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問
題
Ⅰ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

今
ま
で
に
も
よ
く
言
わ
れ
た
こ
と
だ
が
、
砂
漠
で
は
二
つ
の
道
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
で
水
の
あ
る
場
所
に
行
け
る
か

否
か
が
き
ま
る
。
旅
人
は
瞬
時
に
し
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
が
生
へ
の
道
で
あ
る
な
ら
、
他
方
は
死
へ
の

道
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
森
林
に
は
生
の
可
能
性
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
い
る
。
二
つ
の
う
ち
の
一
つ
の
選
択
を
思

い
煩
う
必
要
は
な
い
。

　

森
の
な
か
で
は
草
木
が
繁
茂
し
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
が
棲せ
い

息そ
く

し
、
ほ
ら
穴
が
あ
り
、
泉
が
あ
り
、
た
く
さ
ん
の
も
の

が
神
に
な
り
得
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
あ
る
。
多
神
教
は
普
通
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
砂
漠
で
は
一
本

の
大
河
、
灼し
ゃ
く

熱ね
つ

す
る
太
陽
が
い
っ
さ
い
に
君
臨
し
、
ほ
か
に
目
立
つ
も
の
は
な
に
も
な
い
。
唯
一
神
へ
の
信
仰
が
受

け
入
れ
ら
れ
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
は
人
間
の
力
を
超
え
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
⑴
超
越
者
を
意
識
す
る
。
呪
術
は
い
ま
だ
自
分
の

力
を
た
の
み
に
し
て
い
る
。

　

占
い
は
運
命
を
他
に
託
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
一
見
し
て
宗
教
的
信
仰
に
似
て
い
る
が
、
あ
る
一
定
の
こ
と
が
必

ず
起
こ
る
と
の
自
己
信
仰
の
上
に
成
り
立
つ
。
結
果
が
外
れ
れ
ば
祈き

禱と
う

が
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
だ
宗
教

的
信
仰
は
生
ま
れ
な
い
。

　

人
間
の
い
か
な
る
力
も
無
力
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
、
は
じ
め
て
人
間
は
超
越
者
を
知
る
。
農
耕
は
そ
の

き
っ
か
け
を
な
し
た
。

　

蒔ま

い
た
種た

子ね

が
芽
生
え
る
の
は
土
の
な
か
に
ひ
そ
む
力
の
な
せ
る
わ
ざ
で
、
人
間
に
は
思
い
⒜
オ
ヨ
ば
な
い
。
芽
が

育
つ
の
は
雨
の
な
せ
る
わ
ざ
で
、
雨
を
司
つ
か
さ
ど

る
力
を
人
間
は
持
っ
て
い
な
い
。
雨
の
な
い
と
き
、
作
物
を
枯
死
さ
せ
る

の
は
太
陽
の
な
せ
る
わ
ざ
で
、
い
か
な
る
も
の
も
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。

　

砂
漠
で
は
こ
と
に
そ
う
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
。
大
地
の
神
、
雨
の
神
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
太
陽
の
神
が
主
神
と
な
る
。

⒝
イ
フ
す
べ
き
神
で
あ
る
。

　

⑵
日
本
神
話
の
よ
う
に
、
主
神
で
あ
る
太
陽
神
（
天
照
大
御
神
）
が
や
さ
し
い
女
神
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
例
は
、

世
界
に
他
に
ひ
と
つ
も
な
い
。

　

世
界
で
は
ど
こ
も
多
神
教
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
日
本
神
話
だ
け
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
も
多
神
教
の
世
界
で
あ

る
。
多
神
教
か
ら
は
唯
一
信
教
へ
の
移
行
は
自
然
の
厳
し
い
特
殊
な
地
域
に
の
み
起
こ
っ
た
。

　

エ
ジ
プ
ト
で
は
太
陽
神
が
主
神
と
し
て
確
立
さ
れ
る
と
き
が
き
た
。
そ
れ
に
刺し

戟げ
き

さ
れ
て
か
、
砂
漠
の
縁
辺
部
で
遊

牧
の
生
活
を
し
て
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
唯
一
信
教
に
移
行
し
た
。
か
れ
ら
の
生
活
の
基
礎
は
ヤ
ギ
や
ヒ
ツ
ジ
に
食

べ
さ
せ
る
草
の
生
育
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。
草
の
生
育
は
雨
の
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。
雨
は
偶
然
に
し
か
降

ら
な
い
。
し
か
し
、
必
ず
嵐
と
と
も
に
や
っ
て
く
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
は
し
た
が
っ
て
ま
ず
は
嵐
の
神
で
あ
っ
た
。
嵐
の
神
の
概
念
を
通
っ
て
到
達
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の

神
格
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
、
あ
る
い
は
エ
ホ
バ
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
で
あ
る
。
そ
の
後
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族

の
限
界
を
越
え
て
普
遍
的
世
界
宗
教
に
発
展
し
た
と
き
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
は
嵐
の
神
の
性

格
を
引
き
継
い
で
い
る
。
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砂
漠
で
は
自
然
は
い
つ
も
死
の
脅
威
を
も
っ
て
人
に
迫
っ
て
く
る
。
草
地
や
泉
オ
ア
シ
ス

を
手
に
入
れ
る
か
否
か
は
各
部
族

の
あ
い
だ
の
熾し

烈れ
つ

な
争
い
の
原
因
と
も
な
る
。

　

他
の
部
族
に
対
す
る
戦
闘
の
精
神
と
自
ら
の
部
族
の
内
部
を
結
束
さ
せ
る
団
結
の
精
神
と
が
、
彼
ら
の
生
存
の
仕
方

の
重
要
な
基
本
要
件
と
な
っ
た
。
同
一
の
祖
先
か
ら
出
た
血
族
共
同
社
会
に
対
す
る
⒞
ケ
ン
シ
ン
と
犠
牲
が
い
っ
さ
い

に
優
先
し
た
。
砂
漠
に
お
い
て
は
、
部
族
を
離
れ
て
は
一
滴
の
水
を
飲
む
こ
と
も
、
一
片
の
肉
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も

で
き
な
い
。

　

水
も
食
糧
も
豊
富
な
森
林
の
世
界
と
は
何
と
い
う
相
違
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
日
本
列
島
は
雨
が
定
期
的
に
降
る
モ
ン

ス
ー
ン
地
帯
に
あ
る
。

　

さ
り
と
て
大
河
が
な
い
の
で
洪
水
は
た
か
が
知
れ
て
お
り
、
岩
間
か
ら
飲
み
水
は
滾こ
ん

々こ
ん

と
湧
き
出
で
、
山
の
幸
、
海

の
幸
に
め
ぐ
ま
れ
て
栽
培
も
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
お
け
ば
よ
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
自
然
条
件
と
は
何
と
い
う
大
き
な
径
庭

で
あ
ろ
う
。

　

 　

Ａ　

 

に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
縄
文
人
に
、
絶
対
的
超
越
者
へ
の
信
仰
が
生
ま
れ
る
必
然
性
が

