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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
。

今
年
（
昭
和
三
十
九
年
）
は
辰
年
だ
と
い
う
の
で
、
カ
レ
ン
ダ
ー
や
雑
誌
の
(a)
サ
シ
エ
な
ど
で
到
る
と
こ
ろ
に
、
よ
く
龍
の
画
を
み
か
け
る
。

と
こ
ろ
で
そ
の
指
先
き
の
爪
の
数
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
あ
る
も
の
は
二
つ
、
あ
る
も
の
は
三
つ
、
ま
た
あ
る
も
の
は
四
つ
と
、
実
に
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
。
(1)
い
っ
た
い
龍
の
爪
は
何
本
あ
る
の
が
本
当
だ
ろ
う
か
。

龍
は
そ
も
そ
も
想
像
上
の
動
物
だ
か
ら
、
爪
の
数
な
ど
は
何
本
で
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
う
言
っ
て
し
ま
え
ば
至
極
簡
単
で
、
そ
れ
で
も
通
る
の

で
あ
る
。
実
際
に
中
国
古
代
の
(b)
ヘ
キ
ガ
や
器
物
な
ど
に
現
わ
れ
る
龍
の
爪
は
、
三
本
だ
っ
た
り
四
本
だ
っ
た
り
し
て
別
に
一
定
の
規
定
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
国
で
は
宋
以
後
、
近
世
的
な
天
子
独
裁
政
治
が
始
ま
る
と
、
だ
ん
だ
ん
龍
の
紋
様
は
天
子
に
独
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
龍
の
形
状
の
上
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
、
そ
う
簡
単
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
話
が
大
分
や
や
こ
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

中
国
で
は
昔
か
ら
龍
は
人
君
の
象
徴
と
さ
れ
た
。
天
子
の
顔
を
龍
顔
と
い
い
、
天
子
の
車
を
龍
駕
と
い
い
、
天
子
の
着
物
を
袞 こ

ん

龍
り
ゆ
う

の
衣
と
い

う
。
袞
龍
の
衣
に
は
実
際
に
龍
の
紋
様
が
現
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
(2)
唐
代
ま
で
は
、
龍
の
紋
様
を
天
子
だ
け
が
独
占
す
る
と
い

う
こ
と
は
ま
だ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
宋
代
に
な
っ
て
、
天
子
の
独
裁
権
力
が
確
立
さ
れ
る
と
、
人
民
は
勝
手
に
龍
の
紋
様
を
用
い
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
禁
令
が
初
め
て
発

布
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
北
宋
末
の
哲
宗
皇
帝
の
元
符
年
間
（
一
〇
九
八
―
一
一
〇
〇
年
）
の
こ
と
だ
と
い
う
。
も
っ
と
も
臣
下
の
中
で
も
大
臣
等

に
は
特
別
に
龍
の
紋
様
が
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
龍
は
降
り
龍
で
あ
り
、
昇
り
龍
の
紋
様
は
天
子
以
外
は
何
人

な
ん
ぴ
と

も
用
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
そ

し
て
天
子
の
龍
は
二
角
五
爪
、
す
な
わ
ち
二
本
の
角
と
、
五
本
の
爪
と
い
う
形
に
定
ま
っ
た
の
も
、
こ
の
前
後
か
ら
で
あ
る
ら
し
い
。

し
か
し
龍
の
よ
う
に
古
く
か
ら
民
間
に
も
親
し
ま
れ
て
き
た
紋
様
を
、
一
切
人
民
に
用
い
さ
せ
な
い
と
い
う
禁
令
を
厳
重
に
実
施
し
よ
う
と
す

る
と
、
つ
い
人
民
と
の
間
に
つ
ま
ら
な
い
所
で
摩
擦
が
起
こ
る
。
お
そ
ら
く
実
際
に
は
政
府
の
方
で
も
手
心
を
加
え
て
、
二
角
五
爪
の
龍
で
な
け

一 



れ
ば
そ
の
ま
ま
見
逃
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
元
代
に
な
る
と
法
令
に
明
文
を
も
っ
て
、
民
間
に
使
用
を
禁
止
す
る
龍
と
は
、
二
角
五
爪
の

龍
だ
け
の
こ
と
だ
と
、
は
っ
き
り
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
中
国
の
政
治
は
、
表
面
か
ら
だ
け
見
る
と
非
常
に
独
裁
的
な
専
制
政
治
だ
と
思
わ
れ
や
す
い
が
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
見
る
と
、

