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〔一〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

私
は
こ
こ
数
年
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
く
ら
い
の
子
ど
も
、
と
き
に
は
未
就
学
児
を
対
象
に
「
演
劇
教
育
」
の
実
践
を
し
て
い
ま
す
。「
演

劇
」
と
「
教
育
」
と
い
う
語
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
と
き
そ
れ
は
、
国
語
教
育
と
か
数
学
教
育
と
い
っ
た
言
葉
の
よ
う
に
「
〇
〇
に
つ
い
て
の

教
育
」
を
必
ず
し
も
表
し
て
い
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
演
劇
の
技
術
を
教
え
込
む
、
と
い
っ
た
よ
う
な
活
動
で
は
な
い
の
で
す
。
端
的

に
言
え
ば
演
劇
教
育
は
多
く
の
場
合
、
各
々
の
身
体
を
用
い
た
濃
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
ル
ー
ル
や
場
を
設
定
す
る
こ

と
で
、
被
教
育
者
た
ち
の
自
発
性
や
、⒜
キ
ョ
ウ
ド
ウ
性
、
あ
る
い
は
「
自
由
」
を
促
す
、
そ
う
い
っ
た
活
動
を
表
し
ま
す
。
現
代
の
―
―
と

限
定
を
つ
け
な
く
て
も
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
―
―
「
子
ど
も
」
と
い
う
存
在
は
、
当
人
た
ち
が
有
し
て
い
る
は
ず
の
本
来
的
な
力
を
抑

圧
さ
れ
て
い
る
た
め
、
演
劇
教
育
に
よ
っ
て
鎖
か
ら
解
放
し
、
子
ど
も
た
ち
の
内
的
想
像
力
、
創
造
力
を
あ
る
が
ま
ま
に
発
揮
さ
せ
よ
う
と

い
う
わ
け
で
す
。

　

私
は
高
校
生
く
ら
い
の
頃
か
ら
、
個
々
人
の
幸
せ
の
た
め
、
そ
し
て
よ
り
良
い
共
同
体
の
た
め
、「
教
育
」
が
重
要
だ
ろ
う
と
考
え
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、「
よ
り
良
い
教
育
」
が
何
な
の
か
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
に
沿
っ
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
の
で
は
な
い
、
し
か
し
教
師
個
人
が
思
う
ま
ま
に
や
っ
て
良
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
九
年
ほ
ど
塾
講

師
を
し
て
い
た
と
き
も
、
生
徒
に
「
必
ず
し
も
受
験
だ
け
が
重
要
じ
ゃ
な
い
」
と
言
い
聞
か
せ
る
な
ど
、⑴
世
に
支
配
的
な
言
説
に
抵
抗
す
る

べ
く
様
々
に
策
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
も
の
の
、
本
当
に
こ
れ
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
と
絶
え
ず
苦
悩
し
て
い
ま
し
た
。

　

一
方
で
私
は
、
俳
優
と
し
て
断
続
的
に
上
演
作
品
の
創
作
に
関
わ
っ
て
き
て
お
り
、
演
劇
の
あ
る
種
神
秘
的
な
力
を
体
感
し
て
い
ま
し

た
。
演
劇
教
育
の
存
在
を
知
っ
た
と
き
、
こ
れ
な
ら
も
し
か
し
た
ら
何
ら
か
の
解
放
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
と
希
望
を
感
じ
、
そ
の
現
場
に

関
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

実
際
、
演
劇
教
育
の
場
は
魅
力
的
に
映
り
ま
す
。
た
と
え
ば
多
く
の
現
場
で
は
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
と
し
て
、
あ
る
い
は
メ
イ
ン
の
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ワ
ー
ク
と
し
て
、「
シ
ア
タ
ー
ゲ
ー
ム
」が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
み
ん
な
で
身
体
や
言
葉
を
使
っ
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
に
遊
ぶ
活
動
の
総
称
で
す
。
も
と
も
と
は
ヴ
ァ
イ
オ
ラ
・
ス
ポ
ー
リ
ン
や
、
ク
ラ
イ
ヴ
・
バ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
英
語
圏
の
演
出
家
た
ち
が