な
か
っ
た
の
は
、
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
こ
れ
と
は
反
対
に
、
強
固
な
意
志
と
激
し
い
道
徳
心
に
よ
っ
て
、
個
人
主
義
に
陥
り
や
す
い
己お
の

れ
の
罪
を
休
み
な
く
責
め
た
。
民
族
の
団
結
を
た
え
ず
危
機
に
さ
ら
す
原
因
は
ひ
た
す
ら
自
分
自
身
の
う
ち
に
あ
る
こ

と
の
内
省
に
む
し
ば
ま
れ
る
。

　

物
資
の
乏
し
い
砂
漠
の
環
境
に
あ
っ
て
、
人
間
的
弱
さ
に
屈
す
る
誘
惑
は
、
森
林
の
民
よ
り
も
か
え
っ
て
強
い
。
し

か
も
そ
れ
を
彼
ら
は
罪
と
し
て
強
烈
に
自
覚
し
た
。

　

罪
の
自
覚
に
導
い
た
の
は
「
律
法
」
で
あ
っ
た
。
律
法
を
厳
密
に
守
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
弱
い
人
間
に
は
で
き
な

い
。

　

そ
こ
で
、
肉
体
を
持
た
な
い
純
粋
に
人
格
的
な
神
を
立
て
る
。
そ
し
て
神
の
前
で
、
自
分
の
人
格
全
体
が
そ
の
根
源

に
お
い
て
裁
か
れ
る
と
い
う
宗
教
的
意
識
が
芽
生
え
て
く
る
。
と
同
時
に
、
己
れ
を
汚
れ
た
も
の
と
す
る
こ
の
自
覚
が
、

神
を
た
だ
ど
こ
ま
で
も
聖
な
る
も
の
と
す
る
意
識
へ
と
彼
ら
を
か
り
立
て
て
い
く
。

　

加
え
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
は
特
有
の
選
民
意
識
が
あ
っ
た
。
人
格
神
を
中
心
に
民
族
の
団
結
を
守
っ
て
い
る
だ

け
で
は
、
多
分
そ
の
意
識
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
ろ
う
。

　

ひ
と
た
び
深
い
罪
の
意
識
を
呼
び
さ
ま
さ
れ
、
己
れ
の
汚
れ
を
体
験
し
、
神
の
前
で
律
法
を
守
れ
な
い
人
間
と
し
て

の
根
源
的
自
覚
を
く
ぐ
り
抜
け
た
と
き
以
後
、
も
し
神
の
要
求
が
満
た
さ
れ
た 　

Ｂ　

 

に
は
、
な
ん
ら
か
の
報
酬
が

与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
民
族
を
押
さ
え
て
地
上
に
覇
を
称と
な

え
る
こ
と
を
措お

い
て
ほ
か
の
こ
と
で
は
あ

り
得
な
か
っ
た
。

　

こ
の
民
族
の
神
が
全
世
界
を
支
配
し
て
、
地
上
に
神
の
国
を
建
て
給た
も

う
こ
と 

― 

こ
の
勝
利
の
約
束
を
彼
ら
は
「
契

約
」
と
呼
ん
だ
。
彼
ら
の
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
固
い
確
信
で
あ
っ
た
。

　

砂
漠
の
民
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
特
有
の
宗
教
心
理
的
ド
ラ
マ
の
第
一
幕
を
あ
え
て
要
約
し
て
み
た
。
日
本
人
の
心
に
は
、

今
の
わ
れ
わ
れ
で
な
く
て
も
、
縄
文
人
で
あ
っ
て
も
、
― 

と
い
う
よ
り
汚
れ
を
知
ら
ぬ
彼
ら
で
あ
れ
ば
こ
そ
な
お  

― 

神
の
前
で
の
⑶
絶
望
が
希
望
に
逆
転
す
る
こ
の
よ
う
な
形け
い

而じ

上じ
ょ
う

学
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
容
易
に
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
。
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砂
漠
の
民
の
宗
教
心
理
に
は
、
自
己
の
生
の
一
回
性
へ
の
強
烈
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
天
地
万
物
に
は
初
め

が
あ
り
、
終
わ
り
が
あ
る
。
時
間
は
神
に
よ
る
天
地
創
造
の
と
き
か
ら
、
最
後
の
審
判
の
日
ま
で
一
直
線
に
進
ん
で
い

く
。
歴
史
に
繰
り
返
し
は
な
い
。
か
く
て
地
上
で
の
敗
者
は
、
天
上
で
勝
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
⑷
帳
尻
が
合
わ
な
い
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
、
事
実
、
第
二
幕
以
後
で
神
に
「
契
約
」
を
守
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
地
上
で
の
敗
北
を
天

上
で
の
神
の
国
の
実
現
で
償
お
う
と
す
る
弱
者
の
内ル

サ

ン

チ

マ

ン

攻
的
復
讐
感
情
は
、
た
だ
ひ
と
り
の
人
、
人
間
の
姿
を
し
た
救
世

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
現
を
待
た
な
け
れ
ば
、
解
消
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

砂
漠
で
は
草
も
木
も
な
く
、
倒
れ
た
動
物
の
死
体
は
た
だ
白
い
骨
を
残
す
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
森
の
な
か
で
は
草

も
木
も
生
長
し
、
い
つ
か
朽
ち
て
土
に
返
り
、
ま
た
新
し
い
芽
が
出
て
く
る
。
動
物
の
死
体
の
上
に
虫
が
群
が
り
、
腐

肉
の
下
か
ら
樹
木
が
生
い
立
ち
、
聳そ
び

え
る
よ
う
な
巨
木
に
な
る
日
も
く
る
。
そ
の
巨
木
も
い
つ
か
倒
れ
、
別
の
植
物
が

そ
の
上
に
生
い
茂
る
と
き
も
来
よ
う
。

　

自
然
は
永
遠
に
循
環
す
る
。
時
間
は
直
線
を
な
し
て
進
む
の
で
は
な
く
、
⒟
エ
ン
カ
ン
を
な
し
て
展
開
す
る
の
で
あ

る
。

　

イ
ン
ド
の
輪り
ん

廻ね

転て
ん

生せ
い

と
い
う
観
念
も
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。
一
つ
の
生
物
が
他
の
生
物
に
生
ま
れ
変
わ
り
そ
れ
が
く

り
か
え
さ
れ
る
自
然
再
生
の
循
環
は
、
日
本
で
は
春
夏
秋
冬
の
周
期
的
時
間
観
念
と
結
び
つ
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
理

解
さ
れ
や
す
い
。

　

古
来
、
日
本
人
の
世
界
で
は
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
と
い
う
観
念
は
一
般
的
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。「
終

末
」
と
か
、「
最
後
の
審
判
」
と
い
う
観
念
に
く
ら
べ
て
も
、
慣
習
的
に
ず
っ
と
な
じ
み
や
す
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
人
も
ま
た
超
越
者
を
意
識
し
た
。
し
か
し
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
と
違
っ
て
、
人
格
神
を
樹た