随
分
と
幅
を
広
く
、
ゆ
と
り
を
も
た
せ
て
や
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
た
な
、
と
思
え
ば
政
府
の
面
目
を
失
わ
な
い
よ
う
な
方
法
で
手
直
し

を
す
る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
れ
に
は
法
律
の
新
解
釈
を
加
え
て
抜
け
道
を
作
っ
て
や
る
の
で
あ
る
。
清
朝
に
至
っ
て
、
龍
の
解
釈
は
い
よ
い
よ
狭

い
も
の
に
な
っ
た
。
龍
と
は
五
本
爪
の
龍
の
こ
と
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
龍
の
形
を
し
て
い
て
も
龍
で
は
な
い
、
そ
れ
は

蟒
う
わ
ば
み

だ
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
と
、
日
本
で
お
寺
の
(c)
テ
ン
ジ
ョ
ウ
や
、
掛
物
に
か
か
れ
て
い
る
龍
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

Ａ

以

下
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
龍
に
似
て
実
は
龍
で
な
く
、
龍
に
似
た
蟒
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

中
国
で
天
子
の
用
い
る
龍
の
形
状
が
五
本
爪
と
い
う
こ
と
に
き
ま
る
と
、
民
間
で
龍
の
形
を
描
く
時
に
は
、
い
き
お
い
四
本
爪
以
下
の
も
の
に

な
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
応
じ
て
爪
の
数
を
加
減
し
、
下
へ
行
く
ほ
ど
数
を
少
な
く
し
て
、
三
本
爪
や
二
本
爪
の
龍
を
描
い
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
近
く
、
従
っ
て
(3)
中
国
思
想
に
染
ま
る
こ
と
の
深
か
っ
た
朝
鮮
で
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
中
国
よ
り
一
段
低
い
所
で
遠
慮
し

て
い
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
国
王
の
用
い
る
龍
の
形
も
四
本
と
き
ま
り
、
民
間
で
は
三
本
爪
以
下
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
中
国
や
朝
鮮
か
ら
影
響
を
受
け
て
龍
の
形
を
学
ん
だ
日
本
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
爪
の
数
が
す
こ
ぶ
る
少
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
日

本
に
は
別
に
(d)
メ
ン
ド
ウ
な
禁
令
な
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
何
本
の
爪
を
描
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
中
国
朝
鮮
の
民
間
に
行

な
わ
れ
る
龍
の
形
を
見
て
、
こ
れ
が
本
当
の
龍
の
形
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
豊
臣
秀

吉
が
明
の
(4)
万
暦
帝
か
ら
も
ら
っ
た
、
日
本
国
王
に
封
ず
る
ぞ
と
い
う
詔
勅
の
巻
物
の
表
装
の
龍
が
五
本
爪
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
の
天
子
の
内

府
で
製
造
さ
れ
た
に
違
い
な
い
か
ら
五
本
爪
な
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
外
に
は
五
本
爪
の
龍
は
ど
う
も
見
当
ら
な
い
。
清
朝
時
代
の
用
語
で
い

え
ば
、
み
な

蟒
う
わ
ば
み

に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。



も
ち
ろ
ん
、
爪
の
数
は
絵
の
出
来
不
出
来
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
大
将
の
肖
像
が
い
つ
も
兵
卒
の
肖
像
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ぬ
と

同
様
、
五
本
爪
に
か
い
た
か
ら
と
い
っ
て
(e)
ケ
ッ
サ
ク
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
要
す
る
に
龍
の
絵
は
龍
ら
し
く
出
来
て
い
れ
ば
そ
れ
で
い
い
の

で
あ
る
。
ま
た
龍
の
爪
は
何
本
か
と
聞
か
れ
た
答
え
に
、
何
本
で
も
い
い
、
と
い
っ
て
も
実
際
に
そ
れ
で
済
ま
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一

般
の
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
済
ま
さ
れ
ぬ
こ
と
の
出
て
く
る
の
が
、
我
々
、
中
国
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
も
の
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
何

も
龍
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
中
国
の
歴
史
を
研
究
す
る
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
こ
の
よ
う
な
下
ら
ぬ
こ
と
に
も
気
を
く
ば
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
然
科
学
の
場
合
の
よ
う
に
、
単
刀
直
入
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
本
質
的
な
問
題
に
向
っ
て
取
り
組
む
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

