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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
６
）
に
答
え
な
さ
い
。

「
中
国
を
理
解
す
る
」
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。

た
と
え
ば
、
少
し
前
に
話
題
に
な
っ
た
こ
と
に
「
爆
買
い
」
と
い
う
現
象
が
あ
る
。
中
国
の
人
た
ち
が
日
本
へ
や
っ
て
き
て
、
様
々
な
物
を
大

量
に
買
う
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
爆
買
い
を
す
る
人
た
ち
は
、
中
国
国
内
で
は
成
功
し
た
お
金
持

ち
で
あ
る
。
そ
の
人
た
ち
が
日
本
に
来
て
、
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
や
ら
何
や
ら
を
大
量
に
買
っ
て
行
く
。

私
は
文
学
を
研
究
し
て
い
る
か
ら
、
爆
買
い
を
す
る
人
た
ち
の
精
神
構
造
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
考
え
る
。
し
か
し
な
か
な
か
想
像
が
つ

か
な
い
。
爆
買
い
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
様
々
な
解
説
が
あ
っ
た
。
日
本
製
品
が
優
れ
て
い
る
か
ら
買
っ
て
い
く
と
い

う
説
明
は
、
事
象
の
説
明
と
し
て
は
納
得
で
き
る
け
れ
ど
、
「
爆
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
(a)
カ
ジ
ョ
ウ
に
購
入
す
る
精
神
の
あ
り
方
ま
で
は
説
明
で

き
て
い
な
い
。

で
は
中
国
の
人
た
ち
は
自
ら
の
行
動
を
解
説
で
き
る
の
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
も
な
い
。
中
国
の
人
が
、
自
分
た
ち
が
爆
買
い
す
る
と
き

の
精
神
構
造
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
話
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
そ
う
い
う
コ
メ
ン
ト
は
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
。
中
国
で
成
功
し
た
人
た

ち
が
、
日
本
に
行
っ
て
便
器
を
買
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
中
国
国
内
の
人
に
と
っ
て
、
と
て
も
衝
撃
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
衝
撃
に
打

ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。

お
そ
ら
く
、
今
、
中
国
の
人
た
ち
の
精
神
状
況
は
大
き
な
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
社
会
主
義
時
代
に
は
あ
る
種
の
秩
序
が
あ

っ
た
。
「
人
間
は
こ
う
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
基
準
が
あ
っ
た
。
今
で
は
、
社
会
主
義
時
代
の
基
準
は
、
人
間
性
を
抑
圧
す
る
も
の

と
さ
れ
て
、
信
じ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
急
速
に
崩
れ
た
あ
と
、
新
た
な
基
準
、
「
こ
う
す
る
べ
き
だ
」

と
い
う
秩
序
が
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。

一 



文
学
の
問
題
に
引
き
つ
け
て
言
う
な
ら
ば
、
彼
ら
は
、
今
、
言
語
・
言
葉
に
よ
っ
て
明
確
に
自
己
を
表
現
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
あ
ま
り
に
も
事
態
が
複
雑
で
混
乱
し
て
い
る
た
め
、
言
葉
が
追
い
つ
か
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
感
じ
て
い
る
。

そ
う
い
う
と
き
こ
そ
文
学
の
出
番
で
あ
る
。

文
学
に
は
様
々
な
読
み
方
が
あ
り
、
正
解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
文
学
は
、
明
晰
な
言
葉
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た

空
気
の
よ
う
な
も
の
を
、
物
語
、
虚
構
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
力
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
と
読
み
手
に
感
じ
取
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
に
こ
そ
文
学
の
力
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
最
近
の
(1)
中
国
文
学
で
私
が
面
白
い
と
思
う
も
の
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。 

こ
こ
で
と
く
に
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
農
村
に
関
す
る
文
学
で
あ
る
。

今
の
中
国
に
生
き
る
人
々
の
精
神
構
造
は
大
き
な
混
乱
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
わ
か
り
づ
ら
い
の
が
農
村
の
問
題
で
あ
る
。（
中

略
） 

(2-1)
で
は
、
中
国
の
農
村
は
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
か
。
私
は
、
二
年
前
、
中
国
の
農
村
を
自
分
の
目
で
見
て
、
一
週
間
近
く
そ
こ
で
寝
泊
り
す