て
な
か
っ
た
。
イ
ン

ド
人
は
宇
宙
の
根
源
に
「
非
人
格
的
な
全
一
者
」
を
措
定
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
梵
ブ
ラ
フ
マ
ン

」
と
名
づ
け
た
。

　

人
間
も
、
生
物
も
、
個
別
化
さ
れ
て
、
個
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
思
う
の
は
⒠
メ
イ
モ
ウ
で
あ
る
。
個
体
は
こ

と
ご
と
く
全
宇
宙
の
根
源
の
一
原
理
に
所
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

個
別
化
さ
れ
た
個
体
に
あ
く
ま
で
し
が
み
つ
く
の
は
錯
覚
で
あ
る
。
こ
の
世
の
中
で
害
を
加
え
る
者
と
害
を
こ
う
む

る
者
と
を
別
個
の
存
在
と
思
い
、
こ
っ
ち
は
悪
行
、
あ
っ
ち
は
被
害
と
考
え
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
幻
影
で
あ
る
。

　

悪
も
害
も
同
じ
宇
宙
の
意
志
の
異
な
っ
た
二
面
に
す
ぎ
な
い
。
い
ま
だ
道
徳
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
迷
い
の
な
か

に
あ
る
証
拠
だ
。

　

万
有
の
根
本
原
理
で
あ
る
「
梵
」
は
時
間
・
空
間
・
因
果
性
の
外
に
あ
り
、
数
多
性
と
し
て
個
別
化
さ
れ
る
こ
と
も

な
い
し
、
個
体
の
生
成
、
消
滅
と
も
関
係
が
な
い
。
個
体
は
変
化
し
、
生
滅
す
る
が
、
宇
宙
の
原
理
は
不
変
で
あ
る
。

　

苦
し
み
を
加
え
る
も
の
と
苦
し
み
を
こ
う
む
る
も
の
と
の
差
違
は
し
ょ
せ
ん
現
象
に
す
ぎ
な
い
。
宇
宙
の
原
理
の
う

ち
に
そ
う
い
う
差
違
は
な
い
。
個
体
間
の
差
異
は
、
自
然
の
根
底
に
万
物
を
つ
つ
み
こ
み
、
つ
ね
に
自
己
同
一
的
に
偏

在
す
る
「
梵
」
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
だ
。

　

イ
ン
ド
人
は
人
里
を
離
れ
、
森
林
の
奥
深
く
入
っ
て
、
ひ
と
り
瞑め

い

想そ
う

し
つ
づ
け
た
。

　

個
体
は
全
自
然
の
生
命
の
根
源
で
あ
る
「
全
一
者
」
に
所
有
さ
れ
て
い
る
。
性
欲
の
満
足
に
お
い
て
、
個
体
は
自
ら

を
使
い
果
た
し
、
種
族
の
継
続
と
い
う
か
た
ち
で
、
全
体
的
な
も
の
に
統
合
さ
れ
て
い
く
。
無
数
の
個
体
へ
と
分
散
さ

れ
た
人
間
は
、
生
殖
と
い
う
絆き
ず
な

に
よ
っ
て
、
再
び
自
然
の
生
命
意
志
の
な
か
に
統
一
を
回
復
す
る
。

　

イ
ン
ド
神
話
の
破
壊
の
神
シ
ヴ
ァ
が
、
男
根
の
象
徴
リ
ン
ガ
で
飾
ら
れ
る
の
は
、
死
と
生
が
一
体
で
あ
る
こ
と
の
し
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る
し
で
あ
る
。
死
は
生
を
亡ほ
ろ

ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
個
体
が
死
ん
で
も
種
族
は
生
き
残
る
よ
う
に
、
死
は
い
わ
ば
生
の

う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
森
林
の
奥
に
生
き
る
生
物
の
生
命
の
シ
ス
テ
ム
を
日
々
目
撃
し
て
い
る
者
に
は
、
ご
く
自
然
な
認
識
で
あ
っ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

か
く
て
イ
ン
ド
人
は
、
個
別
化
さ
れ
た
自
我
と
、
宇
宙
の
根
源
に
合
っ
て
力
に
満
ち
て
い
る
「
非
人
格
的
な
全
一

者
」
す
な
わ
ち
「
梵
」
と
が
も
と
も
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
救
済
を
み
て
い
る
。
そ
れ
を
名

づ
け
て
、「
梵ぼ
ん

我が

一い
ち

如に
ょ

」
と
呼
ん
だ
。

　

⑸
日
本
列
島
に
生
き
て
い
た
〝
森
の
住
人
〟
た
ち
は
、
や
が
て
イ
ン
ド
人
の
叡え
い

智ち

に
魅
了
さ
れ
、
自
分
た
ち
に
欠
け

て
い
た
形
而
上
学
的
思
考
へ
の
欲
求
を
こ
れ
で
充
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

 

（
西
尾
幹
二
『
歴
史
と
科
学　

日
本
史
を
歩
く
』）
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問
１　

傍
線
部
⒜
～
⒠
と
同
じ
漢
字
を
含
む
語
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

⒜ 　

１　

 

、
⒝ 　

２　

 

、
⒞ 　

３　

 

、
⒟ 　

４　

 

、
⒠ 　

５　

 

。

 
 

 
 

①　

カ
キ
ュ
ウ
的
速
や
か
に
実
行
す
る
。

 
 

 
 

②　

失
敗
の
責
任
を
キ
ュ
ウ
ダ
ン
す
る
。

 

⒜　

オ
ヨ
ば
な
い 

 　

１　

  
 

③　

コ
ウ
キ
ュ
ウ
の
平
和
を
願
う
。

 
 

 
 

④　

ご
み
を
掃
除
機
で
キ
ュ
ウ
イ
ン
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

犬
は
キ
ュ
ウ
カ
ク
が
鋭
い
。

 
 

 
 

①　

イ
線
と
経
線
が
交
わ
る
。

 
 

 
 

②　

イ
シ
ョ
ク
ジ
ュ
ウ
は
生
活
の
基
本
。

 

⒝　

イ
フ 

 　

２　

  
 

③　

健
康
の
イ
ジ
に
努
め
る
。

 
 

 
 

④　

世
界
イ
サ
ン
を
訪
れ
る
。

 
 

 
 

⑤　

イ
ケ
イ
の
念
を
抱
く
。

 
 

 
 

①　

シ
ョ
ウ
ケ
ン
会
社
に
就
職
す
る
。

 
 

 
 

②　

社
会
に
コ
ウ
ケ
ン
す
る
。

 

⒞　

ケ
ン
シ
ン 

 　

３　

  
 

③　

ケ
ン
ニ
ン
不
抜
の
精
神
。

 
 

 
 

④　

中
止
し
た
方
が
ケ
ン
メ
イ
だ
。

 
 

 
 

⑤　

問
題
点
が
ケ
ン
ザ
イ
化
す
る
。

 
 

 
 

①　

エ
ン
ド
ウ
に
桜
を
植
え
る
。

 
 

 
 