い
ろ
い
ろ
な

煩
わ
ず
ら

わ
し
い
二
義
的
な
問
題
を
片
付
け
た
あ
と
、
豊
富
な
常
識
を
身
に
つ
け
て
か
ら
本
当
の
問
題
に
取
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
手
続
き
を

怠
お
こ
た

る
と
、
つ
ま
ら
な
い
所
で
ボ
ロ
を
出
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
も
四
十
歳
ぐ
ら
い
に
な
ら
ぬ
と
、
一
人
前
の
研
究
者

に
な
れ
ぬ
な
ど
と
も
い
わ
れ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
還
暦
を
す
ぎ
た
我
々
で
も
、
時
々
馬
脚
を
現
わ
し
て
恥
じ
入
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
。と

こ
ろ
で
そ
の
こ
と
自
身
は
一
見
し
て
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
中
国
文
化
全
体
の
中
で
眺
め
た
時
に
、
案
外
つ
ま
ら

な
く
は
な
い
こ
と
が
そ
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ま
の
龍
の
爪
の
問
題
で
も
、
想
像
上
の
動
物
で
あ
る
龍
の
爪
が
何
本
あ
ろ
う
と
、
歴

史
の
大
勢
に
は
関
係
な
い
こ
と
だ
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
龍
の
思
想
の
変
遷
の
中
に
、
大
き
な
中
国
社
会
の
動
き
と
特
色
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
(5)
だ
か
ら
こ
そ
、
中
国
研
究
は
面
白
く
て
や
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
宮
崎
市
定
『
中
国
文
明
論
集
』
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

傍
線
部
(１)
「
い
っ
た
い
龍
の
爪
は
何
本
あ
る
の
が
本
当
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
天
子
（
皇
帝
）
が
用
い
る
龍
の
紋
様
に
関
す
る
規
定
は

時
代
ご
と
に
変
化
す
る
が
、
そ
の
変
遷
に
つ
い
て
百
二
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
8
点)

 

(ｄ) (ａ) 

メ
ン
ド
ウ

サ
シ
エ

(ｅ) (ｂ) 

ケ
ッ
サ
ク

ヘ
キ
ガ

(ｃ) 

テ
ン
ジ
ョ
ウ

110 

120 



問
３

傍
線
部
(２)
「
唐
代
」
と
あ
る
が
、
唐
の
前
半
期
に
活
躍
し
た
詩
人
で
、
「
春
曉
」
の
作
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
４

本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
空
欄
Ａ
に
入
る
言
葉
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

五
本
爪

②

四
本
爪

③

二
本
角

④

一
本
角



問
５

傍
線
部
(３)
「
中
国
思
想
」
と
あ
る
が
、
儒
家
の
始
祖
と
さ
れ
る
孔
子
の
言
行
録
を
ま
と
め
た
書
物
の
名
称
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。 

（
配
点
6
点)

 

問
６

傍
線
部
(4)
「
万
暦
帝
」
と
あ
る
が
、
彼
の
治
世
に
お
い
て
活
動
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
で
、
「
坤
輿
万
国
全
図
」
を
作
成
し
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
人
物
の
名
前
を
カ
タ
カ
ナ
も
し
く
は
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

（
配
点
6
点)

 



問
７

傍
線
部
(5)
「
だ
か
ら
こ
そ
、
中
国
研
究
は
面
白
く
て
や
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
龍
の
爪
に
関
す
る
事
例
の
ど
の

よ
う
な
点
に
中
国
社
会
の
特
色
を
見
出
し
て
い
る
か
、
本
文
の
内
容
に
即
し
て
百
二
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
配
点
10
点)

 

1

110 

1

120 



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

中
国
の
内
陸
部
に
位
置
す
る
(1)
湖
南
省
は
、
近
代
に
お
い
て
数
々
の
革
命
家
を
輩
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
省
都
の
長
沙
か
ら

南
西
に
少
し
行
っ
た
湘
潭

し
ょ
う
た
ん

、
寧 ね

い

郷
き
ょ
う

の
あ
た
り
は
、
ま
さ
に
革
命
家
の
名
産
地
で
、
人
民
共
和
国
の
大
(ｲ)
元
勲
と
し
て
知
ら
れ
る
毛
沢
東
、
劉
少
奇

り
ゅ
う
し
ょ
う
き

、

彭 ほ
う

徳 と
く

懐 か
い

は
、
い
ず
れ
も
こ
の
地
の
出
身
で
あ
る
。
こ
の
三
人
が
互
い
を
知
る
よ
う
に
な
る
の
は
共
産
党
に
入
っ
て
か
ら
だ
が
、
生
家
は
互
い
に
三

