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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
５
）
に
答
え
な
さ
い
。 

 
世
界
史
の
教
科
書
で
は
、
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
、
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
ま
で
を
、
中
国
に
お
け
る
近
代
期
と
し

て
い
る
。 

 

そ
の
わ
け
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
を
境
に
中
国
が
西
洋
に
(a)

門
戸
を
開
き
、
西
洋
文
明
を
受
け
入
れ
、
自
己
の
古
い
王
朝
体
制
を
変
革
し
た
、
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
(イ)

タ
ン
テ
キ
に
い
え
ば
、
中
国
史
で
の
近
代
過
程
は
西
洋
化
の
過
程
と
(b)

目
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

中
国
の
近
代
過
程
に
対
す
る
こ
の
見
方
は
、
長
い
間
、
誰
に
も
疑
わ
れ
ず
に
き
た
。
特
に
日
本
で
は
、
日
本
史
で
明
治
以
降
を
近
代
期
と
す
る
そ

の
わ
け
が
、
日
本
が
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
鎖
国
を
や
め
、
西
洋
に
門
戸
を
開
き
、
西
洋
文
明
を
受
け
入
れ
て
体
制
を
変
革
し
た
こ
と
に
よ
る
、

と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
き
た
た
め
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
中
国
の
近
代
過
程
に
何
の
疑
問
も
感
じ
な
い
で
き
た
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
化
過
程
イ
コ
ー
ル
近
代
過
程
と
い
う
見
方
は
、
ア
ジ
ア
の
ど
こ
の
国
に
も
適
応
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
ベ
ト
ナ
ム
や
イ
ン
ド
で
は
、
(１)

西
洋
化
過
程
と
は
同
時
に
植
民
地
化
過
程
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
近
代
過
程
と
み
な
し
て
し
ま
う

と
、
ベ
ト
ナ
ム
や
イ
ン
ド
の
反
植
民
地
運
動
の
抵
抗
を
近
代
過
程
か
ら
外
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ア
ジ
ア
に
と
っ
て
の
近
代
過
程
を
西
洋
化
過
程
だ
け
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
中
国
に
つ
い
て
も
い

え
る
。 

こ
の
百
年
間
を
と
っ
て
み
て
み
た
場
合
、
中
国
で
最
も
大
き
な
変
革
は
、
何
と
い
っ
て
も
土
地
の
公
有
化
で
あ
る
。
す
で
に
唐
代
か
ら
千
年
以
上

続
い
て
き
た
土
地
の
私
有
制
が
(c) 

覆
さ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
中
国
儒
教
の
均
平
思
想
の
伝
統
を
考
慮
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
つ
ま
り
毛
沢
東
の
土

地
革
命
は
、
西
洋
近
代
化
過
程
と
は
(ロ)

ム
エ
ン
の
、
伝
統
思
想
の
近
代
化
と
し
て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
土
地
革
命
の
淵
源
を
さ
ぐ
っ
て
い

く
と
、
十
七
世
紀
の
黄
宗
羲
と
い
う
儒
教
思
想
家
の
田
土
均
分
論
に
た
ど
り
つ
く
。 

一 
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近
代
過
程
を
こ
の
よ
う
に
西
洋
化
一
本
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
伝
統
的
な
も
の
を
軸
と
し
た
自
己
変
革
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
と
、
近
代
化
の

課
題
も
、
西
洋
化
一
本
や
り
と
い
う
の
と
は
、
自
ず
か
ら
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
ま
し
て
、
西
洋
化
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
よ
い
と
す
る

倒
錯
し
た
価
値
観
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
。 

分
り
や
す
く
い
え
ば
、
外
か
ら
の
力
で
は
な
く
、
内
の
力
を
土
台
に
し
た
と
こ
ろ
、
つ
ま
り 

 
 

 

Ａ 
 

 

の
中
に
、
真
の
近
代
化
は
あ
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。 

 

近
代
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
上
の
時
代
区
分
を
さ
す
歴
史
概
念
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
た
ら
さ
れ
た