②　

毎
日
エ
ン
シ
ョ
が
続
く
。

 

⒟　

エ
ン
カ
ン 

 　

４　

  
 

③　

エ
ン
ジ
ュ
ク
味
を
増
す
。

 
 

 
 

④　

味
方
に
セ
イ
エ
ン
を
送
る
。

 
 

 
 

⑤　

エ
ン
シ
ュ
ウ
問
題
を
解
く
。

 
 

 
 

①　

モ
ウ
マ
ク
に
像
を
結
ぶ
。

 
 

 
 

②　

モ
ウ
ド
ウ
犬
の
育
成
。

 

⒠　

メ
イ
モ
ウ 
 　

５　

  
 

③　

だ
ま
す
つ
も
り
は
モ
ウ
ト
ウ
な
い
。

 
 

 
 

④　

車
軸
が
マ
モ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

モ
ウ
ゲ
ン
に
惑
わ
さ
れ
る
。

⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭
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問
２　

傍
線
部
⑴
「
超
越
者
を
意
識
す
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
意
識
」
の
仕
方
は
「
砂
漠
」
と
「
森
林
」
と
で
は
ど

の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
。
文
中
の
記
述
を
参
照
し
て
「
砂
漠
で
は
～
、
他
方
、
森
林
で
は
…
。」
と
い
う
形
で
、

四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
句
読
点
を
字
数
に
含
む
。
解
答
番
号
は
、  　

６　

 

。

問
３　

傍
線
部
⑵
「
日
本
神
話
の
よ
う
に
、
主
神
で
あ
る
太
陽
神
（
天
照
大
御
神
）
が
や
さ
し
い
女
神
で
あ
る
と
い
う

よ
う
な
例
は
、
世
界
に
他
に
ひ
と
つ
も
な
い
」
と
あ
る
が
、
日
本
に
お
い
て
の
み
「
や
さ
し
い
女
神
」
へ
の
信
仰

が
生
ま
れ
た
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 

 　

７　

 

。

①　

生
へ
の
道
と
死
へ
の
道
の
判
断
を
瞬
時
に
し
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
砂
漠
と
ち
が
っ
て
、
森
林
に
は
生

の
可
能
性
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
お
り
、
一
つ
の
道
の
選
択
を
思
い
煩
う
必
要
は
な
い
か
ら
。

②　

人
間
の
い
か
な
る
力
も
無
力
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
人
間
は
超
越
者
を
知
る
が
、
種
子
の

芽
生
え
や
芽
の
生
育
、
作
物
の
枯
死
を
観
察
す
る
農
耕
が
そ
の
き
っ
か
け
を
な
し
た
か
ら
。

③　

自
然
は
い
つ
も
死
の
脅
威
を
も
っ
て
人
に
迫
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
耐
え
て
生
き
る
た
め
に
人
々

を
結
束
さ
せ
る
に
は
、
自
分
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
や
さ
し
い
女
神
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
。

④　

自
然
に
対
し
て
人
間
の
力
が
お
よ
ば
ず
、
自
然
が
死
の
脅
威
を
も
っ
て
迫
る
地
域
と
異
な
り
、
日
本
列
島
は

雨
が
定
期
的
に
降
る
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
あ
り
、
水
も
食
糧
も
豊
富
な
自
然
条
件
が
整
っ
て
い
た
か
ら
。

⑤　

強
固
な
意
志
と
激
し
い
道
徳
心
に
よ
っ
て
個
人
主
義
に
陥
り
や
す
い
己
れ
の
罪
を
休
み
な
く
責
め
、
民
族
の

団
結
を
た
え
ず
危
機
に
さ
ら
す
原
因
は
ひ
た
す
ら
自
分
自
身
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
。

問
４　

空
欄 　

Ａ　

 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 

 　

８　

 

。

①　

独
壇
場　
　
　

②　

有
頂
天　
　
　

③　

瀬
戸
際　
　
　

④　

無
尽
蔵　
　
　

⑤　

居
丈
高

問
５　

空
欄 　

Ｂ　

 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 

 　

９　

 

。

①　

あ
か
つ
き　
　
　

②　

あ
か
つ
ち　
　
　

③　

あ
が
な
い　
　
　

④　

あ
か
は
じ　
　
　

⑤　

あ
か
る
み
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問
６　

傍
線
部
⑶
「
絶
望
が
希
望
に
逆
転
す
る
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と

し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

10　

 

。

①　

物
資
の
乏
し
い
砂
漠
の
環
境
で
は
人
間
的
弱
さ
に
屈
す
る
誘
惑
は
か
え
っ
て
強
く
、
己
れ
を
汚
れ
た
も
の
と

す
る
こ
の
自
覚
が
、
神
を
ど
こ
ま
で
も
聖
な
る
も
の
と
す
る
意
識
へ
と
彼
ら
を
か
り
立
て
て
い
く
こ
と
。

②　

深
い
罪
の
意
識
と
律
法
を
守
れ
な
い
人
間
と
し
て
の
根
源
的
自
覚
を
く
ぐ
り
抜
け
、
神
の
要
求
を
満
た
せ
ば

地
上
に
覇
を
称
え
る
こ
と
が
報
酬
と
し
て
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
の
考
え
が
生
ま
れ
た
こ
と
。

③　

砂
漠
の
民
の
神
が
全
世
界
を
支
配
し
て
、
地
上
に
神
の
国
を
建
て
給
う
こ
と 

― 

こ
の
勝
利
の
約
束
を
イ
ス

ラ
エ
ル
人
が
「
契
約
」
と
呼
び
、
彼
ら
の
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
固
い
確
信
と
し
た
こ
と
。

④　

砂
漠
の
民
の
宗
教
心
理
に
は
自
己
の
生
の
一
回
性
へ
の
強
烈
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
歴
史
に
繰
り
返

し
は
な
い
た
め
、
地
上
で
の
敗
者
は
天
上
で
勝
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑤　

人
間
の
姿
を
し
た
救
世
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
地
上
で
の
敗

北
を
天
上
で
の
神
の
国
の
実
現
で
償
お
う
と
す
る
内
攻
的
復
讐
感
情
が
生
ま
れ
た
こ
と
。

問
７　

傍
線
部
⑷
「
帳
尻
が
合
わ
な
い
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解

答
番
号
は
、  　

11　

 

。

①　

う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い　
　
　
　
　

②　

前
後
の
意
味
が
合
わ
な
い

③　

相
性
が
合
わ
な
い　
　
　
　
　
　
　

④　

気
持
ち
が
晴
れ
な
い

⑤　

話
の
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
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問
８　

傍
線
部
⑸
「
日
本
列
島
に
生
き
て
い
た
〝
森
の
住
人
〟
た
ち
は
、
や
が
て
イ
ン
ド
人
の
叡
智
に
魅
了
さ
れ
、
自

分
た
ち
に
欠
け
て
い
た
形
而
上
学
的
思
考
へ
の
欲
求
を
こ
れ
で
充
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
あ
る
が
、
か
つ
て
の

