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一 
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

た
い
て
い
の
人
が
、
散
文
よ
り
韻い

ん

文ぶ
ん

、
詩し

い

歌か

の
方
が
高
級
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

普ふ

通つ
う

の
文
章
、
散
文
は
だ
れ
に
も
書
け
る
が
、
詩
を
つ
く
る
の
は
特
別
の
能
力
が
必
要

で
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。（
中
略
） 

 

文
学
史
を
の
ぞ
く
と
、
古
い
時
代
に
残
っ
て
い
る
の
は
詩
ば
か
り
、
韻
文
ば
か
り
で

あ
る
。 

日
本
文
学
は
平
安
期
に
は
す
ぐ
れ
た
散
文
作
者
が
生
ま
れ
て
い
て
、
ほ
か
の
国
の
文

学
史
と
比
べ
る
と
、
ま
こ
と
に
目
ざ
ま
し
い
。 

 

一い
っ

般ぱ
ん

に
は
『
源げ

ん

氏じ

物
語
』
が
評
価
さ
れ
る
が
、
文
章
で
い
え
ば
『

枕
ま
く
ら
の

草そ
う

子し

』
が

傑け
っ

出
し
ゅ
つ

し
て
い
る
。
あ
れ
ほ
ど
み
ご
と
な
散
文
が
千
年
も
前
に
書
か
れ
た
こ
と
は
お
ど

ろ
く
べ
き
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
詩
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
平
安
期

に
は
女
性
の
書
き
手
が
何
人
も
い
る
の
だ
か
ら
お
ど
ろ
く
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
女
性
が
文
学
作
品
を
書
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
十
八
世
紀
に
な
っ
て

か
ら
で
あ
る
。
男
性
だ
っ
て
、
ま
っ
と
う
な
文
章
を
書
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り

た
い
へ
ん
お
く
れ
て
い
る
。 

 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
す
ぐ
れ
た
作
品
を
書
い

た
。
イ
ギ
リ
ス
人
は
世
界
一
だ
と
考
え
て
い
る
。 

 

そ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
書
い
た
戯ぎ

曲
き
ょ
く

は
、
無
韻
詩
、
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー
ス
で

あ
っ
た
。
初
期
の
作
品
に
は
、
散
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
作
者
と
し
て
の
腕う

で

が
上
が
る

に
つ
れ
て
、
す
こ
し
ず
つ
だ
が
、
散
文
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
い
か
に
も
た
ど
た
ど
し
い

文
章
で
あ
る
。
天
馬
空
を
往ゆ

く
観
の
あ
る
韻
文
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
。 

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
だ
ん
だ
ん
散
文
で
上
達
し
た
ら
し
く
、
中
期
か
ら
後
期
に
か

け
て
、
お
も
し
ろ
い
散
文
の
セ
リ
フ
が
増
え
る
。 

 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
執し

っ

筆ぴ
つ

年
代
は
不
明
で
あ
る
。
推
定
年
代
を
き
め
る
の

に
学
者
た
ち
が
苦
労
し
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。 

 

そ
う
い
う
研
究
者
が
、
作
品
の
年
代
順
を
き
め
る
手
が
か
り
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の

が
、
散
文
比
率
で
あ
っ
た
。 

 

早
い
時
期
と
思
わ
れ
る
作
品
に
は
、
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
散
文
が
あ
ら

わ
れ
な
い
。
出
て
く
る
も
の
は
稚ち

拙せ
つ

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

も
っ
と
も
後
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
『
あ
ら
し
』（
テ
ン
ペ
ス
ト
）
に
は
相
当
な

量
の
散
文
の
せ
り
ふ
が
見
ら
れ
、
そ
の
散
文
も
、
初
期
の
散
文
に
比
べ
て
、
ず
っ
と
洗

練
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
散
文
の
質
量
に
よ
っ
て
創
作
年
代
を
き
め
る
方
法
が
と
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
せ
り
ふ
で
散
文
が
多
く
、
こ
な
れ
た
表
現
が
多
い
ほ
ど
後
期
の

作
品
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
年
と
と
も
に
散
文
の
腕
が
上
が
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
と
考
え

ら
れ
た
。 

 