〇
～
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
し
か
離
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
一
帯
は
「
偉
人

い

じ

ん

故
里

の

さ

と

」
、
ま
た
そ
の
三
カ
所
を
結
ぶ
ル
ー
ト
は
、
(a)
ゾ
ク
に
紅
色

之
旅
（
革
命
史
跡
巡
り
）
の
「
黄
金

ゴ
ー
ル
デ
ン

の
ト
ラ
イ

三
角

ア
ン
グ
ル

」
と
称
さ
れ
、
革
命
偉
人
の
生
家
巡
り
ツ
ア
ー
客
で
連
日
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。

そ
の
ひ
と
つ
、
寧
郷
の
花
明
楼

か

め

い

ろ

う

と
い
う
と
こ
ろ
は
、
時
の
国
家
主
席
で
あ
り
な
が
ら
、
文
化
大
革
命
で
迫
害
さ
れ
世
を
去
っ
た
悲
劇
の
指
導
者
・

劉
少
奇
の
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。
生
家
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
記
念
館
に
は
、
名
誉
回
復
が
な
っ
た
あ
と
に
、
劉
夫
人
の
王
光

お
う
こ
う

美 び

が
寄
贈
し
た
品
々
が

(b)
チ
ン
レ
ツ
し
て
あ
る
が
、
そ
の
中
に
国
家
主
席
だ
っ
た
か
れ
の
公
邸
寝
室
を
復
元
し
た
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
使
っ
て
い

た
と
い
う
こ
の
寝
室
、
読
者
は
奇
妙
な
印
象
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
(c)
フ
ト
ン
が
敷
い
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
ベ
ッ
ド
に
脚
が
な
い
の
だ
。
脚
が

切
っ
て
あ
り
、
マ
ッ
ト
レ
ス
が
床
に
ほ
ぼ
直
接
に
置
い
て
あ
る
。
劉
少
奇
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
変
わ
っ
た
ベ
ッ
ド
を
使
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
展
示

室
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。

劉
少
奇
同
志
は
長
年
の
過
労
が
原
因
で
、
重
度
の
不
眠
症
を
患
っ
て
お
り
、
毎
夜
睡
眠
薬
を
服
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
晩
、
朦
朧

も
う
ろ
う

し

て
ベ
ッ
ド
か
ら
転
げ
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
以
後
落
ち
て
も
ケ
ガ
を
し
な
い
よ
う
ベ
ッ
ド
の
脚
を
切
り
、
マ
ッ
ト
を
床
に
敷
い
て
寝

る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

二 



記
念
館
は
、
か
れ
が
国
の
た
め
民
衆
の
た
め
、
寝
食
を
忘
れ
て
働
い
た
こ
と
を
讃 た

た

え
て
、
こ
の
よ
う
な
展
示
説
明
を
つ
け
た
の
だ
ろ
う
。
当
時

の
睡
眠
薬
は
、
飲
ん
で
か
ら
寝
床
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
、
地
面
に
倒
れ
て
し
ま
う
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
効
き
が
強
か
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
こ
ま
で

し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
参
観
者
は
一
様
に
劉
の
勤
勉
さ
に
思
い
を
い
た
す
の
で
あ
る
。
(2)
だ
が
、
こ
の
脚
を
切
っ
た
ベ
ッ
ド

の
話
は
、
人
民
共
和
国
の
政
治
を
考
え
る
者
に
、
色
々
な
示
唆
を
与
え
る
。

実
は
、
睡
眠
薬
を
常
用
し
て
い
た
の
は
、
劉
少
奇
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
当
時
の
中
共
中
央
の
指
導
者
の
多
く
は
睡
眠
薬
を
使
っ

て
い
た
。
周
恩
来
し
か
り
、
鄧
小
平
ま
た
し
か
り
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
重
要
な
会
議
が
夜
中
に
行
わ
れ
、
不
規
則
な
生
活
を
強
い
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
党
の
中
枢
で
あ
る
中
央
政
治
局
の
会
議
は
、
し
ば
し
ば
深
夜
か
ら
日
付
を
跨 ま

た

い
で
開
催
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
指
示
文

書
が
未
明
の
二
時
、
三
時
に
発
出
さ
れ
る
こ
と
も
ざ
ら
だ
っ
た
。
な
ぜ
夜
中
に
会
議
を
す
る
の
か
。
長
年
夜
型
の
生
活
を
し
て
き
た
毛
沢
東
が
、