る
と
い
う
非
常
に
得
が
た
い
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
る
友
人
が
、
「
僕
の
故
郷
を
見
せ
て
あ
げ
よ
う
」
と
言
っ
て
、
彼
の
両
親
が
住
ん

で
い
る
山
東
省
の
農
村
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
実
は
北
京
の
ト
ッ
プ
エ
リ
ー
ト
な
の
だ
が
、
幼
少
時
は
農
村
で
暮
ら
し
た
経

験
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
農
村
は
、
都
市
の
人
に
と
っ
て
距
離
感
の
あ
る
問
題
で
も
あ
り
、
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
の
問
題
で
も
あ
る
。
今
は

都
市
で
違
う
生
活
を
送
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
中
国
の
問
題
の
複
雑
さ
が
あ
る
。

私
の
訪
れ
た
そ
の
村
は
な
か
な
か
美
し
か
っ
た
。
す
ぐ
近
く
に
山
が
あ
り
、
村
の
周
り
は
丘
陵
に
な
っ
て
い
て
、
丘
陵
に
段
々
畑
が
あ
る
。
た

だ
決
し
て
豊
か
で
は
な
い
。
水
田
は
な
く
、
主
た
る
生
産
物
の
一
つ
は
 (3)
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ
っ
た
。
日
本
に
輸
出
し
て
い
る
そ
う
だ
が
、
最
近

は
日
本
人
が
買
っ
て
く
れ
な
い
か
ら
安
く
な
っ
た
と
、
冗
談
交
じ
り
で
(b)
グ
チ
を
言
わ
れ
た
。
そ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
小
麦
な
ど
の
作
物
が
段
々



畑
で
作
ら
れ
て
い
る
。

彼
の
実
家
の
家
に
は
中
庭
が
あ
り
、
そ
こ
に
自
家
用
に
野
菜
を
植
え
て
い
る
。
日
本
と
違
っ
て
、
家
屋
は
木
造
で
は
な
い
。
中
国
に
は
木
造
住

宅
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
基
本
的
に
レ
ン
ガ
造
り
で
あ
る
。
お
手
洗
い
は
中
庭
の
一
角
に
あ
っ
て
、
人
の
排
泄
物
を
溜
め
て
い
る
。
肥
料
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
昔
な
が
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
が
残
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
泥
棒
が
増
え
て
き
て
い
る
た
め
、
ど
こ
の
家
も
(c)
ガ
ン
ジ
ョ
ウ
な
門
を
作

る
。
ガ
ス
レ
ン
ジ
も
あ
る
が
あ
ま
り
使
っ
て
お
ら
ず
、
昔
な
が
ら
の
釜
で
ご
飯
を
作
っ
て
い
る
。
食
べ
物
は
非
常
に
新
鮮
で
、
美
味
し
か
っ
た
。 

生
活
用
品
が
必
要
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
市
場
へ
買
い
物
に
行
く
。
五
日
に
一
回
、
近
く
の
集
落
に
市
場
が
出
る
。
そ
こ
ま
で
歩
い
て
行
く
。

山
を
一
つ
越
え
、
歩
い
て
三
〇
分
ぐ
ら
い
だ
っ
た
。
市
場
に
は
肉
屋
や
洋
服
屋
、
金
物
屋
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
店
が
出
る
。
市
場
へ
買
い
物
に
行
く

人
が
い
る
一
方
で
、
そ
こ
に
店
を
出
す
人
も
い
る
。
彼
ら
は
市
場
に
自
分
の
農
産
物
・
畜
産
物
を
持
っ
て
い
き
、
そ
れ
を
売
っ
た
お
金
で
必
要
な

物
を
買
っ
て
帰
る
。
家
と
、
畑
と
、
市
場
と
、
基
本
的
に
は
、
歩
い
て
行
け
る
範
囲
内
で
生
活
が
完
結
す
る
。
以
前
の
農
村
で
は
、
中
学
校
ぐ
ら

い
ま
で
は
こ
の
徒
歩
圏
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
と
い
う
。
高
校
に
な
る
と
離
れ
た
と
こ
ろ
に
出
て
行
く
が
、
か
つ
て
は
農
村
の
人
が
大
学
に
行
く
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
高
校
を
卒
業
す
る
と
ま
た
村
に
帰
っ
て
き
た
。
(2-2)
私
は
そ
の
圏
内
を
歩
く
こ
と
で
、
農
村
の
生
活
の
感
覚
を
実

