
＊

＊

文
脈
理
解

文
脈
理
解

心
情
理
解

主
題
理
解

実
戦
ゼ
ミ

＊

＊
谷
川
俊
太
郎

＊
ル
ー
ト

＊
も
の
ご
こ
ろ
つ
く

●

「
な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
」

思
い
出
せ
そ
う
で
、
う
ま
く
思
い
出
せ
な
い
世
界
。
両
親
が
い
た
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
に
間
違
い
は
な

い
け
れ
ど
、
も
う
一
つ
別
の
、

Ｂ

的
な
ル
ー
ト
に
思
い
を
馳
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、⑵

人
は
青
春
の
戸

口
近
く
に
立
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

日
本
語
に
は
、

も
の
ご
こ
ろ
つ
く

と
い
う
味
わ
い
深
い
言
い
か
た
が
あ
り
ま
す
が
、
体
が
つ
ね
に
細
胞

分
裂
を
く
り
か
え
し
て
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、

Ｃ

の
世
界
で
も
幼
年
時
代
の
単
一
さ
か
ら
、
分
裂

の
気
配
を
見
せ
は
じ
め
ま
す
。
自
分
を

Ｄ

的
に
と
ら
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

欠
落
感
に
な
や
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。「
か
な
し
み
」と
い
う
詩
も
、
そ
ん
な
問
い
の
一
つ
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

﹇
問
一
﹈

空
欄
Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
に
入
る
最
も
適
切
な
語
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

①

人
道

②

抽
象

③

一
般

④

具
体

⑤

事
務

⑥

客
観

⑦

専
門

﹇
問
二
﹈

空
欄
Ｃ
に
、
文
脈
を
考
え
て
最
も
適
切
な
漢
字
を
入
れ
よ
。

﹇
問
三
﹈

傍
線
部
⑴
「
あ
と
か
た
も
な
く
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
と
き
の
佗
し
さ
」
と
最
も
近

い
意
味
の
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

﹇
問
四
﹈

傍
線
部
⑵
に
つ
い
て
、
い
つ
か
ら
「
人
は
青
春
の
戸
口
近
く
に
立
」
つ
こ
と
に
な
る

の
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

①

重
要
な
と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
を
し
て
し
ま
い
、
わ
び
し
く
悲
し
く
な
っ
た
と
き
か
ら
。

②

遺
失
物
係
の
人
に
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
、
現
実
の
厳
し
さ
を
思
い
知
っ
た
と
き
か
ら
。

③

何
か
と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
を
し
た
よ
う
な
気
分
に
襲
わ
れ
、
悩
み
だ
し
た
と
き
か
ら
。

④

自
分
の
両
親
は
本
当
の
両
親
で
は
な
い
と
思
い
こ
み
、
本
当
の
両
親
を
捜
し
だ
し
た
と
き
か
ら
。

覚
え
て
お
き
た
い

漢
字
の
知
識
①

□問

次
の
中
か
ら
国
字
で
な

い
も
の
を
一
つ
選
べ
。

①

辻

②

畑

③

海

④

峠

国
字
と
は
和
製
漢
字
の
こ

と
。

①

「
つ
じ
」（
十
字

路
）、
②

「
は
た
け
」（
火
で

焼
い
た
耕
地
。
草
木
を
焼
き

払
っ
た
跡
に
作
物
を
作
る
焼

畑
農
業
と
い
う
の
が
あ
る
）、

④

「
と
う
げ
」（
山
を
上
っ

て
下
る
と
こ
ろ
）
は
日
本
人

が
作
っ
た
字
。
□答

③

□問

次
の
漢
字
の
偏
名
を
答

え
よ
。

①

胸

②

理

□答

①

に
く
づ
き
（
胸
・

胴
・
脳
な
ど
身
体
に
関
す
る

字
は
に・
く・
づ・
き・
、
朗
・
期
・

朧おぼろな
ど
は
つ・
き・
へ・
ん・
）

②

た
ま
へ
ん（

＝

玉
で
あ
る
）

入門編

1
詩
の
こ
こ
ろ
を
読
む

茨
木
の
り
子

か
な
し
み

谷たに
川かわ
俊しゅん太た
郎ろう

あ
の
青
い
空
の
波
の
音
が
聞
こ
え
る
あ
た
り
に

何
か
と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
を

僕
は
し
て
き
て
し
ま
っ
た
ら
し
い

透
明
な
過
去
の
駅
で

遺
失
物
係
の
前
に
立
っ
た
ら

僕
は
余
計
に
悲
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

（
詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』）

遺
失
物
係
の
世
話
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
は
ず
で
す
。
お
と
し
物
が
戻
っ
て
き
た
と
き
は
う
れ

し
い
け
れ
ど
、⑴

あ
と
か
た
も
な
く
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
と
き
の
佗わ
し
さ
。
お
と
し
物
が
多
い
せ
い
か
係
の

人
は

Ａ

的
に
さ
ば
い
て
、
あ
ま
り
人
間
的
な
言
葉
を
発
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
詩
の
な
か
の
遺
失
物
係
に
人
は
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
人ひと
気け
の
な
い
駅
。
ど
う
も
無
人
だ
っ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
し
か
も
、
お
と
し
物
が
何
だ
っ
た
か
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
忘
れ
た
と
い
う
感
覚
だ
け
が

残
っ
て
い
て
。
途
方
に
く
れ
て
。
す
べ
て
が
曖
昧
で
、
そ
れ
な
の
に
、
へ
ん
に
澄
ん
だ
世
界
で
す
。

生
ま
れ
て
く
る
と
き
、
人
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
を
通
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
私
は
ど
う
し
て
今
、
こ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
」

「
い
っ
た
い
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」

詩
人
。
一

九
三
一
年
、
東
京
都
生
ま

れ
。
詩
集
『
二
十
億
光
年

の
孤
独
』『
六
十
二
の
ソ
ネ

ッ
ト
』
な
ど
。

道
す
じ
。

世
の

中
の
よ
う
す
が
わ
か
る
よ

う
に
な
る
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
年
ご
ろ
。

解答・解説→別冊２ページ（ 月 日）
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■
問
四

構
成

「
か
な
し
み
」

青
春
の
入
り
口

筆
者
・
出
典

▼
■
問
一

■
問
二

■
問
三

解
法
の
ポ
イ
ン
ト

●

れ
に
近
い
五
字
以
内
の
言
葉
と
し
て
は
「
欠
落
感
」
が
あ
る
。
こ
の
詩
の

「
と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
」と
い
う
の
は
、
青
春
時
代
に
感
じ
る
さ
ま
ざ

