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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
。

伝
統
中
国
に
お
い
て
、「
い
く
さ
」
の
文
学
、
戦
い
の
文
学
と
し
て
、
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
(1)
白
話
長
篇
小
説
『
三
国
志
演
義
』（
全
百

二
十
回
）
で
あ
る
。
著
者
と
目
さ
れ
る
羅 ら

貫
中

か
ん
ち
ゅ
う

（
生
没
年
不
詳
）
は
十
四
世
紀
中
頃
の
元
末
明
初
、
千
年
近
く
に
わ
た
り
語
り
物
や
(a)
シ
バ
イ

な
ど
民
間
芸
能
の
世
界
で
語
り
伝
え
ら
れ
た
種
々
の
三
国
志
物
語
を
収
集
し
、
陳 ち

ん

寿 じ
ゅ

の
著
し
た
(2)
正
史
『
三
国
志
』
を
は
じ
め
と
す
る
正
統
的
な

歴
史
資
料
と
突
き
合
わ
せ
整
理
、
集
大
成
し
、
堂
々
た
る
大
歴
史
小
説
『
三
国
志
演
義
』（
以
下
、『
演
義
』
と
略
す
）
を
完
成
し
た
。
ち
な
み
に
、

(3)
北
宋
以
来
、
語
り
伝
え
ら
れ
た
講
釈
に
、
「
講
史

こ

う

し

」
と
呼
ば
れ
る
連
続
長
篇
歴
史
物
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
演
義
』
の
母
胎
と
な
っ

た
。『

演
義
』
の
時
間
帯
は
、
後
漢
（
二
五
―
二
二
〇
）
末
の
乱
世
が
、
曹
操
の
魏
、
劉
備
の
蜀
、
孫
権

そ
ん
け
ん

の
呉
の
三
国
に
分
化
し
、
や
が
て
魏
の
系

統
を
引
く
司
馬

し

ば

氏 し

の
西
晋
が
三
国
を
次
々
に
滅
ぼ
し
て
、
全
土
を
統
一
す
る
ま
で
の
ほ
ぼ
百
年
で
あ
る
。
『
演
義
』
は
退
廃
し
た
後
漢
王
朝
の
失

政
に
よ
っ
て
社
会
不
安
が
激
化
す
る
状
況
の
も
と
、
(b)
コ
ン
キ
ュ
ウ
し
た
民
衆
を
吸
収
し
た
道
教
系
の
新
興
宗
教
「
太
平

た
い
へ
い

道 ど
う

」
の
大
反
乱
「
黄
巾

こ
う
き
ん

の
乱
」
が
勃
発
す
る
時
点
か
ら
幕
を
開
け
る
。
『
演
義
』
世
界
に
お
け
る
第
一
世
代
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
、
曹
操
、
劉
備
、
孫 そ

ん

堅 け
ん

（
孫
権
の
父
）
、

劉
備
の
義
兄
弟
の
関
羽

か

ん

う

・
張
飛

ち
ょ
う
ひ

ら
は
、
す
べ
て
こ
の
黄
巾
討
伐
を
機
に
、
物
語
世
界
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

以
来
、
数
限
り
な
い
戦
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
『
演
義
』
世
界
き
っ
て
の
大
き
な
戦
い
と
い
え
ば
、
ま
ず
、
曹
操
が
当
初
、
最
大
の
ラ
イ
バ