体
験
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
（
中

略
）

最
初
の
話
に
戻
ろ
う
。

爆
買
い
の
報
道
を
見
る
と
、
私
た
ち
は
た
い
て
い
「
中
国
人
は
お
行
儀
が
悪
い
な
」
と
思
う
。
 (4)
し
か
し
私
は
、
そ
れ
と
同
時
に
「
中
国
で
は
、

何
か
が
崩
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
感
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
手
が
か
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

爆
買
い
し
て
い
る
人
に
は
農
村
出
身
の
人
も
い
れ
ば
、
都
会
出
身
で
あ
る
程
度
収
入
を
得
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
実
は
都
市
で
も
農
村
と

ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て
お
り
、
小
説
な
ど
を
読
む
と
そ
う
い
う
描
写
が
出
て
く
る
。
だ
か
ら
、
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に



想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。

確
か
に
生
活
は
豊
か
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
子
供
の
頃
に
持
っ
て
い
た
夢
が
、
完
全
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
崩
壊
と

い
う
よ
り
は
破
壊
と
も
言
う
べ
き
、
悲
し
む
べ
き
形
で
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
何
か
は
ま
だ
見
え
て
こ
な
い
し
、
必
ず
し
も
そ

れ
が
手
に
入
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
い
は
廃
墟
が
い
つ
ま
で
も
続
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
方
で
昔
に
戻
り
た
い
け
れ
ど
、
も
は
や
そ
ん
な
こ

と
は
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
に
向
か
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
ず
、
ま
さ
に
五
里
(d)
ム
チ
ュ
ウ
の
状
態
に
あ
る
。
今
の
中
国
の
人
た
ち
を
見
て
い
る

と
、
私
は
つ
い
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
。

 (5)
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
い
る
中
国
の
人
た
ち
の
精
神
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
い
か
、
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
だ
注
意
し
て
お
き

た
い
の
は
、
「
中
国
を
理
解
す
る
」
と
は
、
中
国
の
人
た
ち
の
苦
悩
を
高
み
か
ら
見
物
し
、
同
情
す
る
こ
と
で
は
な
い
こ
と
だ
。
同
情
し
よ
う
と

し
た
瞬
間
に
、
中
国
の
人
た
ち
の
苦
悩
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
言
葉
で
表
現
し
き
れ
な
い
部
分
は
、
取
り
逃
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
私
た
ち
に

で
き
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
苦
悩
に
つ
い
て
答
え
を
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
彼
ら
の
苦
悩
に
共
感
し
、
言
葉
に
な
ら
な
い
ぼ
ん
や

り
と
し
た
苦
し
み
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
は
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
に
な
り
う
る
。

こ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
、
中
国
の
文
学
の
ほ
ん
の
(e)
イ
ッ
タ
ン
に
過
ぎ
な
い
。
私
と
し
て
は
、
多
く
の
文
学
作
品
に
触
れ
る
こ
と
で
、
中
国
の

人
た
ち
の
精
神
の
奥
深
く
に
思
い
を
は
せ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
鈴
木
将
久
「
現
代
中
国
の
諸
相
」
光
田
剛
編
『
現
代
中
国
入
門
』
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
・
改
変
し
た
所
が
あ
る
）



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)
「
中
国
文
学
」
と
あ
る
が
、
唐
代
は
中
国
詩
歌
の
黄
金
期
と
言
わ
れ
る
。
盛
唐
期
の
最
も
著
名
な
詩
人
の
一
人
で
あ
る
杜
甫
の

作
で
、「
国
破
れ
て
山
河
在
り
」
で
は
じ
ま
る
詩
の
題
名
を
答
え
な
さ
い
。

（
配
点
6
点)

 

問
３

傍
線
部
(2-1)
「
で
は
、
中
国
の
農
村
は
ど
の
よ
う
な
場
所
な
の
か
。
」
の
一
文
か
ら
、
傍
線
部

(2-2)
「
私
は
そ
の
圏
内
を
歩
く
こ
と
で
、
農
村

の
生
活
の
感
覚
を
実
体
験
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
」
の
一
文
ま
で
の
内
容
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
場
合
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①