ま
な
欠
落
感
を
比
喩
し
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
が
答
え
と
な
る
。
な
お
、

喪
失
感
が
、
あ・
っ・
た・
も・
の・
が
な
く
な
っ
て
感
じ
る
む
な
し
い
感
じ
、
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
欠
落
感
と
は
、
あ・
る・
べ・
き・
も
の
が
な
く
て
感
じ
る
む
な

し
い
感
じ
、
で
あ
る
。

「
心
」

と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
を
し
、
遺
失
物
係
の
前
で
、
お
と
し
物

が
見
つ
か
ら
ず
、
ま
た
、
何
を
お
と
し
た
の
か
も
わ
か
ら
ず
途
方
に
く
れ

て
悲
し
く
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
現
実
の
こ
と
で
は
な
く
、
比
喩
（
た
と

え
）
で
あ
り
、
何
か
心
の
中
の
風
景
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

お
と
し
物
、
遺
失
物
係
を
実
際
の
こ
と
と
し
て
い
る
①
と
②
は
誤
り
。
④

は
、「
自
分
の
両
親
は
本
当
の
両
親
で
は
な
い
と
思
い
こ
み
」
と
あ
る
が
、

本
文
に
は
「
両
親
が
い
た
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
に
間
違
い
は
な
い
け
れ

ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
現
実
の
両
親
を
否
定
し
た
り
疑
っ
た
り
は
し
て
い

な
い
。
正
解
は
③
。
何
か
と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
を
し
た
よ
う
な
気
分

‖
さ
ま
ざ
ま
な
欠
落
感
に
襲
わ
れ
、
自
分
は
、
な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
て

き
て
、
ど
う
し
て
今
こ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
だ
し
た

時
か
ら
、
人
は
青
春
の
戸
口
近
く
に
立
つ
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

が
よ

あ
の
青
い
空
の
波
の
音
が
聞
こ
え
る
あ
た
り
に

思
い
出
せ
そ
う
で
、

何
か
と
ん
で
も
な
い
お
と
し
物
を

僕
は
し
て
き
て
し
ま
っ
た
ら
し
い

う
ま
く
思
い
出
せ
な

い
世
界

透
明
な
過
去
の
駅
で

遺
失
物
係
の
前
に
立
っ
た
ら

僕
は
余
計
に
悲
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

り

欠
落
感

佗
し
さ

「
か
な
し
み
」

「
私
は
ど
う
し
て
今
、
こ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
」

「
な
ん
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
」

両
親
が
い
た
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
、

抽
象
的
な
ル
ー
ト
に
思
い
を
馳
せ
は
じ
め
る
。

心
の
世
界
で
も
幼
年
時
代
の
単
一
さ
か
ら
、
分
裂
の
気
配
を
見

せ
は
じ
め
る
。

自
分
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
く
る
。

適

さ
ま
ざ
ま
な
欠
落
感
｜
｜
「
か
な
し
み
」

茨
木
の
り
子
（
い
ば
ら
ぎ
・
の
り
こ
）
は
詩
人
。
一
九
二
六
年
、
大
阪
府

生
ま
れ
。
戦
後
、
詩
誌
『
櫂かい
』
を
創
刊
し
、
川
崎
洋
、
吉
野
弘
、
大
岡
信
、

飯
島
耕
一
ら
現
代
詩
人
と
と
も
に
活
躍
す
る
。
詩
集
に『
見
え
な
い
配
達
夫
』

『
鎮
魂
歌
』
な
ど
。

問
題
文
は
、
中
学
生
・
高
校
生
の
た
め
の
詩
の
入
門
解
説
書
『
詩
の
こ
こ

ろ
を
読
む
』
の
冒
頭
の
部
分
で
あ
る
。

1

詩
の
こ
こ
ろ
を
読
む

解
答

問
一

Ａ
⑤

Ｂ
②

Ｄ
⑥

問
二

心
（
精
神
）

問
三

欠
落
感

問
四

③

切
で
あ

空
欄
に
適
語
を
補
充
す
る
問
題
は
、
そ
の
部
分
だ
け
を
見
て
、
当

て
ず
っ
ぽ
う
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
前
後
を
広
く
見
て
（
場
合
に
よ
っ

て
は
問
題
文
全
体
を
広
く
見
て
）、同
じ
表
現
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い

か
、
ま
た
、
対
比
的
な
り
反
対
な
り
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な

い
か
と
探
し
、
答
え
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
く
と
よ
い
。

「

Ａ

的
に
さ
ば
い
て
、
あ
ま
り
人
間
的
な
言
葉
を
発
し
て
く
れ

ま
せ
ん
。」
と
あ
る
か
ら
、「

Ａ

的
」
に
は
「
人
間
的
」
の
反
対
の
意

味
の
言
葉
が
入
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑤
事
務
（
的
）
で
あ
る
。
事
務
的
と

は
、
扱
い
が
形
式
的
な
こ
と
を
い
う
。

両
親
が
い
て
、
そ
の
た
め
に
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
問
違
い
の

な
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ
よ
り
深
い
意
味
で
、
哲
学
的
な
意
味
で
、
自
分
は

な
ぜ
、
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て
き
て
今
こ
こ
に
い
る
の
か
、
と
思
い
を
馳

せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
あ
た
る
の
は
、
選
択
肢
の

中
で
は
②
抽
象
（
的
）
で
あ
る
。
抽
象
（
的
）
と
は
、
共
通
な
性
質
を
抜

き
出
し
、
本
質
的
、
一
般
的
な
面
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
反
対
語

は
具
体
（
的
）
で
、
こ
れ
は
実
際
に
あ
る
さ
ま
、
知
覚
で
き
る
も
の
と
し

て
あ
る
さ
ま
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
初
心
者
が
ス
ポ
ー
ツ
に
熱
中
し
て
い
る
時
は
、
無
我
夢

中
で
プ
レ
ー
を
し
て
い
る
か
ら
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ム
で
プ
レ