人
民
共
和
国
の
国
家
指
導
者
と
な
っ
た
あ
と
も
、
そ
の
習
慣
を
改
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
言
う
毛
自
身
も
睡
眠
薬
を
手
放
せ
な
か
っ
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
毛
に
し
て
も
、
昼
間
に
通
常
の
公
務
や
会
見
な
ど
が
挟
ま
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ほ
か
の
指
導
者
な
ら
む
し
ろ
昼
間
の
仕
事
が
主
で

あ
る
。
か
く
て
、
毛
も
ふ
く
め
、
共
産
党
の
指
導
者
た
ち
は
、
(ﾛ)
軒
並
み
睡
眠
薬
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
薬
も
、

毛
以
外
の
者
は
、
日
付
が
変
わ
る
ま
で
は
飲
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
飲
ん
だ
あ
と
で
毛
か
ら
緊
急
招
集
の
電
話
が
来
た
場
合
、
起
き
よ
う
に
も
起

き
ら
れ
ず
、
何
と
か
毛
の
も
と
に
駆
け
つ
け
て
も
、
会
議
で
爆
睡
す
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
劉
少
奇
の
ベ
ッ
ド
が
床
に
置
い
て

あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
諸
々

も
ろ
も
ろ

の
こ
と
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
当
時
の
共
産
党
に
お
け
る
毛
の
意
向
の
重
み
は
、
政
策
決
定
の
み
な
ら
ず
、
こ

ん
な
生
活
時
間
に
ま
で
及
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。

【

中

略

】

一
方
、
劉
少
奇
が
勤
勉
だ
っ
た
と
い
う
の
も
、
決
し
て
(ﾊ)
誇
張
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
劉
の
み
な
ら
ず
、
共
産
党
の
指
導
者
た
ち
は
、
毛
に
せ

よ
周
恩
来
に
せ
よ
、
お
し
な
べ
て
み
な
勤
勉
で
あ
っ
た
。
国
の
舵
取
り
た
る
者
、
勤
勉
な
の
は
当
た
り
前
だ
と
い
う
声
も
あ
ろ
う
が
、
か
れ
ら
と



て
人
間
で
あ
る
。
自
分
の
判
断
や
決
定
に
よ
っ
て
、
多
く
の
民
が
影
響
を
受
け
、
ヘ
タ
を
す
れ
ば
多
く
の
人
民
の
命
が
損
な
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
な
い
は
ず
が
な
い
。
現
に
劉
が
国
家
主
席
に
就
任
し
た
前
後
に
は
、
毛
沢
東
に
よ
る
無
謀
な
経
済
政
策
（
大
躍
進
）

の
失
敗
に
よ
っ
て
、
数
千
万
人
が
餓
死
す
る
と
い
う
お
ぞ
ま
し
い
事
態
が
起
き
て
い
た
。「
民
を
苦
し
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
意
識
は
、
そ
も
そ
も
伝
統
的
に
中
国
の
為
政
者
が
強
く
抱
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
共
産
党
は
よ
り
(d)
セ
ン
メ
イ
に
「
民
衆
」
の
た
め
の

政
治
を
行
う
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
の
支
配
者
と
し
て
の
は
か
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
心
理
的
重
圧
と
、
失
政
は
許
さ
れ
な
い
と

い
う
強
迫
観
念
が
、
劉
少
奇
に
は
終
始
ま
と
わ
り
続
け
た
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
う
し
た
支
配
は
共
産
党
自
身
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
選
ん
だ
も
の
、
一
党
独
裁
に
よ
る
政
治
を
是
と
し
、
他
の
政
治
勢
力
を
有
名
無

実
に
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
そ
の
責
任
は
誰
に
も
 (ﾆ)
転
嫁
で
き
な
い
し
、
代
わ
っ
て
も
ら
お
う
に
も
代
わ
り
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
共
産
党
指
導

者
が
独
裁
と
引
き
替
え
に
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
、
極
端
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
劉
少
奇
を
し
て
ベ
ッ
ド
の
脚
を
切
る
に
至
ら
し
め

た
も
の
の
も
う
一
つ
の
正
体
で
は
な
か
っ
た
か
。

国
政
に
お
い
て
政
権
交
代
を
可
能
に
す
る
仕
組
み
を
持
た
ず
、
ご
く
少
数
の
指
導
者
が
政
治
の
号
令
を
か
け
る
と
い
う
当
時
の
ス
タ
イ
ル
は
、