言
い
か
え
る
と
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
時
代
に
は
英
詩
の
技
術
は
高
度
に
洗
練
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
散
文
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
一
五
六
四
年
生
ま
れ
、
一
六
一
六
年
没ぼ

つ

、
日
本
で
言
う
と
徳と

く

川が
わ

家い
え

康や
す

と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
よ
い
。
英
語
の
散
文
は
そ
れ
く
ら
い
お
く
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れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

 

そ
こ
へ
し
っ
か
り
し
た
英
語
散
文
を
確
立
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
建
議
を
し

た
人
た
ち
が
い
た
。
も
ち
ろ
ん
詩
人
や
文
人
で
は
な
く
、
科
学
の
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。

王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、
理
性
的
表
現
、
明
快
で
論
理
的
表
現
を
求
め

る
提
言
を
し
て
世
人
を
お
ど
ろ
か
せ
た
。 

 

そ
う
い
う
、
事
実
を
の
べ
る
の
に
適
し
た
英
語
が
整
備
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
科
学
な

ど
の
新
し
い
研
究
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
。 

 

わ
が
国
に
は
、
①
こ
れ
に
当
た
る
文
体
革
命
は
な
か
っ
た
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
詩
的

言
語
が
論
理
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
こ
と
が
、
日
本
人
の
理
知
的
活
動
に
大
き
な
障
害
に
な
っ
た
。
な
に
ご
と
に
よ

ら
ず
外
国
模も

倣ほ
う

、「
知
識
を
広
く
世
界
に
求
め
」
を
国こ

く

是ぜ

と
し
て
き
た
近
代
日
本
人
の

思
考
に
大
き
な
影え

い

響
き
ょ
う

を
及お

よ

ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

戦
後
か
な
り
し
て
、
日
本
語
は
外
国
語
に
訳
せ
な
い
、
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。 

 

京
都
大
学
へ
来
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
物
理
学
者
レ
ゲ
ッ
ト
博
士
が
、
日
本
物
理
学
会

の
会
報
に
、
〝
訳
せ
な
い
「
だ
ろ
う
」
〟
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
、
日
本
の
研
究
者

た
ち
を
ふ
る
え
上
が
ら
せ
た
。 

 

②
日
本
人
の
物
理
学
者
の
書
く
論
文
に
、
よ
く
〝
で
あ
ろ
う
〟
と
い
う
語ご

尾び

が
あ
ら

わ
れ
る
。
こ
れ
を
訳
す
英
語
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。 

 

お
ど
ろ
い
た
日
本
の
科
学
者
は
、
物
理
学
だ
け
で
な
く
ひ
ろ
い
分
野
の
人
た
ち
ま
で

い
っ
せ
い
に
「
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
な
く
な
っ
た
。
③
な
ぜ
、
〝
で
あ

ろ
う
〟
が
い
け
な
い
の
か
。
し
っ
か
り
考
え
た
人
は
、
ご
く
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

「
で
あ
る
」
は
客
観
的
記
述
で
あ
る
。「
で
あ
ろ
う
」
は
主
観
的
で
あ
る
。
厳
密
な

科
学
論
文
に
お
い
て
主
観
的
記
述
は
適
当
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
の
が
「
で
あ
ろ
う
」

批
判
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
認に

ん

識し
き

の
問
題
で
あ
る
前
に
、
言
語
の
問
題
で
あ
る
。 

 

「
で
あ
ろ
う
」
は
主
観
的
で
あ
り
、「
で
あ
る
」
は
客
観
的
で
あ
る
。
科
学
者
が
主

観
的
言
語
を
用
い
て
い
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
レ
ゲ
ッ
ト
批
判
で
あ
る
。

「
で
あ
ろ
う
」
は
「
で
あ
る
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、
ほ
ぼ
同
じ
も
の
だ

と
い
う
の
が
、
日
本
人
の
語
感
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

あ
わ
て
て
、
こ
と
ば
だ
け
を
改
め
て
解
決
す
る
こ
と
で
は
な
い
。 

 

こ
と
ば
は
発
生
的
に
は
主
観
的
で
あ
る
。
相
手
に
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
は
っ
き

り
し
な
く
て
も
、
は
じ
め
の
こ
と
ば
は
存
在
し
う
る
。 

 

〈
う
た
う
〉
こ
と
ば
で
あ
る
。 

 