新
し
い
歴
史
事
象
、
た
と
え
ば
産
業
革
命
や
市
民
革
命
が
歴
史
の
進
歩
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
た
た
め
、
近
代
と
い
う
語
は
進
歩
と
い
う
価
値
を
示

す
価
値
概
念
の
語
と
な
っ
た
。 

 

明
治
よ
り
以
来
、
日
本
人
は
長
い
間
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
渡
来
の
近
代
と
い
う
価
値
概
念
に
と
ら
わ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
先
進
、
ア
ジ
ア
を
後
進
と

み
な
し
、
先
進
の
仲
間
入
り
を
目
ざ
し
て
き
た
。 

 

と
こ
ろ
が
苦
労
の
(ハ)

カ
イ
あ
っ
て
や
っ
と
先
進
の
仲
間
入
り
を
果
し
た
と
思
っ
た
こ
の
頃
、
そ
れ
よ
り
早
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
風

潮
が
お
こ
り
、
近
代
と
い
う
価
値
そ
れ
自
体
を
自
己
否
定
し
は
じ
め
た
。
折
し
も
、
日
本
で
も
、
公
害
そ
の
他
、
工
業
や
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
弊
害
に
気
づ
き
は
じ
め
て
い
た
の
で
、
時
代
に
(ニ)

エ
イ
ビ
ン
な
青
年
層
の
間
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
風
潮
は
あ
っ
と
い
う
間
に
ひ

ろ
ま
っ
た
。 

 

そ
れ
と
歩
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
先
進
・
後
進
と
い
う
縦
軸
思
考
の
価
値
概
念
が
く
ず
れ
、
ま
ず
青
年
層
の
間
か
ら
ア
ジ
ア
に
対
す
る
(d)

蔑

視
感
情
が
消
え
て
い
っ
た
。 

 

わ
た
く
し
は
、
先
進
・
後
進
と
い
う
縦
軸
価
値
観
が
く
ず
れ
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
う
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
民
族
が
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
価
値
を

も
つ
と
考
え
る
、
横
軸
思
考
の
、
多
元
的
な
価
値
観
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
の
を
歓
迎
す
る
。 
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し
か
し
そ
の
一
方
、
(２)

日
本
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
あ
っ
て
い
い
の
か
、
と
強
く
思
う
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
い
う
の
は
漢
字
で
書
け
ば
後
近
代
で
あ

る
が
、
日
本
は
近
代
を
後
に
し
た
ど
こ
ろ
か
、
多
く
の
点
で
は
ま
だ
前
近
代
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

誰
し
も
が
思
う
と
こ
ろ
は
政
治
の
世
界
の
前
近
代
性
で
あ
ろ
う
。
利
権
構
造
と
そ
れ
を
支
え
る
集
票
マ
シ
ー
ン
、
い
み
じ
く
も
「
お
国
家
老
」
気

取
り
の
地
方
ボ
ス
と
買
収
・
供
応
シ
ス
テ
ム
、
貧
し
さ
を
背
景
と
し
た
公
共
予
算
分
捕
り
の
地
域
エ
ゴ
、
そ
の
エ
ゴ
に
の
っ
て
利
益
誘
導
す
る
代
議

士
（
そ
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
(ホ)

セ
シ
ュ
ウ
議
員
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
よ
）
、
そ
れ
ら
代
議
士
を
束
ね
る
派
閥
ボ
ス
、
派
閥
ボ
ス
に
金
を
献
上

し
て
購
わ
れ
る
大
臣
の
椅
子
、･

･
･
･
･
･

。
日
本
で
は
、
政
治
を
前
近
代
に
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
波
を
頭
か
ら
か
ぶ
っ
て
い
る

の
だ
。 

 

イ
ギ
リ
ス
で
、
買
収
や
供
応
に
対
し
て
刑
罰
だ
け
で
な
く
被
選
挙
権
(e)