ー
し
て
い
る
か
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
誰
か
に
自
分
の
姿
を
ビ

デ
オ
で
撮と
っ
て
も
ら
い
、
自
分
の
フ
ォ
ー
ム
を
「
客
観
的
」
に
見
て
は
じ

め
て
、
自
分
の
欠
点
や
く
せ
に
気
づ
く
も
の
で
あ
る
。
幼
年
時
代
は
心
が

単
一
で
、
自
分
と
は
何
か
、
と
い
う
深
い
こ
と
な
ど
考
え
ず
に
い
た
の
が
、

青
春
時
代
を
迎
え
「『
自・
分・
と
は
何
か
』
と
考
え
る
自・
分・
」
と
い
う
よ
う

に
、
考
え
る
自
分
と
、
考
え
ら
れ
る
対
象
と
な
る
自
分
と
に
分
裂
す
る
の

で
あ
る
。
自
分
で
自
分
を
客
観
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
客

観
（
的
）
と
は
物
事
を
つ
き
放
し
、
冷
静
、
公
平
に
見
る
こ
と
で
あ
る
。

反
対
語
は
主
観
（
的
）
で
あ
る
。

な
お
、
①
人
道
（
的
）
と
は
、
情
愛
が
あ
り
、
人
間
的
で
あ
り
、
道
義

に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。る

。

こ
れ
も
、
そ
の
部
分
だ
け
見
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
前
後
を
よ

く
見
て
文
の
構
造
や
対
応
関
係
を
つ
か
ん
で
考
え
る
。

体・
が
つ
ね
に
細・
胞・
分・
裂・
を
く
り
か
え
し
て
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、

Ｃ

の
世
界
で
も
…
…
分・
裂・
の
気
配
を
見
せ
は
じ
め
ま
す
。

と
い
う
対
応
関
係
が
あ
る
か
ら
、

Ｃ

に
は
「
体
」
の
反
対
語
が
入
る
こ

と
が
わ
か
る
。
考
え
ら
れ
る
の
は
頭
か
心
だ
が
、
直
前
の

も
の
ご・
こ・
ろ・

つ
く

と
い
う
言
葉
や
、
幼
年
時
代
か
ら
青
春
時
代
へ
の
心
の
成
長
と
い

う
文
脈
か
ら
、「
心
」
を
入
れ
る
の
が
よ
い
。「
精
神
」
も
正
解
と
す
る
が
、

「
体
」（
漢
字
一
字
）
と
の
対
比
や
、
全
体
の
、
や
わ
ら
か
な
文
体
か
ら
考

え
、

傍
線
部
⑴
の
気
持
ち
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
「
喪
失
感
」
で
あ

る
。
喪
失
（
喪
の
字
を
「

」
と
書
き
誤
る
諸
君
が
多
い
の
で
注
意
）
と

は
、
自
信
喪
失
、
記
憶
喪
失
と
い
う
よ
う
に
、
あ
っ
た
も
の
が
な
く
な
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
喪
失
感
」
と
い
う
言
葉
は
本
文
に
は
な
い
。
そ

問題→本冊４ページ
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実
戦
ゼ
ミ

＊

＊

＊

＊
書
簡

＊
誰
か
の
紹
介
な
ど
に
よ
っ

て
相
手
を
知
る

＊
片
言
隻
句

●

﹇
問
一
﹈

二
重
傍
線
部
ア
・
イ
・
ウ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
記
せ
。

﹇
問
二
﹈

空
欄
Ａ
〜
Ｄ
に
は
ど
う
い
う
語
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

Ａ

①

読
書

②

認
識

③

近
道

④

方
法

Ｂ

①

犠
牲

②

無
駄

③

白
紙

④

複
雑

Ｃ

①

言
葉

②

内
面

③

個
性

④

思
想

Ｄ

①

駄
作

②

傑
作

③

豊
作

④

贋
作

﹇
問
三
﹈

問
題
文
の
後
に
左
に
あ
げ
た
い
ず
れ
か
の
一
文
が
続
い
て
い
る
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の

を
一
つ
選
べ
。

①

つ
ま
り
、
読
書
と
は
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
ふ
む
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②

し
た
が
っ
て
読
書
の
目
的
は
、
そ
の
作
家
の
人
間
像
と
出
会
う
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

③

読
書
の
楽
し
み
と
は
、
こ
の
微
妙
な
感
覚
を
大
切
に
す
る
こ
と
の
な
か
に
あ
る
。

④

こ
れ
が
、「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
言
葉
の
真
意
だ
。

﹇
問
四
﹈

傍
線
部
⑴
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

①

誰
か
の
紹
介
な
ど
に
よ
っ
て
で
な
く
、
手
探
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
作
者
に
め
ぐ
り
会
う
と
い
う

の
が
、
自
分
の
経
験
で
あ
る
。

②

理
窟
や
誰
か
の
紹
介
な
ど
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
手
探
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
作
者
に
め
ぐ
り
会

え
る
の
で
あ
る
。

③

理
窟
で
は
な
く
、
手
探
り
し
て
作
者
に
め
ぐ
り
会
う
こ
と
が
よ
い
経
験
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

④

小
暗
い
処
を
手
探
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
作
者
に
め
ぐ
り
会
わ
な
い
と
い
う
の
が
自
分
の
理

論
で
あ
る
。

覚
え
て
お
き
た
い

文
芸
用
語
①

⃞／

ア
イ
ロ
ニ
ー（
イ
ロ
ニ
ー
）

皮
肉
、
反
語
と
訳
さ
れ
る

が
、意
味
と
し
て
は
逆
説（
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
）
に
近
い
。
し

か
し
、
逆
説
よ
り
も
皮
肉
っ

ぽ
く
、
シ
ニ
カ
ル
な
（
冷
や

や
か
な
）
気
持
ち
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
。「
教
師
が
熱
心
に