す
べ
て
言
語
は
、
そ
の
は
じ
め
は
、〈
う
た
う
〉
こ
と
ば
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
意
識
さ
れ
る
と
、
客
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

「
で
あ
ろ
う
」
は
〈
う
た
う
〉
こ
と
ば
の
系
列
に
あ
る
が
、「
で
あ
る
」
は
〈
の
べ

る
〉、〈
語
る
〉、〈
伝
え
る
〉
こ
と
ば
で
あ
る
。 

 

さ
き
に
の
べ
た
イ
ギ
リ
ス
の
王
立
協
会
に
よ
る
言
語
改
革
運
動
は
、
こ
の
〈
語
る
〉、

〈
論
ず
る
〉
こ
と
ば
の
必
要
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
が
そ
の
通
り
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
代
英
語
に
つ
い
て
も
、
あ
Ａ
あ
が

思
考
を
妨

さ
ま
た

げ
て
い
る
と
い
う
指し

摘て
き

が
消
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

 

〈
う
た
う
〉
の
は
韻
文
が
適
し
て
い
る
し
、〈
考
え
〉、〈
伝
え
る
〉
に
は
散
文
が
必

要
で
あ
る
。 
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日
本
語
は
、
形
式
的
に
は
、
散
文
が
よ
く
発
進
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

の
実
、〈
う
た
う
〉
要
素
を
か
な
り
多
く
残
存
さ
せ
て
い
る
。
十
分
に
散
文
的
に
な
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

日
本
語
は
、
散
文
の
浸し

ん

透と
う

に
つ
い
て
の
関
心
を
あ
ま
り
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
。 

 

日
本
人
の
思
考
が
、
外
国
か
ら
特
異
で
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
も
、
あ
Ｂ
あ
。 

 

散
文
を
書
く
の
は
、
詩
歌
を
つ
く
る
よ
り
も
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

し
っ
か
り
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
詩
歌
の
方
が
、
散
文
よ

り
も
、
本
質
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
考
え
が
必
要
で

あ
ろ
う
。 

 

美
し
い
も
の
、
美
し
い
こ
と
は
、〈
う
た
う
〉
こ
と
が
で
き
る
が
、
正
し
い
、
お
も

し
ろ
い
こ
と
は
、〈
う
た
う
〉
こ
と
ば
で
は
と
ら
え
ら
れ
に
く
い
。〈
う
た
う
〉
こ
と
ば

で
文
学
は
栄
え
る
が
、
新
し
い
こ
と
、
新
し
い
も
の
を
生
む
に
は
、
も
の
ご
と
を
あ
る

が
ま
ま
に
と
ら
え
る
客
観
性
の
高
い
言
語
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
い
う
考
え
が
広
く
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
、
活
力
の
あ
る
文
化
は
生
ま
れ
に
く
い
。 

 

さ
し
ず
め
、
日
本
語
散
文
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
は
、「
で
あ
ろ
う
」
を
廃は

い

し
て
「
で
あ
る
」
に
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
く
ら
い

で
は
解
決
し
な
い
。
主
観
と
客
観
の
問
題
を
う
ま
く
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、
日
本
語
の

力
は
失
わ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。 

（
外と

山や
ま

滋し
げ

比ひ

古こ

『
消
え
る
コ
ト
バ
・
消
え
な
い
コ
ト
バ
』）   

問
一 

 
 
 

線
部
①
が
指
し
示
す
内
容
を
、
文
章
中
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
、
三
十

字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
二 

 
 
 

線
部
②
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
五
十
字
以
内
で
答
え

な
さ
い
。 

 

問
三 

 
 
 

線
部
③
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
が
書
か
れ
た
一
文
を
ぬ
き
出
し
、

そ
の
は
じ
め
の
十
字
を
答
え
な
さ
い
。 

 

問
四 

あ
Ａ
あ
に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

〈
語
る
〉
要
素 

 
 
 
 

イ 

〈
伝
え
る
〉
要
素 

 

ウ 

〈
う
た
う
〉
要
素 

 
 
 

エ 

〈
論
ず
る
〉
要
素 

 
 

オ 

〈
の
べ
る
〉
要
素 

 

問
五 

あ
Ｂ
あ
に
入
る
文
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

〈
う
た
う
〉
こ
と
ば
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
る
反
面
、
思
考
を
あ
ら
わ