剥
奪
を
以
て
対
処
す
る
、
腐
敗
行
為
・
違
法
行
為
防
止
法
が
成
立
し
た
の

は
一
八
八
三
年
、
一
世
紀
以
上
も
昔
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 

（ 

溝
口
雄
三
『
中
国
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
スⅡ

 

東
往
西
来
』
に
よ
る 

） 
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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
15
点
） 

     

問
２ 

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

（
配
点
15
点
） 

     

 

問
３ 

傍
線
部
(１)
「
西
洋
化
過
程
と
は
同
時
に
植
民
地
化
過
程
で
も
あ
る
」
と
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
植
民
地
化
過
程
を
経
な
か
っ
た
の
は
、

次
の
５
カ
国
の
う
ち
の
ど
れ
か
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
（
配
点
5
点
） 

  
 

 
 

① 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

 

② 

タ
イ 

 

③ 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

 

④ 
マ
レ
ー
シ
ア 

 

⑤ 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

 
 

 
 

 

 

   
(ｄ)  (ａ) 

蔑 
 
視 

 門 
 

戸  

   

   

   

   

(ｅ)  (ｂ) 

剥 
 
奪 

 目 
 
  

   

   

   

   

  (ｃ) 

  覆 
 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   
(ニ)  (イ) 

エ 
イ 
ビ 
ン 

 
タ 
ン 
テ 
キ  

   

   

   

   
(ホ)  (ロ) 

セ 
シ 
ュ 
ウ 

 
ム 
エ 
ン 
  

   

   

   

   

  (ハ) 

  
カ 
イ 
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問
４ 

空
欄
Ａ
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 

西
洋
に
門
戸
を
開
く
の
で
は
な
く
、
近
代
化
過
程
に
反
旗
を
翻
す
よ
う
な
こ
と 

② 
反
植
民
地
運
動
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
土
地
の
公
有
化
を
推
し
進
め
る
こ
と 

③ 

企
業
誘
致
や
レ
ジ
ャ
ー
ラ
ン
ド
化
で
は
な
く
、
村
お
こ
し
運
動
の
よ
う
な
も
の 

④ 

工
業
団
地
を
建
設
す
る
の
で
は
な
く
、
ふ
る
さ
と
創
生
基
金
を
活
用
す
る
よ
う
な
も
の 

⑤ 

先
進
・
後
進
と
い
う
価
値
概
念
で
は
な
く
、
多
元
的
な
横
軸
思
考
に
考
え
を
改
め
る
こ
と 

 

問
５ 

傍
線
部
(２)
「
日
本
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
で
あ
っ
て
い
い
の
か
、
と
強
く
思
う
。
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
思
う
の
か
。
文
中
の

言
葉
を
用
い
て
百
字
以
内
で
わ
か
り
や
く
す
説
明
し
な
さ
い
。 

 

（
配
点
10
点
） 

  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

100 75 50 25 
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
５
）
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

  
 

中
国
に
は
日
本
に
関
す
る
ワ
ン
テ
ー
マ
月
刊
誌
『
知
日
』
が
２
０
１
１
年
に
創
刊
し
て
毎
月
５
万
～
10
万
部
も
売
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
中

国
の
人
気
経
済
誌
の
『
財
経
』
で
す
ら
公
称
40
万
部
。
日
本
だ
け
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
た
若
者
向
け
情
報
誌
が
10
万
部
も
売
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

中
国
の
日
本
好
き
を
証
明
す
る
十
分
な
根
拠
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
中
略
） 

 

 

２
０
１
５
年
１
月
、
こ
の
雑
誌
の
編
集
長
・
蘇
静
と
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
・
馬
仕
睿
が
来
日
し
、
（
中
略
）
日
本
語
版
『
知
日
』
の
刊
行
に
合

わ
せ
て
東
京
で
記
者
会
見
を
開
い
た
の
で
、
私
も
参
加
し
た
。
こ
の
と
き
、
彼
ら
に
こ
ん
な
質
問
を
し
た
。
な
ぜ
、
日
本
に
(a)