今
日
で
も
何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
劉
少
奇
が
感
じ
た
よ
う
な
逃
れ
ら
れ
な
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
中
に
、
今
の
習
近
平
が
い
る
こ

と
も
間
違
い
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
貧
困
と
飢
餓
を
抱
え
て
い
た
時
代
に
比
べ
れ
ば
、
中
国
は
は
る
か
に
豊
か
に
な
っ
て
お
り
、
世
界
第
二
の

経
済
力
を
背
景
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
開
発
構
想
「

Ａ

」
を
掲
げ
、
内
に
は
「
中
国
の
夢
」
を
語
る
時
代
で
あ
る
。
だ
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
習
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
前
の
世
代
の
指
導
者
た
ち
よ
り
も
そ
れ
だ
け
軽
減
さ
れ
る
か
と
問
え
ば
、
そ
う
は
言
え
ま
い
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大
が
世
界
に
未
曾
有
の
(ﾎ)
厄
災
を
も
た
ら
し
、
そ
の
責
任
の
所
在
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
ど
は
、
鎖
国
に
近
か
っ
た
毛
沢
東

時
代
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
な
ど
は
(3)
国
際
化
し
た
中
国
な
ら
で
は
の
責
任
の
重
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
代
役
の
い
な
い
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
代
役
の
存
在
を
認
め
な
い
よ
う
に
舞
台
を
設
計
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
演
出
を
し
、
さ
ら



に
は
主
役
を
演
じ
て
い
る
の
も
自
分
た
ち
で
あ
る
以
上
、
劉
少
奇
に
せ
よ
、
習
近
平
に
せ
よ
、
か
れ
ら
は
権
力
の
座
に
あ
る
限
り
、
そ
の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
が
自
ら
に
の
し
か
か
る
の
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
重
圧
は
何
か
特
定
の
目
標
を
達
成
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ

る
と
い
う
(e)
ヒ
ソ
ウ
的
な
も
の
で
な
く
、
一
度
背
負
っ
た
が
最
後
、
永
遠
に
下
ろ
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
荷
と
な
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。 

（
石
川
禎
浩
『
中
国
共
産
党
、
そ
の
百
年
』
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) 

セ
ン
メ
イ

ゾ
ク

(ｅ) (ｂ) 

ヒ
ソ
ウ

チ
ン
レ
ツ

(ｃ) 

フ
ト
ン



問
２

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

（
配
点
10
点)

 

問
３

傍
線
部
(１)
「
湖
南
省
」
と
あ
る
が
、
毛
沢
東
ら
と
同
じ
く
湖
南
省
出
身
の
清
代
末
期
の
政
治
家
で
、
一
八
五
〇
～
六
〇
年
代
に
か
け
て
湘

軍
を
率
い
て
太
平
天
国
な
ど
と
の
戦
い
で
活
躍
し
た
人
物
の
名
前
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。 

（
配
点
6
点)

 

問
４

空
欄
Ａ
に
は
、
二
〇
一
七
年
に
中
国
共
産
党
の
規
約
に
盛
り
込
ま
れ
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
開
発
構
想
の
略
称
が
入
る
。
そ
の
略
称
を

漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

（
配
点
6
点)

 

(ニ) (イ)

転

嫁

元

勲

(ホ) (ロ)

厄

災

軒
並
み

み 

(ハ) 

誇

張



問
５

傍
線
部
(２)
「
だ
が
、
こ
の
脚
を
切
っ
た
ベ
ッ
ド
の
話
は
、
人
民
共
和
国
の
政
治
を
考
え
る
者
に
、
色
々
な
示
唆
を
与
え
る
」
と
あ
る
が
、

筆
者
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
当
時
の
中
国
の
政
治
指
導
者
た
ち
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
、
二
つ
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
、
八
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

 
(

配
点
14
点)

 

70 

80 

70 

80 



問
６

傍
線
部
(３)
「
国
際
化
し
た
中
国
」
と
あ
る
が
、
二
〇
〇
八
年
に
国
際
社
会
か
ら
の
関
心
を
集
め
た
中
国
の
出
来
事
と
し
て
あ
て
は
ま
ら
な

い
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

（
配
点
4
点
） 

①

四
川
大
地
震

②

上
海
国
際
博
覧
会

③

北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

④

広
州
世
界
卓
球
選
手
権
団
体
戦