～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

（
配
点
6
点)

 

①

都
市
か
ら
帰
っ
て
き
た
人
々
が
求
め
た
生
活

②

人
里
離
れ
た
丘
陵
地
帯
の
生
活

③

家
、
畑
、
市
場
で
完
結
し
て
い
た
生
活

④

貧
し
い
人
々
の
困
難
な
生
活

(ｄ) (ａ) 

ム
チ
ュ
ウ

カ
ジ
ョ
ウ

(ｅ) (ｂ) 

イ
ッ
タ
ン

グ
チ

(ｃ) 

ガ
ン
ジ
ョ
ウ



問
４

傍
線
部
(3)
「
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
」
と
あ
る
が
、
南
米
原
産
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
中
国
へ
と
伝
来
し
た
の
は
明
朝
の
時
で
あ
っ
た
。
明
朝
の
初

代
皇
帝
の
名
前
を
答
え
な
さ
い
。

（
配
点
6
点)

 

問
５

傍
線
部
(4)
「
し
か
し
私
は
、
そ
れ
と
同
時
に
『
中
国
で
は
、
何
か
が
崩
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
』
と
感
じ
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ

の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
文
中
の
語
を
用
い
て
百
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

（
配
点
12
点)

 

130 

140 



問
６

傍
線
部
(5)
「
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
い
る
中
国
の
人
た
ち
の
精
神
を
『
理
解
』
す
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
し
い
か
、
わ
か
る
だ
ろ
う
」
と
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
か
。
「
～
で
は
な
く
、
～
こ
と
」
と
い
う
形
式
で
、
七
十
字
以

内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
10
点)

 

70 

60 



次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
６
）
に
答
え
な
さ
い
。

二
〇
〇
〇
年
は
二
〇
世
紀
の
最
後
の
年
で
あ
っ
た
。
中
国
で
は
、
二
一
世
紀
は
二
〇
〇
〇
年
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
二
〇
〇
一
年
か
ら
な
の
か
、

一
時
議
論
が
か
ま
び
す
し
か
っ
た
と
い
う
。
一
九
九
九
年
の
暮
れ
に
世
紀
末
の
議
論
が
(ｲ)
沸
騰
し
た
反
動
か
、
二
〇
〇
〇
年
の
暮
れ
か
ら
二
〇
〇

一
年
の
年
頭
は
、
や
や
落
ち
着
い
た
(a)
フ
ン
イ
キ
の
内
に
経
過
し
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
キ
リ
ス
ト
の
生
誕
に
ち
な
む
時
間
の
区
切
り
で
私
た
ち
の
生
活
時
間
を
区
切
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
考
え
て
み
れ
ば
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
、
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
百
年
前
、
二
〇
世
紀
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
の
中
国
で

は
、
清
朝
皇
帝
の
定
め
る
紀
元
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
皇
帝
は
天
の
命
を
受
け
て
、
地
上
の
時
間
を
(ﾛ)
主
宰
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
、

Ａ

は
、
じ
つ
は
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
西
暦
を
使
用
す
る
大
勢
に
は
抗
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
。
日
本
で
は
、
天
皇
の
定
め
る
年
号
の
制
度
を
残
し
な
が
ら
、
明
治
の
は
じ

め
に
太
陽
暦
に
き
り
か
え
た
。
お
な
じ
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
で
成
立
し
た
中
華
民
国
は
そ
れ
ま
で
の
(1)
太
陰
太
陽
暦
を
太
陽
暦
に
改
め
、
同
時
に
、

紀
年
に
は
「
中
華
民
国
〇
年
」
と
す
る
制
度
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
台
湾
の
「
中
華
民
国
」
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で

い
ま
な
お
天
皇
の
年
号
を
残
し
て
い
る
の
と
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
は
、
年
の
呼
び
方
も
西
暦
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
世
界
の
趨
勢
に
し
た
が
っ

た
ま
で
と
も
い
え
る
が
、
も
う
少
し
深
い
意
味
も
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
中
国
革
命
を
進
め
た
(2)
中
国
共
産
党
は
、
社
会
主
義
社
会
の
建
設

を
求
め
た
が
、
そ
れ
は
中
国
一
国
の
変
革
だ
け
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
世
界
史
的
な
観
点
か
ら
資
本
主
義
の
時
代
が
社
会
主
義
の
時
代
へ