指
導
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
生
徒

を
追
い
つ
め
る
」
と
い
う
状

況
は
、
逆
説
と
も
ア
イ
ロ
ニ

ー
と
も
言
え
る
。
ア
イ
ロ
ニ

ー
と
言
っ
た
場
合
、
シ
ニ
カ

ル
に
突
き
放
し
、
皮
肉
っ
ぽ

い
気
持
ち
が
含
ま
れ
る
。

⃞／

カ
タ
ル
シ
ス

浄
化
作
用
と
訳
さ
れ
る
。

す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
を
読
む

と
心
が
洗
わ
れ
た
よ
う
に
な

る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の

浄
化
作
用
で
あ
る
。

随筆

1
読
書
に
つ
い
て

（
関
西
学
院
大
｜
法
）

小
林
秀
雄

あ
る
作
家
の
全
集
を
読
む
の
は
非
常
に
い
い
こ
と
だ
。
研
究
で
も
し
よ
う
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
ん

な
こ
と
は
全
く
無
駄
事
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
読
書
の
楽
し
み
のア

ゲ
ン
セ
ン

に
は
い
つ
も
「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
の
深
い
意
味
をイ

リ
ョ
ウ
カ
イ
す
る

の
に
は
、
全
集
を
読
む
の
が
、
い
ち
ば
ん
手
っ
取
り
早
い
し
か
も
確
実
な

Ａ

な
の
で
あ
る
。
一
流
の
作

家
な
ら
誰
で
も
い
い
、
好
き
な
作
家
で
よ
い
。
あ
ん
ま
り
多
作
の
人
は
厄
介
だ
か
ら
、
手
頃
な
の
を
一
人
選

べ
ば
よ
い
。
そ
の
人
の
全
集
を
、
日
記
や
書
簡
の
類
に
至
る
ま
で
、
隅
か
ら
隅
ま
で
読
ん
で
み
る
の
だ
。
そ

う
す
る
と
、
一
流
と
言
わ
れ
る
人
物
は
、
ど
ん
な
に
い
ろ
い
ろ
な
事
を
試
み
、
い
ろ
い
ろ
な
事
を
考
え
て
い

た
か
が
わ
か
る
。
彼
の
代
表
作
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
彼
の
考
え
て
い
た
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の

思
想
を

Ｂ

に
し
た
結
果
、
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
納
得
で
き
る
。
単
純
に
考
え
て
い
た
そ
の
作
家

の
姿
な
ど
は
こ
の
人
に
こ
ん
な
言
葉
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
ん
な
思
想
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
驚
き
で
、
め
ち

ゃ
め
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
家
の
性
格
と
か
、

Ｃ

と
か
い
う
も
の
は
、
も
は
や
表
面

の
処ところ
にウ

ハ
ン
ゼ
ン
と
見
え
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
い
よ
い
よ
奥
の
方
の
深
い
小
暗
い
処
に
、
手

探
り
で
捜
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。⑴

僕
は
、
理り
窟く
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、

経
験
を
話
す
の
だ
が
、
そ
う
し
て
手
探
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
作
者
に
め
ぐ
り
会
う
の
で
あ
っ
て
、
誰
か

の
紹
介
な
ど
に
よ
っ
て
相
手
を
知
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
小
暗
い
処
で
、
顔
は
定
か
に
わ
か
ら
ぬ
が
、

手
は
し
っ
か
り
と
握
っ
た
と
い
う
具
合
な
わ
か
り
方
を
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
作
家
の

Ｄ

と
か
失
敗
作

と
か
い
う
よ
う
な
区
別
も
、
べ
つ
だ
ん
大
し
た
意
味
を
持
た
な
く
な
る
、
と
言
う
よ
り
、
ほ
ん
の
片
言
隻
句

に
も
、
そ
の
作
家
の
人
間
全
部
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
に
な
る
。

手
紙
の
こ
と
。

そ
の
作

家
に
つ
い
て
の
研
究
書
や

解
説
を
読
む
と
い
う
こ
と
。

へ
ん
げ
ん
せ

き
く
。
ち
ょ
っ
と
し
た
短

い
言
葉
。

解答・解説→別冊２ページ（ 月 日）

桐原書店
標準 現代文



■
問
四

構
成

全
集
を
読
め
！

全
集
を
読
む
と
ど
う
な
る
か

筆
者
・
出
典

▼
■
問
一

■
問
二

■
問
三

解
法
の
ポ
イ
ン
ト

●

章
に
は
そ
の
人
の
人
柄
の
全
体
が
現
れ
て
い
る
、

と
い
う
意
味
の
言
葉
だ
が
、
こ
れ
が
読
書
の
楽
し

み
の
源
泉
だ
と
筆
者
は
言
っ
て
い
る
。「
ほ
ん
の
片

言
隻
句
に
も
」「
そ
の
作
家
の
人
間
全
部
」が
現
れ

て
い
る
の
で
あ
り
（＝

「
文
は
人
な
り
」）、
そ
れ

を
読
み
と
る
の
が
読
書
の
楽
し
み
の
源
泉
だ
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
④
が
正
解
と
な
る
。

傍
線
部
の
一
文
は
、
次
の
二
つ
の
文
が
一
つ
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
。A

僕
は
理
窟
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
経
験
を
話
す
。

B
そ
う
し
て
手
探
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
作
家
に
め
ぐ
り
会
う
の
で

あ
っ
て
、
誰
か
の
紹
介
な
ど
に
よ
っ
て
相
手
を
知
る
の
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
②
「
理
窟
や
誰
か
の
紹
介
」、
③
「
理
窟
で
は
な
く
、
手
探

り
し
て
」
は
、
A
文
と
B
文
と
が
混
合
し
、
本
文
の
「
理
窟
を
述
べ
る
の

で
は
な
く
」
の
か
か
り
方
が
誤
っ
て
い
る
。
自
分
の
読
書
論
は
、
理
窟
と

し
て
頭
で
考
え
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
経
験
に
よ
り
体
で

学
び
と
っ
た
こ
と
を
話
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
つ
な
が
り
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
④
「
自
分
の
理
論
で
あ
る
」
は
誤
り
。
①
が
正
解
と
な
る
。

読
書
の
楽
し
み
の
源
泉＝

「
文
は
人
な
り
」

⎩――――⎧
文
章
に
は
そ
の
人
の
人
柄
が
現
れ
て
い
る
。

表
面
に
現
れ
た
文
章
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
作
家
の
人
間
全
部
と
め
ぐ
り
会
う
の
が
読

書
の
楽
し
み

⎭――――⎫

⇦

そ
の
人
の
全
集
を
、
隅
か
ら
隅
ま
で
読
め
！

①
そ
の
作
家
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
試
み
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る

