
部
(３)
「
現
実
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
と
詳
し
く
述
べ
た
部
分
を
文
中
か
ら
65
字
以
内
で
抜
き

出
し
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
配
点
5
点
） 

    

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

50 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

65 
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問
６ 

空
欄
Ａ
～
空
欄
Ｇ
に
は
、
「
普
遍
」
ま
た
は
「
多
元
」
の
二
字
が
入
る
。
そ
の
正
し
い
組
み
合
わ
せ
は
次
の
①
～
⑥
の
ど
れ
な
の
か
、
答

え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
配
点
5
点
） 

 

① 

Ａ 
普
遍 

Ｂ 

多
元 

Ｃ 

普
遍 

Ｄ 

多
元 

Ｅ 

多
元 

Ｆ 

普
遍 

Ｇ 

多
元 

② 

Ａ 

普
遍 
Ｂ 

多
元 

Ｃ 

普
遍 

Ｄ 

多
元 

Ｅ 

多
元 

Ｆ 

普
遍 

Ｇ 

普
遍 

③ 

Ａ 

普
遍 

Ｂ 
多
元 

Ｃ 

多
元 

Ｄ 

普
遍 

Ｅ 

普
遍 

Ｆ 

多
元 

Ｇ 

普
遍 

④ 

Ａ 

多
元 

Ｂ 

普
遍 
Ｃ 

多
元 

Ｄ 

多
元 

Ｅ 

普
遍 

Ｆ 

多
元 

Ｇ 

普
遍 

 

⑤ 

Ａ 

多
元 

Ｂ 

普
遍 

Ｃ 
多
元 

Ｄ 

普
遍 

Ｅ 

普
遍 

Ｆ 

多
元 

Ｇ 

多
元 

 

⑥ 

Ａ 

多
元 

Ｂ 

普
遍 

Ｃ 

多
元 

Ｄ 

普
遍 

Ｅ 

多
元 

Ｆ 

普
遍 

Ｇ 

多
元 

 

問
７ 

傍
線
部
（４）
「
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
と
共
存
し
た
清
朝
」
は
何
と
い
う
民
族
が
建
て
た
王
朝
か
、
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
(

配
点
5
点) 
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問
８ 

傍
線
部
（５）
「
『
中
華
民
族
の
復
興
』
を
『
中
国
の
夢
』
と
す
る
習
近
平
政
権
も
、
は
る
か
古
く
か
ら
の
中
国
史
の
一
コ
マ
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
と
あ
る
が
、
習
近
平
政
権
が
、
「
中
華
民
族
の
復
興
」
や
「
中
国
の
夢
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
必
要
と

す
る
の
は
な
ぜ
か
、
文
中
の
語
を
用
い
て
百
二
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 
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配
点
10
点
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