日
本
人
た
ち
が
「
イ
ン
ド
人
の
叡
智
」
に
親
し
み
や
す
か
っ
た
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

12　

 

。

①　

砂
漠
で
は
草
も
木
も
な
く
、
倒
れ
た
動
物
の
死
体
は
た
だ
白
い
骨
を
残
す
だ
け
で
あ
る
が
、
森
の
な
か
で
は

草
も
木
も
生
長
し
、
い
つ
か
朽
ち
て
土
に
返
り
、
ま
た
新
し
い
芽
が
出
て
く
る
か
ら
。

②　

イ
ン
ド
の
輪
廻
転
生
と
い
う
観
念
、
す
な
わ
ち
自
然
再
生
の
循
環
の
考
え
方
は
、
自
然
環
境
に
由
来
す
る
日

本
人
の
時
間
観
念
と
親
和
性
が
あ
る
も
の
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
観
念
だ
っ
た
か
ら
。

③　

人
間
も
生
物
も
個
別
化
さ
れ
て
個
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
体
は
こ
と
ご
と
く
全
宇
宙
の

根
源
の
一
原
理
に
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
共
通
し
て
い
た
か
ら
。

④　

万
有
の
根
本
原
理
で
あ
る
「
梵
」
は
時
間
・
空
間
・
因
果
性
の
外
に
あ
り
、
数
多
性
と
し
て
個
別
化
さ
れ
る

こ
と
も
な
い
と
い
う
考
え
方
が
日
本
人
に
は
理
解
し
や
す
か
っ
た
か
ら
。

⑤　

イ
ン
ド
人
は
、
個
別
化
さ
れ
た
自
我
と
、
宇
宙
の
根
源
に
合
っ
て
力
に
満
ち
て
い
る
「
非
人
格
的
な
全
一

者
」
と
が
も
と
も
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
救
済
を
み
て
い
た
か
ら
。

問
９　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

13　

 

。

①　

森
林
に
は
生
の
可
能
性
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
い
る
。
草
木
が
繁
茂
し
、
い
ろ
い
ろ
な
動
物
が
棲
息

し
、
ほ
ら
穴
が
あ
り
、
泉
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
空
間
で
、
人
間
は
人
間
の
力
を
超
え
た
も

の
が
神
に
な
り
得
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
に
超
越
者
を
意
識
す
る
。

②　

砂
漠
で
は
同
一
の
祖
先
か
ら
出
た
血
族
共
同
社
会
に
対
す
る
自
己
犠
牲
が
い
っ
さ
い
に
優
先
さ
れ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
の
民
は
そ
れ
を
罪
と
し
て
強
烈
に
自
覚
し
、
神
の
前
で
、
自
分
の
人
格
全
体
が
そ
の
根
源
に
お
い
て

裁
か
れ
る
と
い
う
宗
教
的
意
識
を
発
生
さ
せ
た
。

③　

砂
漠
の
民
の
宗
教
心
理
に
は
、
循
環
す
る
歴
史
へ
の
強
烈
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
地
上
で
の
敗
北
を

天
上
で
の
神
の
国
の
実
現
で
償
お
う
と
す
る
弱
者
の
内
攻
的
復
讐
感
情
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
現
を

待
た
な
け
れ
ば
、
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。

④　

森
の
な
か
で
は
、
自
然
は
永
遠
に
循
環
す
る
。
イ
ン
ド
の
輪
廻
転
生
と
い
う
観
念
も
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
。

こ
の
自
然
再
生
の
循
環
は
、
日
本
の
春
夏
秋
冬
の
周
期
的
時
間
観
念
と
結
び
つ
き
、
古
来
の
「
終
末
」
や

「
最
後
の
審
判
」
の
観
念
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

⑤　

個
体
が
死
ん
で
も
種
族
は
生
き
残
る
よ
う
に
、
死
は
い
わ
ば
生
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
か
く
て
イ
ン
ド

人
は
、
個
別
化
さ
れ
た
自
我
と
、
宇
宙
の
根
源
に
合
っ
て
力
に
満
ち
て
い
る
「
非
人
格
的
な
全
一
者
」
す
な

わ
ち
「
梵
」
と
が
も
と
も
と
一
体
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。



― 9 ―

問
題
Ⅱ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

⑴
文
学
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
あ
る
が
、
歴
史
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

二
十
代
の
こ
ろ
に
、
歴
史
小
説
を
侮
蔑
し
て
い
た
。

　

現
代
に
生
き
て
い
る
者
が
、
現
代
を
直
視
し
な
い
で
、
現
代
に
苦
し
ま
な
い
で
、
現
代
の
問
題
を
⒜
テ
イ
キ
し
な
い

で
、
過
去
に
逃
げ
、
安
住
し
た
と
す
れ
ば
、
作
家
が
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
勇
気
の
点
に
お
い
て
雲
泥
の
差
が
あ
り
、 

 　
　
　
　
　
　

Ａ　
　
　
　
　
　

 
と
信
じ
た
。
た
だ
し
歴
史
小
説
と
時
代
小
説
と
は
区
別
し
て
い
た
。
時
代
小
説
は

歴
史
的
事
実
を
利
用
は
す
る
が
、
そ
れ
に
寄
り
か
か
ら
な
い
の
で
、
創
作
の
純
度
に
お
い
て
ま
だ
救
い
が
あ
る
と
お

も
っ
て
い
た
。
そ
の
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
文
学
と
は
、
無
い
こ
と
を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
有
る
こ
と
を
書
く
歴
史
の

対
極
に
あ
る
行
為
で
あ
っ
た
。
有
っ
た
こ
と
を
肯
諾
し
、
有
っ
た
と
い
う
過
去
形
を
有
る
と
い
う
現
在
形
に
な
お
す
だ

け
の
さ
さ
い
な
冒
険
し
か
歴
史
小
説
に
は
な
い
。
そ
こ
に
ど
ん
な
激
烈
な
造
形
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
作
家
が
血
を
流

し
て
格
闘
す
る
に
足
る
対
象
が
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
そ
う
信
じ
つ
づ
け
て
い
た
者
に
、
歴
史
は
創
作
か
ら
遠
く
に
あ

り
、
考
察
に
あ
た
い
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
う
い
う
認
識
は
、
自
分
の
生
き
方
と
文
学
と
に
か
か
わ
り
が
あ
り
、
も
っ
と
い
え
ば
こ
と
ば
を
ど
う
考
え
る
か
と

い
う
文
学
の
本
質
か
ら
発
す
る
も
の
で
、
こ
と
ば
の
構
築
に
よ
っ
て
体
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
至
上
の
美
の
か
た
ち
を

め
ざ
し
て
い
る
場
合
、
歴
史
は
雑
音
と
雑
色
と
の
混
合
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
文
学
よ
り
下
位
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
形

態
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
と
い
う
年
齢
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
だ
が
、
こ
と
ば
の
純
度
を
高
め

る
方
法
論
を
お
し
す
す
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
人
間
が
乖か
い