ル
だ
っ
た
袁
紹

え
ん
し
ょ
う

を
撃
破
し
、
華 か

北 ほ
く

の
覇
者
と
な
っ
た
「
官 か

ん

渡 と

の
戦
い
」
、
全
土
統
一
の
野
望
を
膨
ら
ま
せ
た
曹
操
が
江
南

こ
う
な
ん

攻
略
に
乗
り
出
し
、
同

盟
を
結
ん
だ
孫
権
と
劉
備
に
（
実
際
に
戦
っ
た
の
は
孫
権
軍
の
み
だ
が
）
惨
敗
を
喫
し
た
(4)
「
赤
壁

せ
き
へ
き

の
戦
い
」
に
指
を
屈
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、

蜀
に
(c)
イ
キ
ョ
し
た
劉
備
が
隣
接
す
る
漢
中

か
ん
ち
ゅ
う

に
攻
め
寄
せ
た
曹
操
軍
と
激
戦
の
あ
げ
く
、
こ
れ
を
撤
退
さ
せ
た
「
漢
中
の
戦
い
」
、
曹
操
も
劉
備

も
没
し
た
後
、
劉
備
の
軍
師
だ
っ
た
諸
葛
亮

し
ょ
か
つ
り
ょ
う

が
大
国
魏
に
挑
戦
し
つ
づ
け
た
「
北
伐

ほ
く
ば
つ

」
も
、
『
演
義
』
後
半
の
大
き
な
ヤ
マ
場
だ
が
、
「
官
渡
の

一 



戦
い
」
や
「
赤
壁
の
戦
い
」
に
比
べ
れ
ば
、
局
地
戦
で
あ
り
、
ス
ケ
ー
ル
が
小
さ
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。

も
っ
と
も
、「
天
下
分
け
目
」
の
官
渡
お
よ
び
赤
壁
の
二
つ
の
戦
い
に
し
て
も
、『
演
義
』
の
描
写
の
重
点
は
、
決
戦
の
場
に
お
け
る
武
力
衝
突

で
は
な
く
、
相
手
の
弱
点
を
巧
妙
に
突
く
知
的
な
前
哨
戦
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
顕
著
な
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
「
官
渡
の
戦

い
」
で
は
、
袁
紹
の
配
下
だ
っ
た
曹
操
の
旧
友
許
攸

き
ょ
ゆ
う

が
、
脱
走
し
て
曹
操
の
も
と
に
逃
げ
込
み
、
曹
操
の
手
の
内
を
読
み
な
が
ら
、
袁
紹
の
食
糧

基
地
を
急
襲
す
る
名
案
を
授
け
る
。
喜
ん
だ
曹
操
は
こ
れ
を
突
破
口
に
、
一
気
に
劣
勢
を
は
ね
か
え
す
と
い
う
具
合
に
、
虚
々
実
々
の
駆
け
引
き

に
満
ち
た
前
哨
戦
の
ほ
う
が
は
る
か
に
興
趣
に
富
む
。

「
赤
壁
の
戦
い
」
の
場
合
は
さ
ら
に
手
が
込
ん
で
い
る
。
孫
権
軍
の
総
司
令
官
周
瑜

し
ゅ
う
ゆ

は
、
公
称
百
万
の
曹
操
軍
に
、
わ
ず
か
二
万
の
軍
勢
を
率

い
て
立
ち
向
か
う
が
、
こ
の
圧
倒
的
劣
勢
を
く
つ
が
え
す
べ
く
、
(d)
ケ
ン
ボ
ウ
ジ
ュ
ッ
ス
ウ
を
も
っ
て
鳴
る
曹
操
の
上
手
を
ゆ
く
巧
妙
な
策
略
を

用
い
る
。
ス
パ
イ
作
戦
を
駆
使
し
て
曹
操
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
た
あ
げ
く
、
老
将
黄
蓋

こ
う
が
い

と
綿
密
に
打
ち
合
わ
せ
て
、
説
得
力
の
あ
る
偽
装
降
伏
計

画
を
練
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
さ
し
も
の
老
獪

ろ
う
か
い

な
曹
操
も
こ
れ
に
一
杯
食
わ
さ
れ
、
点
火
す
れ
ば
火
の
玉
と
化
す
船
団
を
率
い
て
降
伏
し
て
来
た

黄
蓋
を
う
か
う
か
受
け
入
れ
た
た
め
に
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
水
陸
の
陣
地
に
火
が
つ
き
、
壊
滅
的
打
撃
を
う
け
て
敗
走
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ま