②
代
表
作
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
た
く
さ
ん
の
思
想
を
犠
牲
に
し
た
結
果

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

③
単
純
に
考
え
て
い
た
そ
の
作
家
の
姿
が
、
驚
き
で
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
な

る
（
先
入
観
が
こ
わ
さ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
が
か
わ
る
）

←

そ
の
作
家
の
性
格
・
個
性
な
ど
は
、
奥
深
い
小
暗
い
処
で
手
探
り
で
捜
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る

←

手
探
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
作
者
に
め
ぐ
り
会
う

←

ほ
ん
の
片へん
言げん
隻せき
句く
（
ち
ょ
っ
と
し
た
短
い
言
葉
）
に
も
、
そ
の
作
家
の
人

間
全
部
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

小
林
秀
雄
（
こ
ば
や
し
・
ひ
で
お
）
は
、
文
芸
評
論
家
。
東
京
都
生
ま
れ
。

一
九
〇
二
〜
八
三
年
。
一
九
二
九
年
、『
様
々
な
る
意
匠
』
で
文
壇
に
登
場

し
、
文
芸
批
評
を
文
芸
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
確
立
し
た
。
入
試
頻
出
作
家

の
一
人
で
あ
る
。

問
題
文
は
、
随
筆
「
読
書
に
つ
い
て
」
の
一
部
で
あ
る
。

人間全部

1

読
書
に
つ
い
て

解
答

問
一

ア
源
泉
（
原
泉
）

イ
了
解
（
諒
解
）

ウ
判
然

問
二

Ａ
④

Ｂ
①

Ｃ
③

Ｄ
②

問
三

④

問
四

①

ア
「
源
泉
」
と
は
、
水
や
温
泉
の
わ
き
出
る
み
な
も
と
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
般
に
、
物
事
の
生
ず
る
み
な
も
と
の
こ
と
を
い
う
。

「
原
泉
」
と
も
書
く
。
ウ
「
判
然
」
は
、
は
っ
き
り
と
よ
く
わ
か
る
よ
う

す
。

Ａ

に
つ
い
て
。
こ
の
一
文
は
、
言
い
換
え
る
と
、「
文
は
人
な

り
」
と
い
う
言
葉
の
深
い
意
味
を
了
解
す
る
た
め
の
「
手
段
・
方
法
」
と

し
て
、
全
集
を
読
む
の
が
一
番
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
④
「
方
法
」

が
正
解
と
な
る
。

Ｂ

に
つ
い
て
。
こ
の
前
後
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、

ま
ず
説
明
す
る
。「
氷
山
の
一
角
」（
氷
山
の
海
面
上
に
見
え
る
部
分
は
全

体
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
↓
物
事
の
一
部
分
だ
け
し
か
表
面
に
現
れ
て
い
な

い
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
あ
る
作
家
の
代
表
作
と
い
う
の
は
、
そ
の

人
の
思
想
や
人
間
全
体
の
う
ち
の
、
表
面
に
結
晶
し
て
現
れ
た
一
部
分
で

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、日
記
や
書
簡（
手
紙
）の
類
ま
で
、全
集
を
す
み
ず
み
ま
で
読
め

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
表
作
を
読
ん
だ
だ
け
で
作

り
あ
げ
て
い
た
そ
の
作
家
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
打

ち
砕
か
れ
、
手
探
り
を
し
な
が
ら
も
そ
の
作
家
の
人

間
全
体
と
出
会
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

Ｂ

に
入
る
選
択
肢
を
考
え
て
み
よ
う
。
海
面

下
に
か
く
れ
た
そ
の
作
家
の
人
間
全
体
・
思
想
は
、表

面
に
現
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、②
「
無
駄
」
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。③
「
白
紙
」
に
し
た

す
べ
て

な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
。０ゼロ
に
戻
す
）も
の
で
も
な
い
。

④
「
複
雑
」
は
、代
表
作＝

表
面
に
現
れ
た
も
の
↕
た

く
さ
ん
の
思
想＝

海
面
下
に
あ
っ
て
見
え
な
い
も
の
、

と
い
う
関
係
が
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
正
解
は
①
「
犠

牲
」
で
あ
る
。

Ｃ

に
つ
い
て
。「
性
格
と
か

Ｃ

と
か
」と
い
う
、
並
列
関
係
で

あ
る
か
ら
、「
性
格
」に
似
か
よ
っ
た
意
味
の
言
葉
が
考
え
ら
れ
る
。
③「
個

性
」
で
あ
る
。「
あ
の
人
は
個
性
的
な
人
だ
」「
あ
の
人
は
ユ
ニ
ー
ク
な
人

だ
」
と
い
う
時
、
我
々
は
、
普
通
、
服
装
や
行
動
な
ど
、
表
面
に
現
れ
た

も
の
を
見
て
判
断
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
面
に
「
判
然
」
と
見
え

る
「
個
性
」
と
い
う
の
は
、
本
当
の
個
性
で
は
な
い
と
い
う
の
が
筆
者
の

考
え
で
あ
る
。

Ｄ

に
つ
い
て
。「

Ｄ

と
か
失
敗
作
と
か
い
う
よ
う
な
区・
別・
」と

あ
る
こ
と
か
ら
、「
失
敗
作
」の
反
対
の
意
味
の
言
葉
が
入
る
こ
と
が
わ
か

る
。
②
の
「
傑
作
」
が
入
る
。
な
お
、
④
「
贋
作
（
が
ん
さ
く
）」
と
は
、

に
せ
物
の
こ
と
。

①
か
ら
④
ま
で
の
選
択
肢
の
中
で
、
内
容
的
に
み
て
、
続
き
ぐ
あ

い
が
い
ち
じ
る
し
く
不
自
然
に
な
る
も
の
は
な
い
。
そ
こ
で
、
文
章
の
フ

ィ
ニ
ッ
シ
ュ
と
し
て
、
一
番
切
れ
味
の
あ
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
、
問
題
文
の
最
初
の
ほ
う
に
、「
読
書
の
楽
し
み
の
源
泉
に
は
い
つ