惹
か
れ
る
の
か
。
あ

な
た
が
た
が
惹
か
れ
る
日
本
は
、
あ
な
た
が
た
の
親
世
代
が
(イ)

文
革
後
か
ら
改
革
開
放
期
に
か
け
て
惹
か
れ
た
日
本
と
同
じ
も
の
な
の
か
。
そ
の
時

の
答
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。 

 

蘇
静
は
こ
う
答
え
た
。 

「
私
た
ち
の
親
世
代
と
私
た
ち
の
日
本
へ
の
関
心
は
大
き
く
違
う
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
日
本
へ
の
関
心
は
主
に
ネ
ッ
ト
で
個
々
人
が
ア
ク
セ
ス

し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
非
常
に
多
様
で
す
。 

例
え
ば
、
日
本
の
『
枯
山
水
』
。
こ
れ
は
、
最
初
は
米
国
の
Ｉ
Ｔ
長
者
た
ち
の
間
で
非
常
に
流
行
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
中
国
の
若
者

に
知
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
実
は
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
と
で
知
っ
た
の
で
す
。
あ
と
、
中
国
の
若
者
に
人
気
の
あ
る
小

魅
族
と
い
う
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ブ
ラ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
は
侘わ

び

寂さ

び

と
い
う
概
念
で
売
り
出
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
の
経
営
者
か
ら
、
侘
寂
で
宣
伝
し
て
く

れ
、
と
も
頼
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
ら
が
侘
寂
に
(b)

傾
倒
し
た
か
ら
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

日
本
の
も
の
が
米
国
か
ら
入
っ
て
き
た
り
、
そ
れ
で
興
味
を
持
っ
た
り
と
、
今
の
中
国
人
の
日
本
に
対
す
る
間
口
は
広
い
の
で
す
。
よ
く
『
知
日
』

の
テ
ー
マ
の
ネ
タ
が
い
つ
ま
で
も
つ
か
と
、
周
囲
の
人
か
ら
心
配
さ
れ
る
の
で
す
が
、
私
は
あ
と
５
年
、
10
年
、
ネ
タ
が
尽
き
る
気
が
し
ま
せ
ん
」 

二 
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（
中
略
） 

 
80
～
90
年
代
の
日
本
ブ
ー
ム
は
、
日
本
製
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
中
国
国
内
で
解
禁
さ
れ
、
そ
れ
と
連
動
し
て
政
治
的
に
も
日
中
友
好
ム
ー

ド
が
盛
り
上
げ
ら
れ
た
。
日
本
を
好
き
に
な
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
正
し
か
っ
た
か
ら
、
安
心
し
て
日
本
を
好
き
に
な
れ
た
。
も
し
、
政
治
的
に
関

係
が
悪
化
し
て
い
た
ら
、
日
本
好
き
を
公
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
今
の
若
者
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
、
世

界
中
か
ら
自
分
の
好
み
の
も
の
を
か
き
集
め
る
。
そ
う
や
っ
て
(ロ)

自
分
の
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
、
世
界
中
か
ら
好
き
な
も
の
を
集
め
て
み
た
ら
、
全

部
日
本
の
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
。 

 

若
者
世
代
の
親
日
は
同
じ
親
日
で
も
、
親
世
代
の
よ
う
に
政
治
の
色
も
つ
い
て
お
ら
ず
、
単
一
で
も
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
は
こ
う
い

う
国
だ
、
と
い
う
固
定
し
た
イ
メ
ー
ジ
も
あ
ま
り
な
い
。
ま
た
政
治
的
に
日
中
関
係
が
冷
え
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
余
り
関
係
な
い
。
も
っ
と
知
り

た
い
、
日
本
の
新
し
い
面
を
見
つ
け
た
い
と
好
奇
心
が
わ
く
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

彼
ら
の
親
世
代
の
日
本
好
き
、
親
日
が
不
純
な
も
の
と
は
決
し
て
思
わ
な
い
が
、
「
日
中
友
好
」
と
い
う
政
治
用
語
で
象
徴
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ

て
、
そ
の
ブ
ー
ム
は
政
府
の
誘
導
が
あ
っ
た
と
は
い
え
る
。
同
じ
よ
う
に
、
21
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
反
日
世
論
の
台
頭
も
政
府
の
誘
導
の
結
果

と
い
え
る
。 

 

反
日
世
論
が
台
頭
し
、
日
系
企
業
、
工
場
が
焼
き
討
ち
や
掠
奪
に
あ
う
よ
う
な
反
日
暴
動
が
起
き
る
時
代
で
も
、
日
本
が
好
き
だ
と
い
う
若
者
が

存
在
す
る
。
多
数
派
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
日
本
へ
の
興
味
が
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
、
日
本
は
も
っ
と
自
信
を
持
っ
て

い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
政
治
関
係
が
冷
え
込
ん
で
い
る
時
代
に
、
日
本
だ
か
ら
好
き
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
い
い
と
思
う
も
の
が
日
本
だ

っ
た
と
い
う
の
は
、
日
本
の
文
化
の
実
力
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

さ
ら
に
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
そ
う
い
っ
た
日
本
文
化
の
ル
ー
ツ
が
実
は
中
国
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
若
い
中
国
人
の
彼
が
今
さ
ら
な
が
ら

に
発
見
し
て
驚
い
て
い
る
と
い
う
点
だ
。 
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禅
も
、
侘
寂
の
美
意
識
を
広
め
た
茶
道
も
そ
の
ル
ー
ツ
は
中
国
の
禅
宗
に
あ
る
。
禅
宗
は
イ
ン
ド
仏
教
僧
、
達
磨

だ

る

ま

大
師
が
中
国
で
開
い
た
(c)

宗
派

だ
。 

（
中
略
） 

 

中
国
か
ら
移
植
さ
れ
た
文
化
は
、
日
本
独
自
の
伝
統
文
化
と
し
て
完
成
さ
れ
、
今
な
お
受
け
継
が
れ
て
、
世
界
に
発
信
さ
れ
て
い
る
。
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ

ｎ
ｅ
の
大
ヒ
ッ
ト
で
世
界
を
夢
中
に
さ
せ
た
故
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
が
ア
ッ
プ
ル
を
創
業
す
る
か
禅
僧
に
な
る
か
迷
っ
た
ほ
ど
禅
に
傾
倒
し
て

い
た
話
は
有
名
だ
。
砂
利
の
上
に
描
か
れ
た
流
水
紋
様
と
庭
石
だ
け
で
、
あ
と
は
鑑
賞
者
の
想
像
力
に
頼
っ
て
山
水
や
大
海
の
風
景
を
表
現
す
る
と

い
う
日
本
の
禅
宗
寺
院
が
完
成
さ
せ
た
枯
山
水
庭
園
が
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
の
一
見
シ
ン
プ
ル
だ
が
、
利
用
者
が
無
限
の
可
能
性
を
発
見
す
る
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
の
源
だ
と
い
う
。
中
国
の
禅
は
明
代
に
な
っ
て
急
激
に
(d)

衰
退
し
て
い
き
、
も
う
ほ
と
ん
ど
絶
え
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
日

本
の
禅
は
枯
山
水
庭
園
や
、
茶
の
湯
の
侘
寂
と
い
っ
た
精
神
性
を
備
え
た
美
意
識
・
価
値
観
を
完
成
さ
せ
、
そ
れ
は
現
代
文
化
と
融
合
し
て
新
し
い

も
の
が
生
み
出
せ
る
ほ
ど
(e)

汎
用
性
を
持
っ
て
い
る
。
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
に
中
国
の
若
者
も
、
日
本
の
若
者
も
夢
中
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
枯
山
水
の

美
意
識
・
価
値
観
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
ジ
ョ
ブ
ズ
の
講
演
を
聞
い
た
り
、
伝
記
を
読
ま
な
け
れ
ば
気
づ
か
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
に
枯
山
水
が
あ
る
の
だ
と
聞
け
ば
、
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
と
誰
も
が
納
得
す
る
。 