た
、
決
戦
は
む
し
ろ
あ
っ
け
な
い
「
結
末
」
に
す
ぎ
ず
、
重
点
は
あ
く
ま
で
も
、
知
的
前
哨
戦
の
紆
余
曲
折
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
む
ろ
ん
関
羽
や
張
飛
ら
猛
将
の
鬼
神
の
よ
う
な
個
人
的
武
勇
の
見
せ
場
は
多
々
あ
る
と
は
い
え
、
『
演
義
』
に
お
け
る
大

い
な
る
戦
い
は
、
武
の
戦
い
と
い
う
よ
り
、
知
の
戦
い
の
要
素
が
つ
よ
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
古
来
、
武
よ
り
文
が
重
視
さ
れ
る
中
国
で
は
、「
い

く
さ
」
も
ま
た
一
種
の
「
政
治
」
で
あ
り
、『
演
義
』
は
そ
う
し
た
側
面
を
も
如
実
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
官
渡
の
戦
い
」
に
し
て
も
「
赤

壁
の
戦
い
」
に
し
て
も
、
前
者
は
軍
事
的
に
は
圧
倒
的
劣
勢
だ
っ
た
曹
操
が
、
後
者
で
は
や
は
り
そ
う
だ
っ
た
周
瑜
が
、
知
謀
に
よ
っ
て
逆
転
大

勝
利
を
遂
げ
た
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
描
写
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
『
演
義
』
の
他
に
類
を
見
な
い
面
白
さ
が
あ
る
。

総
じ
て
、
『
演
義
』
は
戦
い
の
文
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
先
述
の
よ
う
に
、
後
漢
末
の
乱
世
か
ら
三
国
分
立
を
経
て
西
晋
の
全
土
統
一
ま
で
を



描
き
切
っ
た
大
歴
史
小
説
で
あ
る
。
『
演
義
』
は
一
治
一
乱
、
統
一
と
分
裂
を
繰
り
返
す
中
国
の
歴
史
の
流
れ
を
し
っ
か
り
見
据
え
な
が
ら
、
詠

嘆
に
溺
れ
る
こ
と
な
く
戦
い
の
(e)
レ
ン
サ
を
描
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
成
熟
し
た
視
点
は
、
同
様
に
、
北
宋
の
「
講
史
」
か
ら
生
ま
れ
た
と
お
ぼ

し
い
、
も
ろ
も
ろ
の
戦
い
を
描
く
作
品
に
、
つ
い
ぞ
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
(5)
『
演
義
』
が
古
び
る
こ
と
な
く
、
時
代
を
超
え
て
現
在
も
な

お
、
読
ま
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
井
波
律
子
『
ラ
ス
ト
・
ワ
ル
ツ
―
胸
躍
る
中
国
文
学
と
と
も
に
』
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)

 

(ｄ) (ａ) 

ケ
ン
ボ
ウ
ジ
ュ
ッ
ス
ウ

シ
バ
イ

(ｂ) 

コ
ン
キ
ュ
ウ

(ｅ) (ｃ) 

レ
ン
サ

イ
キ
ョ



問
２

傍
線
部
(１)
「
白
話
長
篇
小
説
」
と
あ
る
が
、
『
三
国
志
演
義
』
を
は
じ
め
と
し
て
明
代
に
成
立
し
た
著
名
な
白
話
長
篇
小
説
を
「
四
大
奇

書
」
と
い
う
。「
四
大
奇
書
」
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
、
以
下
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

（
配
点
4
点)

 

①

水
滸
伝

②

西
遊
記

③

紅
楼
夢

④

金
瓶
梅

問
３

傍
線
部
(２)
「
正
史
」
と
あ
る
が
、
中
国
歴
代
王
朝
の
公
式
の
歴
史
書
で
あ
る
「
正
史
」
は
あ
る
共
通
す
る
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の

形
式
の
名
前
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

（
配
点
6
点)

 

問
４

傍
線
部
(3)
「
北
宋
」
と
あ
る
が
、
宋
代
の
儒
学
は
「
宋
学
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
儒
学
の
画
期
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
南
宋
期
に
主