も
『
文
は
人
な
り
』
と
い
う
言
葉
が
あ
る
」
と
あ
る
の
が
目
に
つ
く
。
文

問題→本冊４ページ
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実
戦
ゼ
ミ

＊

＊

＊
一
茶

＊
飯
田
龍
太

●

風
景
を
眺
め
る
私
た
ち
の
視
線
は
た
し
か
に
触
覚
性
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え

を
進
め
て
み
よ
う
。

⑵

人
類
史
の
き
わ
め
て
新
し
い
時
期
に
出
現
し
た
風
景
画
が
、
土
地
を
美
的
対
象
と
し
て
眺
め
る
き
っ
か
け

に
な
っ
た
、
と
い
う
説
は
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
風
景
画
の
構
図
は
、
現
実
の
風
景
知
覚

に
不
可
避
な
あ
る
要
素
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
風
景
を
探
勝
す
る
人

自
身
の
身
体
で
あ
る
。

実
際
、
私
た
ち
の
視
野
に
は
い
つ
も
自
分
の
手
や
足
や
鼻
先
な
ど
が
必
ず
入
っ
て
い
る
。
心
理
学
で
現
象

的
自
我
と
呼
ば
れ
る
こ
ん
な
も
の
が
画
布
に
描
か
れ
れ
ば
絵
に
な
ら
な
い
か
ら
、
リ
ア
ル
な
風
景
画
で
も
こ

れ
だ
け
は
慎
重
にエ

ハ
イ
ジ
ョ
さ
れ
る
。
芸
術
と
し
て
の
風
景
画
と
現
実
の
風
景
と
は
こ
の
点
で
大
き
く
違
う
。

つ
ま
り
現
実
の
風
景
は
常
に
、
極
近
景
と
し
て
の
自
己
の
身
体
と
、
こ
れ
に
断
絶
的
に
対
置
さ
れ
る
遠
景

と
の
双
対
関
係
を
軸
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、⑶

視
覚
的
風
景
の
と
り
す
ま
し
た
客
観
性
は
、

こ
れ
に
対
置
さ
れ
た
身
体
の
生
活
感
に
よ
っ
て
絶
え
ず
揺
す
ら
れ
受
肉
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

山
や
河
を
知
覚
す
る
と
い
っ
て
も
、
私
た
ち
は
視
覚
だ
け
を
独
立
に
働
か
せ
て
知
覚
す
る
と
い
う
不
自
然

な
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
覚
は
生
活
の
全
体
の
な
か
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
聴
覚
や
味
覚

が
混
じ
り
、
あ
る
い
は
触
覚
の
記
憶
が
重
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
道
を
歩
く
人
は
、
道
の
形
だ
け
を
見

る
の
で
は
な
い
。
砂
利
道
の
ざ
ら
ざ
ら
し
た
感
じ
や⑷

草
い
き
れ
に
包
ま
れ
ず
に
野
道
を
歩
く
と
い
う
行
為
は

成
立
し
な
い
。

﹇
問
一
﹈

二
重
傍
線
部
ア
・
イ
の
読
み
を
書
き
、
ウ
・
エ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。

﹇
問
二
﹈

傍
線
部
⑴
に
つ
き
、
こ
の
句
は
「
形
の
輪
郭
」
の
代
わ
り
に
何
を
伝
え
て
い
る
か
。
そ
れ
に
当
た

る
十
三
字
か
ら
な
る
一
続
き
の
語
句
（
句
読
点
含
む
）
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

﹇
問
三
﹈

傍
線
部
⑵
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
も
の
か
。
次
の
中
か
ら
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

知
っ
て
ト
ク
す
る

頻
出
作
家
①

⃞／

山
崎
正
和

『
劇
的
な
る
日
本
人
』

劇
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る

日
本
人
が
、
西
洋
と
は
異
質

で
、
よ
り
感
動
的
な
劇
性
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
注
目
さ

れ
た
古
典
的
評
論
。
山
崎
の

新
聞
に
寄
稿
し
た
随
筆
が
出

題
さ
れ
た
り
、
小
論
文
の
課

題
文
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

も
多
い
。

⃞／

小
浜
逸
郎

小
浜
は
最
近
出
題
の
多
い

批
評
家
。
著
書
『
な
ぜ
人
を

殺
し
て
は
い
け
な
い
の
か
』

（
洋
泉
社
新
書
）、『「
弱
者
」

と
は
だ
れ
か
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新

書
）
の
題
名
が
示
す
よ
う
に
、

我
々
の
常
識
的
な
考
え
を
く

つ
が
え
す
よ
う
な
問
い
を
立

て
、
論
を
展
開
し
て
い
く
。

随筆

1
風
景
学
・
実
践
篇

（
学
習
院
大
｜
法
）

中
村
良
夫

手
も
と
に
こ
ん
な
句
が
あ
る
。

菜
の
花
の
と
つ
ぱ
づ
れ
な
り
富
士
の
山

一
茶

水
澄
み
て
四よ
方も
に
関
あ
る
甲
斐
の
国

飯
田
龍
太

見
渡
す
限
り
の
菜
の
花
畑
の
向
こ
う
に
た
た
ず
む
富
士
の
峰
。
一
茶
の
句
は
一
幅
の
絵
を
思
わ
せ
る
。
あ

る
い
は
ピ
ン
ト
の
鋭
い
カ
ラ
ー
写
真
の
よ
う
だ
。

龍
太
の
句
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
水
澄
み
て
、
は
触
る
と
手
が
し
び
れ
る
浄
く
冷
た
い
水
の
揺
ら
ぎ
を
想
わ

せ
る
が
、⑴

形
の
輪
郭
は
な
い
。
こ
の
水
は
眺
め
る
水
で
は
な
い
。
そ
こ
に
生
活
し
て
い
る
者
の
喉
を
う
る
お

す
水
、
代
々
土
地
に
住
む
人
々
の
身
体
を
養
っ
て
き
た
水
で
は
な
い
か
。

四
方
に
関
あ
り
と
唱
い
続
け
ら
れ
る
周
囲
の
山
々
は
視
線
の
先
の
秀
峰
で
は
な
く
、
ぐ
る
り
と
自
分
を
包

み
込
ん
で
い
る
山
々
で
あ
る
。
山
容
の
美
を
讃
え
る
よ
り
も
、
里
の
近
く
の
少
し
鬱うっ
陶とう
し
い
が
人
な
つ
こ
い