離り

す
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ベ
つ
な
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
小

説
の
な
か
で
行
動
し
な
く
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
行
動
は
、
こ
と
ば
を
毀こ
わ

す
作
用
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
と
ば
の
合
理
は
人

間
の
活
動
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
矛
盾
に
到
達
す
れ
ば
、
人
を
描
く
こ
と
を
基
本
と
す
る
小
説
は
熄や

ま
ね

ば
な
ら
な
い
。

　

小
説
の
原
理
を
問
い
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
い
時
が
き
た
。
そ
の
こ
ろ
、
三
十
歳
の
手
前
で
あ
り
、
自
分
が
お
も
に
読

ん
だ
本
は
、
モ（
注
１
）ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
な
ど
の
著
作
で
あ
っ
た
。
そ
れ

と
同
時
に
文
体
の
模
索
に
は
い
っ
た
。
五
、六
年
は
そ
の
模
索
が
つ
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
生
活
す

る
と
い
う
こ
と
が
日
々
の
課
題
で
あ
っ
た
。
今
日
が
お
わ
れ
ば
明
日
が
く
る
、
と
い
う
よ
う
な
安
楽
さ
か
ら
か
け
は
な

れ
た
と
こ
ろ
に
い
て
、
明
日
に
つ
い
て
の
不
安
に
盈み

ち
て
い
る
の
が
今
日
で
あ
っ
た
。
小
説
の
原
理
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、

生
活
の
原
理
を
問
い
た
い
。
そ
う
い
う 　

Ｂ　

 

か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
ひ
と
つ
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

「
悟
性
」

　

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
は
感
性
と
理
性
と
で
創
作
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
経
験
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
理

性
を
悟
性
と
よ
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
た
。
す
べ
て
が
虚
無
に
墜お

ち
て
ゆ
く
よ
う
な
文
学
形
式
し
か
創

り
え
な
か
っ
た
の
は
、
悟
性
の
不
足
の
せ
い
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
小（
注
２
）林
秀
雄
氏
は
悟
性
に
つ
い
て
書
き
、
自
分
は

そ
れ
を
読
ん
だ
。
し
か
し
理
解
す
る
の
に
十
数
年
も
か
か
っ
た
。
自
分
の
愚
鈍
さ
に
あ
き
れ
は
て
る
し
か
な
い
。

　

自
分
の
存
在
が
そ
れ
ほ
ど
あ
や
う
く
、
無
い
に
ひ
と
し
い
の
に
、
他
者
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
少
々
わ
か

り
に
く
い
こ
と
を
い
う
が
、
そ
れ
以
前
の
他
者
は
い
か
な
る
者
で
も
自
分
の
内
な
る
他
者
で
あ
っ
た
。
自
分
の
感
性
と
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理
性
と
で
包
含
し
う
る
他
者
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
以
後
の
他
者
は
自
分
の
外
な
る
他
者
で
、
自
分
の
安
危
に
か

か
わ
り
な
く
存
在
す
る
者
で
あ
り
、
理
性
で
は
な
く
悟
性
を
そ
な
え
て
は
じ
め
て
理
解
の
糸
口
を
み
つ
け
う
る
存
在
で

あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
感
情
に
よ
っ
て
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
が
ま
っ
た
く
無
関
係
な
存
在
で
あ
る
。
そ
う
い
う
他

者
が
こ
の
世
に
、
こ
の
世
界
に
、
盈
ち
て
い
て
、
お
お
か
た
は
社
会
構
造
な
ど
に
よ
っ
て
無
自
覚
に
助
け
あ
っ
て
生
き

て
い
る
。
そ
の
認
識
の
有
無
は
、
ど
う
や
ら
歴
史
と
の
接
触
か
ら
発
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

歴
史
は
悟
性
の
⒝
シ
ョ
サ
ン
で
あ
る
。

　

歴
史
的
事
実
は
非
凡
で
も
何
で
も
な
い
。
織お

田だ

信の
ぶ

長な
が

が
本
能
寺
で
死
ん
だ
こ
と
は
、
隣
人
が
焼
死
し
た
こ
と
と
、
ど

れ
ほ
ど
の
ち
が
い
が
あ
る
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
の
が
、
歴
史
と
の
接
触
で
あ
る
と
い
え
ば
い
え
る
。
そ

の
考
え
の
延
長
上
に
、
歴
史
と
は
定
形
を
も
た
ず
に
、
い
つ
で
も
無
に
帰
る
用
意
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
歴

史
が
歴
史
で
あ
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
創
造
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
生
じ
た
。
こ
の
自
覚
は
⑵
恣
意
性
に
富
ん

だ
想
像
力
を
規
制
す
る
。
は
や
い
は
な
し
が
、
不
自
由
を
知
ら
な
い
者
に
は
歴
史
は
み
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

⑶
他
者
が
み
え
る
こ
と
と
歴
史
が
み
え
る
こ
と
と
は
、
た
ぶ
ん
お
な
じ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自

己
が
み
え
る
。
お
そ
ら
く
文
学
の
基
本
認
識
も
そ
こ
に
あ
り
、
そ
の
相
関
に
お
い
て
文
体
を
発
展
す
べ
き
で
あ
る
こ
と

を
自
分
は
三
十
七
歳
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
。

　

自
分
の
合
理
を
捨
て
な
い
と
、
新
し
い
物
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
過
去
に
も
現
在
に
も
あ
て

は
ま
り
、
歴
史
や
文
学
の
世
界
の
外
で
も
あ
て
は
ま
る
。
人
は
自
身
を
例
に
と
っ
て
み
れ
ば
よ
い
。
自
身
は
他
人
に
説

明
し
や
す
い
存
在
で
あ
る
か
ど
う
か
。
人
は
不
合
理
で
あ
り
、
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
自
身
が
、
十
年
前
の
自

身
と
く
ら
べ
て
み
て
、
新
し
く
な
っ
た
の
か
古
く
な
っ
た
の
か
。

　

問
う
て
答
え
を
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
文
学
は
発
し
て
い
る
。

　

じ
つ
は
、
自
分
に
と
っ
て
、
歴
史
を
小
説
化
す
る
と
い
う
作
業
も
お
な
じ
起
点
を
も
つ
。
た
だ
し
、
こ
と
わ
っ
て
お

き
た
い
の
は
、
小
説
化
す
る
こ
と
と
物
語
化
す
る
こ
と
と
は
、
ち
が
う
。
人
の
存
在
に
た
い
す
る
問
い
か
け
が
な
さ
れ

て
、
小
説
と
い
え
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
物
語
で
あ
る
。
こ
の
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
も
っ
て
は
じ
め
て
司し

馬ば

遷せ
ん

の

⒞
ヒ
ル
イ
な
い
偉
大
さ
が
わ
か
っ
た
と
い
え
る
。『
史
記
』
よ
り
班（
注
４
）固
の
『
漢
書
』
の
ほ
う
が
評
価
が
高
か
っ
た
時
代