と
し
て
福
建
省
で
活
動
し
た
儒
家
で
、
『
四
書
集
注
』
な
ど
を
著
し
た
宋
学
の
大
成
者
と
し
て
知
ら
れ
る
人
物
の
名
前
を
漢
字
で
答
え
な

さ
い
。

（
配
点
6
点)

 



問
５

傍
線
部
(4)
「
赤
壁
の
戦
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
戦
い
の
舞
台
は
、
現
在
、
中
国
及
び
ア
ジ
ア
最
長
の
河
川
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
こ
の
河

川
の
名
前
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。 

（
配
点
6
点)

 

問
６

傍
線
部
(5)

「
『
演
義
』
が
古
び
る
こ
と
な
く
、
時
代
を
超
え
て
現
在
も
な
お
、
読
ま
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
た
め
で
あ

ろ
う
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
『
三
国
志
演
義
』
の
ど
の
よ
う
な
点
に
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、
文
中
の
語
を
用
い
て
百
字
以
内
で

説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
8
点)

 

90 

100 



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

中
国
を
語
る
の
は
難
し
い
。
人
口
13
億
人
以
上
を
抱
え
る
巨
大
国
家
で
あ
る
。
多
民
族
で
、
各
地
域
の
言
葉
や
文
化
も
多
様
で
あ
り
、
経
済
格

差
が
大
き
い
。
依
然
、
思
想
や
結
社
の
自
由
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
内
側
に
入
ら
な
け
れ
ば
見
え
な
い
こ
と
も
多
い
。

中
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
ま
ら
な
い
理
由
は
他
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
(1)
中
国
を
描
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
「
政
治
化
さ
れ
る
」
程
度
が
高
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
読
み
手
・
書
き
手
の
位
置
に
よ
っ
て
、
描
き
出
さ
れ
る
像
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。

経
済
成
長
を
遂
げ
る
に
つ
れ
、
中
国
に
対
す
る
圧
力
は
日
々
、
強
く
な
っ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
汚
染
や
(a)
ケ
ッ
カ
ン
の
あ
る
中
国
製
品
に
つ

い
て
の
報
道
が
加
速
し
て
い
る
し
、
コ
ピ
ー
製
品
の
(ｲ)
氾
濫
や
中
国
人
犯
罪
の
増
加
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
読
者
の
興
味

を
引
く
話
題
を
選
び
取
り
、
中
国
像
を
描
い
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
「
中
国
脅
威
論
」
や
「
中
国
(b)
ホ
ウ
カ
イ
論
」
な
ど
、
極
端
に
単
純
化
さ
れ

た
見
方
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
学
術
研
究
は
ど
う
だ
ろ
う
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
は
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
人
間
が
人
間
を
見
る
目
に
お
い
て
、
完
全
に
「
政

治
性
」
を
排
除
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
「
政
治
性
」
と
い
う
の
は
、
研
究
者
（
描
く
者
）
と
被
研
究
者
（
描
か
れ
る
者
）
の
関
係
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
、
何
を
説
明
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
変
わ
っ
て
く
る
。

特
に
、
中
国
に
お
い
て
政
治
的
・
社
会
的
に
「
敏
感
」
と
さ
れ
る
問
題
を
調
査
す
る
場
合
、
「
政
治
性
」
は
よ
り
鋭
敏
に
浮
か
び
上
が
る
。
こ

う
し
た
問
題
を
公
に
す
る
際
に
は
、
「
社
会
の
安
定
を
脅
か
さ
な
い
よ
う
」
(c)
ハ
イ
リ
ョ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
地
の
人
々
は
、
密
接
な
関

わ
り
を
持
つ
こ
と
な
く
し
て
は
、
情
報
も
提
供
し
て
く
れ
ず
、
心
の
内
ま
で
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
も
な
い
。

な
か
で
も
、
社
会
的
に
弱
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
「
弱
者
」
の
声
は
、
外
部
の
者
に
は
届
き
に
く
い
。
特
に
、
外
国
人
に
と
っ
て
は
、