す
散
文
に
は
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
る
結
果
で
あ
る 

イ 

〈
う
た
う
〉
こ
と
ば
と
思
考
を
あ
ら
わ
す
散
文
と
を
混
同
し
て
お
り
、
頭

の
中
で
ロ
ジ
ッ
ク
を
成
立
さ
せ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る 
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ウ 

思
考
を
あ
ら
わ
す
散
文
で
は
物
足
り
な
く
て
、
あ
え
て
、〈
う
た
う
〉
こ
と

ば
を
用
い
て
ロ
ジ
ッ
ク
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る 

エ 
思
考
を
あ
ら
わ
す
散
文
が
未
発
達
で
、
半
分
、〈
う
た
う
〉
よ
う
な
こ
と
ば

で
ロ
ジ
ッ
ク
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る 

オ 

思
考
を
あ
ら
わ
す
散
文
が
発
達
し
、〈
う
た
う
〉
よ
う
な
こ
と
ば
を
交
え
て

も
ロ
ジ
ッ
ク
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る 

 

問
六 

こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の

中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

世
界
の
多
く
の
国
々
に
お
い
て
は
、
散
文
よ
り
も
韻
文
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
平
安
時

代
に
散
文
が
興こ

う

隆
り
ゅ
う

し
た
こ
と
が
影え

い

響
き
ょ
う

し
て
、
散
文
に
対
す
る
評
価
が
高

く
、
散
文
の
質
も
他
国
よ
り
格
段
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。 

イ 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
家
と
し
て
の
腕

が
上
が
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
韻
文
も
散
文
も
質
の
高
い
も
の
に
な
っ
て
い

く
と
と
も
に
、
彼か

れ

の
影
響
を
受
け
た
同
時
代
の
作
家
た
ち
の
活か

つ

躍や
く

に
よ
っ

て
、
英
国
の
文
学
の
質
が
底
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。 

ウ 

英
語
の
散
文
は
、
韻
文
を
も
と
に
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
作
品
で
は
、
韻
文
が
散
文
に
変
わ
っ
て
い
く
過
程
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
書
く
散
文
は
い
ず
れ
も
散
文
と
し
て
は

完
成
度
が
低
く
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。 

エ 

日
本
語
は
曖あ

い

昧ま
い

さ
を
避さ

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
特と

く

徴
ち
ょ
う

を
持
っ
て

い
る
た
め
、
日
本
語
を
用
い
て
散
文
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
韻
文
を
書
く

の
と
同
等
以
上
の
難
し
さ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
日
本
語
の
散
文
は
韻
文
よ

り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。 

オ 

こ
と
ば
は
、
本
質
的
に
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
散
文
よ
り

も
韻
文
が
先
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段

と
し
て
用
い
る
場
合
に
は
客
観
性
の
高
さ
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
言
語
と
し

て
散
文
を
確
立
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

問
七 

言
語
（
こ
と
ば
）
に
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

本
文
中
の
筆
者
の
考
え
に
沿
っ
て
、「
韻
文
」「
散
文
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、

四
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 
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【
解
答
】 

問
一 
英
語
の
散
文
を
、
理
性
的
表
現
、
明
快
で
論
理
的
表
現
に
す
る
こ
と
。 

（
２
７
字
） 

（
英
語
の
散
文
を
、
事
実
を
の
べ
る
の
に
適
し
た
も
の
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
。） 

（
３
０
字
） 

問
二 

客
観
的
記
述
が
求
め
ら
れ
る
厳
密
な
科
学
論
文
で
、
主
観
的
記
述
で
あ
る
「
で 

あ
ろ
う
」
を
用
い
る
の
は
適
当
で
は
な
い
か
ら
。（
４
９
字
） 

問
三 

「
で
あ
ろ
う
」
は
「
で
あ 

問
四 

ウ 

問
五 

エ 

問
六 

オ 

問
七 

韻
文
の
よ
う
に
主
観
的
な
感
覚
を
表
す
役
割
と
、
散
文
の
よ
う
に
も
の
ご
と
を 

客
観
的
に
と
ら
え
て
伝
え
た
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
た
り
す
る
役
割
。 

（
６
０
字
） 

 