 

お
そ
ら
く
は
、
日
本
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
本
質
は
、
こ
の
他
国
の
文
化
を
受
容
し
、
己
の
文
化
と
し
て
変
容
、
発
展
さ
せ
た
あ
と
、
ま
た
別
の
国

に
す
ん
な
り
受
容
さ
れ
る
柔
軟
さ
で
は
な
い
か
。
別
の
国
の
文
化
に
受
容
さ
れ
変
容
し
た
あ
と
で
も
、
核
と
な
る
精
神
性
が
日
本
固
有
の
も
の
で
あ

る
と
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
も
特
徴
だ
。
米
国
で
セ
レ
ブ
に
流
行
し
た
禅
も
、
日
本
か
ら
伝
わ
り
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ
と
い

っ
た
形
で
米
国
流
に
形
を
変
え
て
受
容
さ
れ
た
。
(ハ)

世
界
各
国
で
人
気
の
寿
司
も
、
日
本
の
寿
司
職
人
が
見
る
と
、
こ
れ
は
違
う
、
と
思
う
ま
で
に

変
容
し
た
も
の
が
多
々
あ
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
、
そ
こ
に
日
本
の
伝
統
食
の
寿
司
の
心
や
形
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

受
容
さ
れ
変
容
さ
れ
、
世
界
の
あ
ち
こ
ち
に
拡
散
さ
れ
て
い
る
日
本
の
伝
統
文
化
は
、
だ
が
、
そ
の
中
に
ま
る
で
歴
史
を
詰
め
込
む
よ
う
に
、
そ

の
ル
ー
ツ
の
中
国
の
禅
の
姿
や
、
茶
の
湯
の
姿
を
も
と
ど
め
て
い
る
。
中
国
人
が
、
日
本
文
化
に
心
惹
か
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
息
づ
く
失
わ
れ
た
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中
国
の
古
い
文
化
や
伝
統
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
共
鳴
す
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 
 
 

（ 

福
島
香
織
『
本
当
は
日
本
が
大
好
き
な
中
国
人
』
に
よ
る
） 

 

    

問
１ 

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

（
配
点
15
点
） 

     

問
２ 

傍
線
部
(イ)
「
文
革
後
か
ら
改
革
開
放
期
に
か
け
て
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
時
期
を
別
の
言
葉
で
何
と
呼
ん
で
い
る
か
。
文
中
か
ら
二

十
五
字
以
内
で
抜
き
と
り
な
さ
い
。 

（
配
点
10
点
） 

   
 

   
(ｄ)  (ａ) 

衰 
 
退 

 惹 
 
  

   

   

   

   

(ｅ)  (ｂ) 

汎 
用 
性 

 傾 
 
倒  

   

   

   

   

  (ｃ) 

  宗 
 
派   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25  

 13 
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問
３ 

傍
線
部
(イ)
「
文
革
後
か
ら
改
革
開
放
期
に
か
け
て
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
改
革
開
放
を
主
導
し
、「
総
設
計
士
」
と
呼
ば
れ
た
中
国
共

産
党
の
最
高
権
力
者
は
誰
か
。
そ
の
氏
名
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

（
配
点
5
点
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

問
４ 

傍
線
部
(ロ)
「
自
分
の
興
味
の
赴
く
ま
ま
に
、
世
界
中
か
ら
好
き
な
も
の
を
集
め
て
み
た
ら
、
全
部
日
本
の
も
の
だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ

れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
語
句
を
文
中
か
ら
三
十
字
以
内
で
抜
き
と
り
な
さ
い
。 

（
配
点
10
点
） 

    

問
５ 

傍
線
部
(ハ)
「
世
界
各
国
で
人
気
の
寿
司
」
と
あ
る
が
、
寿
司
は
同
じ
く
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
枯
山
水
や
茶
の
湯
と
は
ど
の
よ
う
な
点

で
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
七
十
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 

（
配
点
10
点
） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

70   

   

   

   

   

 50 25 