も
あ
る
の
で
あ
る
。
両
書
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、
内
含
さ
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
量
が
あ
き
ら
か
に
ち
が
う
。『
史

記
』
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
。『
史
記
』
が
二
千
年
以
上
の
歴
史
を
ふ
く
み
、『
漢
書
』
は
二
百
年
ほ
ど
の
歴
史
し

か
あ
つ
か
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
個
人
を
彫ち
ょ
う

琢た
く

す
る
度
が
ち
が
う
。
人
へ
の
問
い
か
け
の
深
さ
が

ち
が
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
お
の
れ
の
問
い
か
け
が
こ
だ
ま
と
な
っ
て
か
え
っ
て
く
る
ま
で
、
司
馬
遷
は
待
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
時
の
厚
み
を
『
史
記
』
は
そ
な
え
て
い
る
。

　

日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
『
史
記
』
は
、
他
者
で
あ
る
。
が
、
日
本
を
ほ
ん
と
う
に
知
り
た
け
れ
ば
、
外
国
の
史
書
を

読
ま
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
中
国
に
黄
帝
が
あ
ら
わ
れ
て
二
千
年
以
上
た
っ
て
司
馬
遷
が
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
の
⒟
シ
ャ

ク
ド
を
日
本
に
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
卑ひ

弥み

呼こ

が
あ
ら
わ
れ
て
二
千
年
後
は
二
十
三
世
紀
に
な
る
。
そ
の
こ
ろ
日
本
に

大
歴
史
家
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
歴
史
が
相
似
形
を
好
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
。

　

歴
史
は
行
動
の
美
学
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

⑷
文
学
に
籠こ

も
っ
て
い
た
こ
ろ
に
は
、
み
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
は
行
動
し
、
停
止
す
る
。
大
い
な
る
停
止

は
死
で
あ
る
。
が
、
死
が
死
で
お
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
が
歴
史
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
死
が
出
発
点
に
な
る
と

（
注
３
）
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い
う
逆
説
を
つ
ね
に
た
も
っ
て
い
る
。
孔
子
の
死
を
想お
も

っ
て
み
れ
ば
よ
い
。
か
れ
の
死
は
弟
子
た
ち
を
生
か
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
孔
子
は
く
り
か
え
し
生
ま
れ
、
成
長
し
つ
づ
け
た
。
そ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
歴
史
は
逆
説
を
⒠
ジ
ョ
ウ
ビ
し
、

し
か
も
複
成
的
で
あ
る
。
そ
う
い
う
風
景
を
現
代
に
お
い
て
み
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
現
在
形
で
あ
り
つ
づ
け
よ
う

と
す
る
と
、
遠
近
法
が
う
し
な
わ
れ
る
。

　

人
は
豊
か
で
あ
り
た
い
。
そ
の
願
い
は
、
何
に
お
い
て
も
共
通
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
自
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
う
い
う
他
者
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

 

（
宮
城
谷
昌
光
『
他
者
が
他
者
で
あ
る
こ
と
』）

（
注
１
） 

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
…
…
二
〇
世
紀
の
思
想
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
。

（
注
２
）
小
林
秀
雄
…
…
一
九
〇
二
～
一
九
八
三
。
文
芸
評
論
家
。

（
注
３
）
司
馬
遷
…
…
中
国
前
漢
時
代
の
歴
史
家
。

（
注
４
）
班
固
…
…
中
国
後
漢
初
期
の
歴
史
家
。
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問
１　

傍
線
部
⒜
～
⒠
と
同
じ
漢
字
を
含
む
語
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

⒜ 　

14　

 

、
⒝ 　

15　

 

、
⒞ 　

16　

 

、
⒟ 　

17　

 

、
⒠ 　

18　

 

。

 
 

 
 

①　

誤
字
を
テ
イ
セ
イ
す
る
。

 
 

 
 

②　

敵
陣
を
テ
イ
サ
ツ
す
る
。

 

⒜　

テ
イ
キ 

 　

14　

  
 

③　

具
体
的
に
テ
イ
ア
ン
す
る
。

 
 

 
 

④　

粗
品
を
シ
ン
テ
イ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

土
地
を
テ
イ
ト
ウ
に
入
れ
る
。

 
 

 
 

①　

船
を
サ
ン
バ
シ
に
つ
け
る
。

 
 

 
 

②　

企
業
の
ト
ウ
サ
ン
が
相
次
ぐ
。

 

⒝　

シ
ョ
サ
ン 

 　

15　

  
 

③　

大
企
業
の
サ
ン
カ
に
入
る
。

 
 

 
 

④　

サ
ン
ジ
ョ
ウ
に
目
を
覆
う
。

 
 

 
 

⑤　

多
く
の
企
業
が
キ
ョ
ウ
サ
ン
す
る
。

 
 

 
 

①　

ヒ
ハ
ン
的
な
言
動
。

 
 

 
 

②　

ヒ
フ
が
か
ぶ
れ
る
。

 

⒞　

ヒ
ル
イ 

 　

16　

  
 

③　

色
の
変
化
を
タ
イ
ヒ
す
る
。

 
 

 
 

④　

植
物
に
ヒ
リ
ョ
ウ
を
や
る
。

 
 

 
 

⑤　

シ
ョ
ウ
ヒ
税
が
上
が
る
。

 
 

 
 

①　

地
図
の
シ
ュ
ク
シ
ャ
ク
。

 
 

 
 

②　

シ
ャ
ク
ド
ウ
色
の
肌
。

 

⒟　

シ
ャ
ク
ド 

 　

17　

  
 

③　

シ
ャ
ク
メ
イ
を
求
め
る
。

 
 

 
 

④　

情
状
シ
ャ
ク
リ
ョ
ウ
の
余
地
。

 
 

 
 

⑤　

シ
ャ
ク
ヤ
住
ま
い
。

 
 

 
 

①　

ジ
ョ
ウ
ニ
ン
理
事
国
。

 
 

 
 

②　

ジ
ョ
ウ
チ
ョ
ウ
な
表
現
。

 

⒠　

ジ
ョ
ウ
ビ 
 　

18　

  
 

③　

そ
う
な
る
こ
と
は
ヒ
ツ
ジ
ョ
ウ
だ
。

 
 

 
 

④　

胃
を
セ
ン
ジ
ョ
ウ
す
る
。

 
 

 
 

⑤　

ジ
ョ
ウ
ゾ
ウ
酒
を
つ
く
る
。

⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭⎫ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎬ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ ⎭
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問
２　

傍
線
部
⑴
「
文
学
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
あ
る
が
、
歴
史
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、

筆
者
は
な
ぜ
そ
の
後
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

19　

 

。

①　

こ
と
ば
の
構
築
に
よ
っ
て
体
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
至
上
の
美
の
か
た
ち
を
め
ざ
し
、
こ
と
ば
の
純
度
を
高

め
る
方
法
論
を
お
し
す
す
め
て
ゆ
く
う
ち
に
、
人
間
が
描
け
な
く
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

②　

登
場
人
物
の
行
動
は
こ
と
ば
の
純
度
に
反
す
る
作
用
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
と
ば
の
合
理
は
人
間
の
活
動
を
停