二 



弱
者
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
さ
え
難
し
く
、
た
と
え
ア
ク
セ
ス
で
き
た
と
し
て
も
、
弱
者
の
視
野
か
ら
物
事
を
捉
え
る
に
は
、
相
当
な
時
間
と
労

力
が
か
か
る
。

筆
者
は
、
大
学
院
時
代
、
湖
南
省
の
農
村
の
小
学
校
で
１
ヶ
月
半
、
(2)
上
海
市
の
中
学
校
で
も
１
年
あ
ま
り
、
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ス
タ

デ
ィ
（e

t
h
n
o
g
r
a
p
h
i
c
 
s
t
u
d
y
:

民
族
誌
的
な
研
究
）
の
手
法
に
よ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
。
当
時
、
中
国
研
究
を
志
し
、
さ
ま
ざ
ま

な
本
を
読
み
、
先
行
研
究
を
ま
と
め
た
が
、
現
場
の
情
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
何
が
何
で
も
現
場
に
飛
び
込
み
、
自
分
の
身
を
も

っ
て
感
じ
、
考
え
た
か
っ
た
。
そ
う
し
た
気
持
ち
か
ら
、
大
学
院
修
了
後
も
、
農
民
や
出
稼
ぎ
労
働
者
に
関
す
る
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ス
タ

デ
ィ
を
行
っ
て
き
た
。

「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
（e

t
h
n
o
g
r
a
p
h
y

）
は
文
字
通
り
、
「
民
族
」
（e

t
h
n
o
s

）
に
つ
い
て
「
書
か
れ
た
も
の
」
（g

r
a
p
h
y

）
で
あ
り
、
写
真

や
フ
ィ
ル
ム
な
ど
映
像
記
録
も
含
ま
れ
る
。
人
類
学
の
手
法
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
お
り
、
特
定
の
民
族
の
特
徴
を
描
き
出
す
の
が
中
心
で
あ
る
が
、

現
代
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
や
集
団
、
個
人
に
も
(ﾛ)
焦
点
を
当
て
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
経
験
的
調
査
手
法
を
通
し
て
、
研

究
対
象
で
あ
る
集
団
や
人
々
の
社
会
生
活
を
観
察
し
、
体
系
的
に
記
述
を
整
え
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
手
法
で
は
、
研
究
者
自
身
が
「
道
具
」
に
な
る
。
つ
ま
り
、
研
究
者
が
自
分
の
存
在
・
感
覚
・
言
葉
を
頼
り
に
、
長
期
に
渡
っ
て

現
地
の
人
々
と
関
係
を
築
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
研
究
者
は
内
部
者
（i

n
s
i
d
e
r

）
と
し
て
何
ら
か
の
役
割
を
得
る

の
で
あ
る
。

筆
者
は
中
国
の
学
校
で
は
、
ク
ラ
ス
の
副
担
任
や
日
本
語
の
授
業
を
担
当
し
、
農
村
調
査
で
は
農
業
灌
漑

か
ん
が
い

や
学
校
建
設
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関

わ
っ
た
。
出
稼
ぎ
労
働
者
に
対
す
る
調
査
に
は
、
中
国
の
ロ
ー
カ
ル
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
研
究
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
参
加
し
た
。

し
か
し
、
筆
者
は
人
類
学
者
が
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
を
行
う
よ
う
に
、
長
く
継
続
的
に
現
地
の
人
々
と
共
に
生
活
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
職
を
得
て
か
ら
は
、
長
期
に
渡
る
調
査
を
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
で
は
な
く
、



「
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・
ス
タ
デ
ィ
」
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
可
能
な
限
り
、
何
度
も
同
じ
地
域
を
訪
れ
、
内
部
者
の
視
野
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
た
。
中
国
社
会
は
深
く
入
り
込
ま
な
け
れ

ば
、
表
面
を
(ﾊ)
撫
で
る
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
地
域
の
、
集
団
の
メ
ン
バ
ー
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
問
題
は
見
え
て
こ
な
い
。
逆
に
、
仲
間
と