と
移
行
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
、
資
本
主
義
の
時
代
か
ら
社
会
主
義
の
時
代
へ
と
い
う
、
発
展
段
階
論
に
も
と
づ
く
歴
史
観
は
、
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生

二 



ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
社
会
主
義
の
考
え
方
を
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
東
ア
ジ
ア
に
新
し
く
誕
生
し
た
人
民
共
和
国
は
、

い
わ
ば
「
国
是
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
紀
年
を
西
暦
に
す
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
う
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
生
活
に
根
ざ
し
た
時
間
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
二
一
世
紀
を
迎
え
た
今
で
も
、
新
年
は
農
暦
（
旧
暦
）
の
「
春
節
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
二
〇
世
紀
の
百
年
を
経
過
し
て
も
、
人
々
の
基
本
的
な
時
間
意
識
は
、
な
お
切
り
替
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

近
年
で
は
日
本
の
場
合
と
同
様
に
、
年
末
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
狂
騒
が
加
わ
る
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
「
聖
誕
」
か
ら
「
春
節
」
に
至
る
年
末
・
年

始
の
風
景
は
、
中
国
の
二
一
世
紀
を
考
え
る
上
で
、
象
徴
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

中
国
が
西
洋
近
代
に
由
来
す
る
社
会
主
義
を
今
な
お
国
是
と
し
て
標
榜
し
、
近
年
で
は
「
聖
誕
」
の
狂
騒
さ
え
定
着
し
つ
つ
あ
る
い
っ
ぽ
う
で
、

西
洋
近
代
は
(b)
イ
ゼ
ン
と
し
て
中
国
を
圧
迫
し
、
侵
略
し
た
植
民
地
主
義
的
な
「
帝
国
主
義
」
と
し
て
(ﾊ)
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
れ
を
端
的
に
示
す
事
件
が
二
〇
〇
〇
年
の
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
発
生
し
た
。
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
が
清
代
に
中
国
で
活
動
し
、
迫
害
を
受

け
た
宣
教
師
た
ち
を
聖
人
に
列
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
中
国
政
府
が
強
烈
な
反
発
を
示
す
と
、
中
国
の
新
聞
や
マ
ス
コ
ミ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教

師
の
中
国
に
お
け
る
活
動
は
、
基
本
的
に
西
洋
列
強
の
中
国
侵
略
の
先
兵
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
り
、
宣
教
師
た
ち
は
帝
国
主
義

の
手
先
で
あ
っ
た
、
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
記
事
を
、
連
日
の
よ
う
に
報
道
す
る
事
態
と
な
っ
た
。

(3)
中
国
社
会
の
近
代
的
な
変
容
を
、
歴
史
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
る
人
々
や
、
中
国
史
の
あ
る
特
殊
性
を
人
類
史
的
な
(ﾆ)
普
遍
性
と

の
関
連
に
お
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
論
者
た
ち
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
中
国
革
命
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
反
帝

国
主
義
・
反
封
建
主
義
」
と
い
う
決
定
論
的
な
規
定
を
回
避
ま
た
は
(c)
ク
ウ
ド
ウ
カ
さ
せ
な
が
ら
、
近
代
の
中
国
内
・
外
の
情
報
交
換
、
相
互
影

響
の
実
態
に
つ
い
て
、
多
様
な
再
検
討
の
可
能
性
を
探
る
努
力
を
展
開
し
て
き
た
が
、
こ
の
た
び
の
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
列
聖
問
題
に
端
を
発
す
る
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
努
力
に
ま
た
し
て
も
と
き
な
ら
ぬ
冷
水
を
浴
び
せ
る
よ
う
な
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。



こ
こ
で
、
時
期
遅
れ
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
主
義
」
の
重
要
性
を
議
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
移

動
通
話
大
国
と
な
り
つ
つ
あ
る
中
国
に
お
い
て
、
な
お
そ
の
政
治
体
制
を
支
え
る
社
会
主
義
の
考
え
方
を
生
み
だ
し
た
一
九
世
紀
的
な
西
洋
近
代