山
々
をア

伴
侶
と
す
る
の
ど
か
なイ

隠
逸
の
気
分
が
そ
こ
に
漲みなぎっ
て
い
る
。
山
河
の
姿
を
あ
れ
こ
れ
評
す
る
よ
り
、

無
意
識
の
そ
の
肌
ざ
わ
り
を
愛め
で
る
境
地
で
は
な
い
か
。
国
ほ
め
の
一
句
で
あ
ろ
う
。

菜
の
花
の
句
か
ら
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
場
を
通
り
が
か
っ
た
旅
人
のウ

カ
ン
セ
イ
が
聞
こ
え
る
。
床
の
間
に

ふ
さ
わ
し
い
軸
物
一
幅
を
拝
見
す
る
心
地
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
龍
太
の
句
は
、
旅
行
者
で
は
な
く
定
住
す
る

生
活
者
が
そ
の
皮
膚
感
覚
で
触
っ
た
山
河
の
気
配
を
伝
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
暮
ら
し
の
風
景
が
そ
こ
に

あ
る
。

風
景
に
は
視
感
覚
の
優
っ
た
風
景
、
触
感
覚
に
秀
で
た
風
景
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

前
者
を
目
の
捉
え
る
風
景
の
姿
、
あ
る
い
は
た
た
ず
ま
い
と
す
る
な
ら
、
後
者
は
身
体
に
触
れ
る
風
景
の

住
み
ご
こ
ち
と
で
も
呼
べ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）

小
林
一
茶
。
一
七

六
三
〜
一
八
二
七
年
。
江

戸
後
期
の
俳
人
で
、
庶
民

的
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
風

で
知
ら
れ
る
。俳

人
。
一
九

二
〇
年
〜
。
父
飯
田
蛇
笏

の
後
を
継
ぎ
、
俳
誌
「
雲

母
」
を
主
宰
し
た
。

解答・解説→別冊２ページ（ 月 日）
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■
問
四

■
問
五

構
成

視
覚
が
と
ら
え
る
風
景

身
体
感
覚
が
と
ら
え
る
風
景

▼
■
問
一

■
問
二

■
問
三

解
法
の
ポ
イ
ン
ト

●

傍
線
部
⑵
で
言
っ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
大
昔
か
ら

人
々
は
山
や
河
を
見
て
美
し
い
と
思
っ
て
い
た
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
風
景
画
と
し
て
絵
に
か
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

つ
い
最
近
（
人
類
史
の
き
わ
め
て
新
し
い
時
期
に
出
現
）
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、（
風
景
を
見
て
美
し
い
、
と
思
う
か
ら
そ
れ
を
絵
に
か
く
、
の
で

は
な
く
）
風
景
画
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
山
や
河
と
い
っ

た
土
地
を
美
し
い
も
の
と
し
て
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
（
美
的
対
象
と
し

て
眺
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
選
択
肢

の
中
で
、
こ
れ
と
あ
う
の
は
③
。

①
は
「
自
然
の
美
し
さ
」→

「
そ
れ
を
描
く
風
景
画
」
と
い
う
方
向
だ

が
、
こ
れ
は
筆
者
の
考
え
と
は
逆
。「
風
景
画
の
出
現
」→

「
土
地
（
風
景
）

を
（
初
め
て
）
美
的
対
象
と
し
て
眺
め
る
」
と
い
う
の
が
本
文
。

②
は
傍
線
部
⑵
の
「
人
類
史
の
…
…
出
現
し
た
風
景
画
」
の
部
分
の
み
。

④
は
「
自
然
の
景
観
の
美
し
さ
は
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
」
が
×
。

⑤
も
「
人
類
の
ご
く
初
期
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
」
が
本
文
と
は
逆
。

補
足

西
欧
に
お
い
て
は
、
絵
と
い
う
も
の
は
、
古
く
は
、
神
や
英
雄

を
描
き
、
神
話
や
伝
説
を
題
材
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
だ
け

神
聖
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
後
、
世
俗
化
し
人
間
く
さ
く
な
る
の

に
二
つ
の
方
向
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
神
で
は
な
く
、
普
通
の
人
を
描
く

肖
像
画
へ
と
向
か
う
も
の
。
も
う
一
つ
は
、
神
話
伝
説
の
バ
ッ
ク
で
あ
り

背
景
で
あ
っ
た
山
や
河
、
花
な
ど
が
独
立
し
て
風
景
画
と
な
る
方
向
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
風
景
画
と
い
う
も
の
は
大
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
神
や
神
話
伝
説
の
背
景
で
あ
り
、
サ
シ
ミ
の
ツ
マ
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
自
然
の
風
景
が
主
役
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
は
じ
め

て
自
然
の
美
し
さ
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

を
よ
く

子
供
が
「
お
絵
か
き
」
を
す
る
と
下
の
よ
う
な
絵
を
か
く
。
山
、

お
日
さ
ま
、
お
花
、
と
い
っ
た
「
風
景
」
と
と
も
に
、
自
分
の
目
で
は
見

え
る
は
ず
も
な
い
自
分
自
身
の
全
体
像
が
か
か
れ
る
。
こ
れ
が
「
現
象
的

自
我
」
だ
が
、
こ
れ
で
は
「
風
景
画
」
に
な
ら

な
い
の
で
、
風
景
画
で
は
排
除
さ
れ
る
。
こ
う

し
て
「
客
観
的
」
風
景
画
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
自
分
の
姿
全
体
や
自
分
の
背
中

を
自
分
の
目
で
直
接
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
実
際
、私
た
ち
の
視
野
に
は
い
つ
も
自
分
の
手

や
足
や
鼻
先
な
ど
が
必
ず
入
っ
て
い
る
」。
だ
が
、
こ
れ
が
入
る
と
や
は
り

「
芸
術
と
し
て
の
風
景
画
」と
し
て
成
立
し
な
い
の
で
排
除
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、「
リ
ア
ル
な
風
景
画
」も
、
実
は
、
客
観
的
に
視
野
に
入
っ
た
も
の
を