止
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
矛
盾
に
到
達
し
、
小
説
の
原
理
を
問
い
な
お
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
。

③　

自
分
は
感
性
と
理
性
と
で
創
作
活
動
を
お
こ
な
っ
て
き
た
が
、
経
験
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
理
性
を
悟
性
と
よ

ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

④　

自
分
の
内
な
る
他
者
は
自
分
の
感
性
と
理
性
と
で
包
含
し
う
る
が
、
自
分
の
外
な
る
他
者
は
自
分
の
安
危
に

か
か
わ
り
な
く
存
在
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
絶
望
し
た
か
ら
。

⑤　

悟
性
を
そ
な
え
て
は
じ
め
て
理
解
の
糸
口
を
み
つ
け
う
る
他
者
や
、
ま
っ
た
く
無
関
係
な
存
在
で
あ
る
他
者

が
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
認
識
の
有
無
は
、
歴
史
と
の
接
触
か
ら
発
し
て
い
る
と
気
づ
い
た
か
ら
。

問
３　

空
欄 　
　
　
　
　
　

Ａ　
　
　
　
　
　

 

に
入
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

20　

 

。

①　

歴
史
小
説
の
秀
作
よ
り
も
現
代
小
説
の
凡
作
の
ほ
う
が
価
値
が
高
い

②　

歴
史
小
説
の
凡
作
よ
り
も
現
代
小
説
の
秀
作
の
ほ
う
が
価
値
が
高
い

③　

歴
史
小
説
の
秀
作
よ
り
も
現
代
小
説
の
凡
作
の
ほ
う
が
価
値
が
低
い

④　

歴
史
小
説
の
凡
作
よ
り
も
現
代
小
説
の
秀
作
の
ほ
う
が
価
値
が
低
い

⑤　

歴
史
小
説
の
秀
作
と
現
代
小
説
の
秀
作
と
は
優
劣
が
つ
け
ら
れ
な
い

問
４　

空
欄 　

Ｂ　

 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 

 　

21　

 

。

①　

性
状　
　
　

②　

窮
状　
　
　

③　

病
状　
　
　

④　

名
状　
　
　

⑤　

症
状

問
５　

傍
線
部
⑵
「
恣
意
性
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、 

 　

22　

 

。

①　

悪
意
の
あ
る
考
え　
　
　

②　

善
意
の
考
え　
　
　

③　

気
ま
ま
な
考
え

④　

深
い
考
え　
　
　
　
　
　

⑤　

浅
い
考
え
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問
６　

傍
線
部
⑶
「
他
者
が
み
え
る
こ
と
と
歴
史
が
み
え
る
こ
と
と
は
、
た
ぶ
ん
お
な
じ
こ
と
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ

う
な
意
味
で
「
お
な
じ
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

23　

 

。

①　

人
間
も
歴
史
も
定
形
を
も
た
ず
、
い
つ
で
も
無
に
帰
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
つ
ね
に
恣
意
的
な
想
像
力
を

排
除
し
た
創
造
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
。

②　

人
間
も
歴
史
も
問
う
て
答
え
を
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
相
手
の
存
在
に
た
い
す
る
問
い
か
け
に
よ
っ

て
説
明
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

③　

人
間
も
歴
史
も
不
合
理
な
も
の
な
の
で
、
自
分
の
合
理
を
捨
て
、
新
し
い
物
を
発
見
す
る
つ
も
り
で
向
き
合

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

④　

人
間
も
歴
史
も
、
不
合
理
で
あ
り
矛
盾
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
歴
史
を
物
語
化
す
る
の
は
文
学
の
世
界
の

外
で
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

⑤　

人
間
も
歴
史
も
自
分
の
内
側
に
存
在
し
、
経
験
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
理
性
を
そ
な
え
て
は
じ
め
て
理
解
の
糸

口
を
み
つ
け
う
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
７　

傍
線
部
⑷
「
文
学
に
籠
も
っ
て
い
た
こ
ろ
に
は
、
み
え
な
か
っ
た
も
の
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

24　

 

。

①　

日
本
の
歴
史
に
と
っ
て
『
史
記
』
は
他
者
で
あ
る
が
、
日
本
を
ほ
ん
と
う
に
知
り
た
け
れ
ば
、
日
本
の
史
書

だ
け
で
な
く
外
国
の
史
書
を
読
む
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

②　

中
国
で
も
日
本
で
も
偉
大
な
指
導
者
か
ら
二
千
年
以
上
た
っ
て
大
歴
史
家
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
歴
史

に
は
相
似
形
を
好
む
と
い
う
法
則
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

③　

人
の
現
実
的
な
行
動
の
魅
力
と
、
人
生
の
締
め
く
く
り
で
あ
り
大
い
な
る
停
止
で
も
あ
る
死
が
、
歴
史
に

と
っ
て
は
逆
説
的
に
出
発
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

④　

孔
子
が
自
ら
の
死
に
よ
っ
て
弟
子
た
ち
を
生
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
再
生
し
つ
づ
け
た
よ
う
に
、
歴
史
は
逆

説
的
で
、
重
ね
て
作
ら
れ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

⑤　

逆
説
的
で
複
成
的
で
あ
る
歴
史
の
風
景
を
現
代
に
お
い
て
み
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
現
在
形
で
あ
り
つ

づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
文
学
の
美
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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問
８　

歴
史
の
意
義
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
筆
者
は
、
社
会
を
ど
の
よ
う
に
し
て
営
ま
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
す

る
よ
う
に
な
っ
た
か
。
文
中
の
記
述
を
参
照
し
な
が
ら
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
句
読
点
を
字
数
に
含

む
。
解
答
番
号
は
、  　

25　

 

。

問
９　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、  　

26　

 

。

①　

二
十
代
の
筆
者
は
歴
史
小
説
と
時
代
小
説
を
区
別
し
、
時
代
小
説
は
歴
史
的
事
実
を
利
用
は
す
る
が
、
創
作

の
部
分
が
多
す
ぎ
る
と
低
く
評
価
し
て
い
た
。

②　

三
十
代
に
な
っ
た
筆
者
は
、
自
分
に
は
感
性
と
理
性
は
あ
る
が
、
経
験
に
う
ら
う
ち
さ
れ
た
理
性
で
あ
る
悟

性
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

③　

歴
史
が
歴
史
で
あ
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
創
造
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
恣
意
性
に
富
ん
だ
想
像
力
を
解
放
し
、

語
り
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

④　

問
う
て
答
え
を
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
文
学
は
始
ま
る
。
た
だ
し
、
人
の
存
在
に
た
い
す
る
問
い
か
け
が

あ
れ
ば
物
語
、
な
け
れ
ば
小
説
で
あ
る
。

⑤　

死
が
出
発
点
に
な
る
と
い
う
逆
説
を
歴
史
は
示
し
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
風
景
は
現
代
の
遠
近
法
に
お
い
て

は
じ
め
て
み
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
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