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
、
中
国
に
対
す
る
加
害
者
、
中
国
の
主
権
と
(d)
ソ
ン
ゲ
ン
を
犯
し
た
侵
略
者
と
し
て
一
面
的
に
捉
え
る
傾
向
が
非
常
に
強
い

こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
着
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

問
題
は
、
政
府
筋
か
ら
来
る
政
治
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
い
う
範
囲
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
近
代
社
会
お
よ
び
近
代
的
な

国
際
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
原
則
的
な
約
束
事
に
つ
い
て
、
そ
の
形
式
的
な
重
要
性
に
つ
い
て
留
保
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
状
況
を
認

め
ざ
る
を
得
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
近
代
史
」
が
、
中
国
に
お
い
て
は
不
平
等
条
約
に
よ
っ
て
主
権
が
損
な
わ
れ
た
と
さ
れ
る
ア
ヘ
ン
戦
争
に
起
点

を
も
つ
と
い
う
大
前
提
は
、
な
お
牢
固
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
も
の
は
、
や
は
り
重
大
で
あ
る
。

ア
ヘ
ン
戦
争
か
ら
「
開
国
」
の
時
期
に
展
開
し
た
、
東
西
の
異
質
な
シ
ス
テ
ム
の
邂
逅
と
(ﾎ)
衝
突
に
着
目
し
、
そ
の
間
の
事
態
の
展
開
を
当
時

の
事
実
に
即
し
て
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
議
論
も
存
在
す
る
が
、
な
お
、
決
定
的
な
力
を
持
つ
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
し
て
、
西
洋
お
よ
び
東
洋
（
す
な
わ
ち
日
本
）
の
帝
国
主
義
に
制
約
を
受
け
る
か
た
ち
で
進
行
し
た
中
国
に
お
け
る
近
代
史
の
特
質
に
つ
い

て
、
そ
れ
を
外
来
の
刺
激
と
の
間
の
(e)
キ
ン
チ
ョ
ウ
関
係
を
バ
ネ
と
し
つ
つ
、
双
方
向
的
、
か
つ
立
体
的
に
把
握
す
る
認
識
の
方
向
性
は
、
い
ま

な
お
、
政
治
的
立
場
の
問
題
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕 は

ら

ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
並
木
頼
寿
『
東
ア
ジ
ア
に
『
近
代
』
を
問
う
』
に
よ
る
）



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

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

（
配
点
10
点)

 

(ｄ) (ａ) 

ソ
ン
ゲ
ン

フ
ン
イ
キ

(ｅ) (ｂ) 

キ
ン
チ
ョ
ウ

イ
ゼ
ン

(ｃ) 

ク
ウ
ド
ウ
カ

(ニ) (イ)

普
遍
性

沸

騰

(ホ) (ロ)

衝

突

主

宰

(ハ) 

把

握



問
３

空
欄
Ａ
を
補
う
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
配
点
6
点)

 

①

私
た
ち
が
独
自
に
生
活
時
間
を
区
切
る
な
ど
と
い
う
こ
と

②

西
暦
の
区
切
り
が
時
代
の
変
化
と
結
び
つ
く
な
ど
と
い
う
こ
と

③

西
洋
人
が
西
暦
を
用
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と

④

皇
帝
が
紀
元
を
定
め
る
な
ど
と
い
う
こ
と

問
４

傍
線
部
(１)
「
太
陰
太
陽
暦
」
と
あ
る
が
、
中
国
元
朝
の
時
代
に
郭
守
敬
ら
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
太
陰
太
陽
暦
の
名
前
を
答
え
な
さ
い
。 

(

配
点
6
点)

 

問
５

傍
線
部
(２)
「
中
国
共
産
党
」
と
あ
る
が
、
一
九
一
〇
年
代
に
新
文
化
運
動
の
担
い
手
と
し
て
雑
誌
『
新
青
年
』
の
創
刊
に
携
わ
り
、
後
に

中
国
共
産
党
の
初
代
総
書
記
と
な
っ
た
人
物
の
名
前
を
答
え
な
さ
い
。

 
(

配
点
6
点)

 



問
６

傍
線
部
(３)
「
中
国
社
会
の
近
代
的
な
変
容
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
中
国
に
お
い
て
こ
れ
を
理
解
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
点
に
問
題
が
存
在

す
る
と
考
え
て
い
る
か
。
百
五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

（
配
点
12
点)

 

150 

140 