あ
り
の
ま
ま
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
と
り
す
ま
し
た
客

観
性
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
正
解
は
③
。

つ
か
ん

「
草
い
き
れ
」の
意
味
は
①
で
あ
り
、
こ
れ
は
俳
句
で
は
夏
の
季
語

で
も
あ
る
。

で
描

菜
の
花
の

と
つ
ぱ
づ
れ
な
り
富
士
の
山一

茶

水
澄
み
て

四
方
に
関
あ
る
甲
斐
の
国

龍
太

‖
‖

ピ
ン
ト
の
鋭
い
カ
ラ
ー
写
真

形
の
輪
郭
は
な
い

‖
‖

床
の
間
に
ふ
さ
わ
し
い
軸
物

無
意
識
の
そ
の
肌
ざ
わ
り
を
愛
で
る

境
地

皮
膚
感
覚
で
触
っ
た
山
河
の
気
配

私＝現象的自我

1

風
景
学
・
実
践
篇

解
答

問
一

ア
は
ん
り
ょ

イ
い
ん
い
つ

ウ
歓
声

エ
排
除

問
二

皮
膚
感
覚
で
触
っ
た
山
河
の
気
配

問
三

③

問
四

③

問
五

①

い
て
い

ア
は
「
は
ん
り
ょ
」
と
読
み
、
行
動
を
共
に
す
る
連
れ
の
こ
と
。

人
生
や
生
活
を
共
に
す
る
者
と
い
う
こ
と
で
配
偶
者
の
こ
と
を
言
う
こ
と

も
多
い
。
イ
は
「
い
ん
い
つ
」
と
読
み
、
都
会
や
世
間
で
の
生
活
を
わ
ず

ら
わ
し
い
も
の
と
思
い
、
そ
こ
か
ら
の
が
れ
て
田
舎
に
隠
れ
住
む
こ
と
。

補
足

中
国
、
日
本
に
は
陶
淵
明
、
鴨
長
明
と
い
っ
た
隠
者
の
伝
統
が

あ
る
。
飯
田
龍
太
の
父
、
飯
田
蛇
笏
は
明
治
時
代
、
東
京
で
文
学
活
動
を

し
て
い
た
が
、
家
の
都
合
に
よ
り
山
梨
県
の
家
に
帰
り
、
家
業
を
継
ぎ
つ

つ
俳
人
と
し
て
一
家
を
成
し
た
。
息
子
の
龍
太
も
山
梨
で
一
流
俳
人
と
し

て
重
き
を
な
し
た
。
こ
こ
に
筆
者
は
、
都
会
と
一
線
を
画
し
、
甲
斐
（
山

梨
県
）
の
山
河
と
共
に
生
き
る
隠
者
の
姿
を
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ウ
は
次
に
「
聞
こ
え
る
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
「
セ
イ
」
は
「
声
」
で

あ
る
。「
喚
声
（
叫
び
声
）」「
歓
声
（
喜
び
の
声
）」
の
二
つ
が
あ
る
が
、

美
し
い
情
景
に
感
動
し
て
い
る
の
で
「
歓
声
」
が
よ
い
。
エ
の
「
排
除
」

は
不
要
な
も
の
、
障
害
と
な
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
毎
年
漢
字
書

き
取
り
の
頻
出
ベ
ス
ト
10
に
入
る
語
で
あ
る
。

る
。
そ

本
文
の
前
半
は
、
一
茶
の
俳
句
と
龍
太
の
俳
句
に
つ
い
て
の
鑑
賞

で
あ
り
、
一
茶
の
句
を「
視
感
覚
の
優
っ
た
風
景
」「
目
の
捉
え
る
風
景
の

姿
」
と
ま
と
め
、
龍
太
の
句
を
「
触
感
覚
に
秀
で
た
風
景
」「
身
体
に
触
れ

る
風
景
の
住
み
ご
こ
ち
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
一
茶
の
句
は
、「
菜
の
花
」

が
季
語
で
春
。
菜
の
花
畑
と
富
士
山
の
姿
が
は
っ
き
り
と
し
て
お
り
「
ピ

ン
ト
の
鋭
い
カ
ラ
ー
写
真
の
よ
う
」
で
あ
る
。

飯
田
龍
太
の
句
は
「
水
澄
む
」
が
季
語
で
秋
。
こ
の
「
水
」
は
川
の
水

か
、
池
の
水
か
、
あ
る
い
は
生
活
用
水
か
、
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
な
い

し
、「
関
」に
つ
い
て
も
具
体
的
な
関
所
の
よ
う
す
を
描
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
を
筆
者
は
「
形
の
輪
郭
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

四
方
を
山
々
に
囲
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
街
道
に
関
所
が
あ
る
「
甲
斐
の
国

山
梨
県
）」
の
よ
う
す
を
実
に
う
ま
く
と
ら
え
て
い
る
。
具
体
的
な
形
や

物
を
う
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
山
間
の
雰
囲
気

れ
を
筆
者
は「
無
意
識
の
そ
の
肌
ざ
わ
り
を
愛
で
る
境
地
」

十
六
字
）「
皮
膚
感
覚
で
触
っ
た
山
河
の
気
配
」（
十
三
字
）「
身
体
に
触

れ
る
風
景
の
住
み
ご
こ
ち
」（
十
四
字
）と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
十
三
字

と
い
う
条
件
に
あ
う
の
は
「
皮
膚
感
覚
で
…
…
」
で
あ
る
。

補
足

一
茶
の
作
品
を
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

①
奥
の
細
道

②
お
ら
が
春

③
去
来
抄

④
新
花
摘

（
答

②

①
は
松
尾
芭
蕉

③
は
向
井
去
来

④
は
与
謝
蕪
村
）

入
試
評
論
文
で
は
、
こ
の
種
の
「
逆
転
の
発
想
」
の
論
理
は
頻
出

で
あ
る
。

（
例
）
も・
の・
と
い
う
存
在
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
言
葉
が
つ
け
ら
れ
る

の
で
は
な
い
。
逆
に
、
言
葉
が
も・
の・
を
あ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。（
鈴
木
孝

夫
『
こ
と
ば
と
文
化
』）

風
邪
を
ひ
か
な
い
よ
う
に
と
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。

人
間
は
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
風
邪
を
ひ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

丸
山
圭
三
郎
『
文
化
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』）

問題→本冊４ページ

桐原書店
完成 現代文 解説・解答書