し
て
の
関
係
性
が
得
ら
れ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
弱
者
を
理
解
す
る
に
は
、
人
の
痛
み
を
自
分
の
問
題

と
し
て
と
ら
え
る
姿
勢
を
持
っ
て
、
共
に
感
じ
、
考
え
、
も
が
く
中
で
得
ら
れ
る
感
覚
や
視
野
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

急
激
な
市
場
経
済
化
に
よ
っ
て
競
争
が
激
化
す
る
中
、
人
々
は
自
ら
の
利
益
を
守
ろ
う
と
焦
り
、
ぶ
つ
か
り
合
う
。
限
ら
れ
た
資
源
を
奪
い
合

い
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
(ﾆ)
渦
巻
く
中
、
(3)
社
会
の
矛
盾
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。

筆
者
は
こ
の
、
人
間
性
が
む
き
出
し
に
な
っ
た
中
国
に
関
心
を
持
っ
た
。
人
間
を
、
社
会
を
見
て
い
て
、
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る

の
か
」
「
も
っ
と
知
り
た
い
、
理
解
し
た
い
」
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
た
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

社
会
に
入
り
込
ん
で
調
査
す
る
う
ち
に
、
苦
し
く
て
た
ま
ら
な
く
な
り
、
逃
げ
出
し
た
く
な
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

(4)
北
京
で
生
活
し
て
い
た
２
０
０
１
年
、
自
転
車
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
行
っ
た
。
外
国
人
で
あ
る
こ
と
が
目
立
た
な
い
よ
う
に
、
ラ
フ
な
格

好
で
ボ
ロ
自
転
車
に
乗
っ
て
い
る
と
、
警
察
に
「
農
民
工
」
と
間
違
え
ら
れ
、
身
分
証
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
農
民
工
」
と
は
、
「
農
民
」
で
あ
り
な
が
ら
、
「
工
人
」
（
ワ
ー
カ
ー
）
で
あ
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
(d)
ガ
イ
ネ
ン
で
あ
る
。
中
国
に
は
農
業

戸
籍
と
非
農
業
戸
籍
を
区
分
す
る
制
度
が
あ
り
、
農
業
戸
籍
を
持
ち
な
が
ら
も
、
都
市
に
出
稼
ぎ
に
来
る
人
々
を
「
農
民
工
」
と
呼
ん
で
い
る
。

(ﾎ)
暫
定
的
に
居
住
す
る
許
可
を
得
な
け
れ
ば
、
農
村
に
連
れ
戻
さ
れ
る
。

北
京
で
は
、
重
要
な
会
議
が
開
か
れ
る
時
期
に
入
る
と
、
警
察
は
規
制
を
強
め
る
。
許
可
証
を
持
た
な
い
農
民
工
た
ち
は
次
々
に
バ
ス
に
乗
せ

ら
れ
て
い
た
。
パ
ス
ポ
ー
ト
も
外
国
人
居
住
証
も
(e)
ケ
イ
タ
イ
し
て
い
な
か
っ
た
筆
者
も
、
危
う
く
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
。

中
国
の
戸
籍
制
度
は
一
種
の
身
分
制
度
で
あ
る
。
社
会
保
障
、
土
地
所
有
、
納
税
、
教
育
や
医
療
に
至
る
ま
で
、
ど
こ
に
戸
籍
地
が
あ
る
か
に



よ
っ
て
、
内
容
が
変
わ
っ
て
く
る
。
中
国
に
お
い
て
、
経
済
成
長
が
著
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
格
差
が
縮
ま
ら
な
い
の
は
、
戸
籍
制
度
が

主
な
要
因
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
筆
者
が
教
え
て
い
る
中
国
人
留
学
生
の
な
か
に
は
、
「
今
で
は
移
動
は
自
由
に
で
き
る
し
、
戸
籍

は
関
係
な
い
」
と
話
す
者
も
い
る
。
都
市
部
出
身
で
、
戸
籍
制
度
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
、
こ
の
制
度
の
持
つ
不
平
等
さ
が
実
感
と
し
て
分
か

ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

農
業
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
、
或
い
は
都
市
部
で
新
た
な
チ
ャ
ン
ス
を
見
出
し
た
い
と
考
え
る
農
民
た
ち
は
、
農
民
工
と
し
て
都
市
に
出
稼

ぎ
に
来
る
が
、
戸
籍
所
在
地
で
な
い
場
所
で
は
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
限
定
的
に
し
か
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
保
険
に
も
未
加
入
の
者
が
多
く
、

医
療
や
教
育
も
十
分
に
受
け
ら
れ
な
い
。
学
歴
の
低
い
単
純
労
働
者
は
、
働
い
て
も
、
働
い
て
も
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
で
き
ず
、
何
年
経
っ
て
も
、

都
市
社
会
の
主
流
に
は
入
っ
て
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
も
、
「
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
に
お
け
る
農
民
工
と
共
通
す
る
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
私
た
ち
は
あ
ま
り
気

付
い
て
い
な
い
が
、
中
国
が
経
験
し
て
い
る
よ
う
な
根
の
深
い
矛
盾
を
、
日
本
も
抱
え
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
・

ス
タ
デ
ィ
で
中
国
の
人
々
と
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
自
分
が
ど
こ
に
立
っ
て
い
る
の
か
」
を
自
覚
し
よ

う
と
す
る
な
か
で
、
中
国
で
は
な
く
日
本
を
、
そ
し
て
、
自
分
自
身
を
見
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

中
国
の
問
題
は

Ａ

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
阿
古
智
子
『
貧
者
を
喰
ら
う
国
―
中
国
格
差
社
会
か
ら
の
警
告
【
増
補
新
版
】
』
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) 

ガ
イ
ネ
ン

ケ
ッ
カ
ン

(ｅ) (ｂ) 

ケ
イ
タ
イ

ホ
ウ
カ
イ

(ｃ) 

ハ
イ
リ
ョ

(ニ) (イ)

渦
巻
く

氾

濫

く 

(ホ) (ロ)

暫

定

焦

点

(ハ) 

撫
で
る

で 
る 



問
３

空
欄
Ａ
に
入
る
慣
用
句
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
4
点)

 

①

他
山
の
石

②

対
岸
の
火
事

③

高
み
の
見
物

④

明
日
は
我
が
身

問
４

傍
線
部
(１)
「
中
国
を
描
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
『
政
治
化
さ
れ
る
』
程
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
研
究
者
と
し

て
中
国
社
会
を
描
写
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
、
百
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

（
配
点
12
点)

 

110 

120 



問
５

傍
線
部
(２)
「
上
海
市
」
と
あ
る
が
、
上
海
は
１
８
４
２
年
に
イ
ギ
リ
ス
と
清
朝
と
の
間
で
結
ば
れ
た
南
京
条
約
に
よ
っ
て
条
約
港
の
一
つ

と
な
り
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
経
済
的
に
繁
栄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
南
京
条
約
に
よ
っ
て
開
港
さ
れ
た
そ
の
他
の
条
約
港
と
し
て

不
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

天
津

②

寧
波

③

広
州

④

厦
門

⑤

福
州

問
６

傍
線
部
(３)
「
社
会
の
矛
盾
が
浮
き
彫
り
に
な
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
中
国
に
お
い
て
所
得
格
差
が
縮
ま
ら
な
い
要
因
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
。
日
本
と
異
な
る
点
と
共
通
す
る
点
と
に
触
れ
な
が
ら
、
本
文
の
内
容
に
即
し
て
百
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

（
配
点
14
点)

 

150 

160 



問
７

傍
線
部
(4)
「
北
京
」
と
あ
る
が
、
現
在
、
北
京
の
中
心
部
に
位
置
し
、
故
宮
博
物
院
や
人
民
大
会
堂
な
ど
と
隣
接
す
る
広
場
の
名
前
を
漢

字
で
答
え
な
さ
い
。 

（
配
点
6
点)

 