俳
優
の
基
礎
訓
練
と
し
て
考
案
し
た
も
の
が
基
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
「
教
育
」
効
果
に
注
目
が
集
ま
り
、
今
で
は
演
劇
教
育

と
し
て
多
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

シ
ア
タ
ー
ゲ
ー
ム
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、「
誰
で
も
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
ス
ポ
ー
リ
ン
は
、
創
造
的
な
表
現

は
才
能
を
も
っ
た
一
部
の
人
間
に
の
み
許
さ
れ
た
営
為
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
人
間
は
、
自
由
に
ふ
る
ま
っ
て
良
い
と
い
う
安
心

感
や
、
前
の
め
り
に
な
り
す
ぎ
な
い
適
度
な
集
中
力
の
維
持
な
ど
と
い
っ
た
条
件
さ
え
整
え
ば
、
誰
し
も
創
造
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
理
念

を
掲
げ
て
い
る
の
で
す
。

　

な
る
ほ
ど
シ
ア
タ
ー
ゲ
ー
ム
を
通
じ
て
、
普
段
や
ん
ち
ゃ
な
子
も
大
人
し
い
子
も
、
み
ん
な
で
活
発
に
活
動
し
、
と
き
に
極
め
て
独
創
的

と
思
え
る
表
現
が
湧
出
し
て
き
た
り
す
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
大
人
た
ち
は
、
活
動
が
始
ま
る
前
と
後
と
で
子
ど
も
た
ち

の
顔
つ
き
が
違
う
の
を
見
て
、
満
足
そ
う
に
う
な
ず
く
の
で
す
。
演
劇
教
育
こ
そ
、
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
だ
と
確
信
し
て
い
る
人

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
問
題
は
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
詳
し
く
見
て
い
き
ま
す
が
、
演
劇
に
も
教
育
に
も
、
そ
こ
に
固
有
な
暴
力
性
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
根
絶
可
能
な
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
向
き
合
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
き

ま
す
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
演
劇
と
教
育
を
め
ぐ
る
「
暴
力
批
判
論
」
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
自
由
に
つ
い
て

の
思
考
も
、
そ
れ
を
端
緒
と
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

な
お
、
こ
こ
で
主
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
演
劇
教
育
」
は
、
現
代
で
は
多
く
の
場
合
「
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

も
の
を
指
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
演
劇
教
育
」
と
い
う
語
を
積
極
的
に
用
い
て
論
じ
て
い
き
ま
す
。
演
劇
教
育
な
る
も
の
を

根
本
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
演
劇
を
通
じ
て
教
育
を
問
い
直
し
、
自
由
を
め
ぐ
る
新
た
な
思
索
を
開
く
可
能
性
が
見
出
せ
る
か
ら

で
す
。
少
し
ず
つ
歩
み
を
進
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
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教
育
と
い
う
概
念
そ
れ
自
体
を
、
改
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、「
教
え
る
」
と
い
う
意
味
で
の
教
育
が
二
つ
の

意
味
で
失
効
し
つ
つ
あ
る
か
ら
で
す
。

　

一
つ
に
は
、
思
想
的
な
意
味
で
。
教
育
は
少
な
く
と
も
西
洋
の
伝
統
の
中
で
、
目
指
さ
れ
る
べ
き
理
念
を
絶
え
ず
模
索
し
て
き
ま
し
た
。

あ
る
べ
き
社
会
、
あ
る
べ
き
人
間
の
姿
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
向
か
っ
て
い
く
た
め
に
教
育
に
何
が
で
き
る
か
、
と
い

う
こ
と
が
常
に
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
理
念
」
が
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
ず
、「
人
間
」
と
い
う
観
念
す
ら
特

定
の
時
代
に
産
み
出
さ
れ
た
虚
構
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
、
教
育
は
、
何
を
軸
に
歩
み
を
進
め
れ
ば
良
い
の
か
分

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば『
現
代
思
想
』の
よ
う
な
雑
誌
で
教
育
の
特
集
が
組
ま
れ
る
と
き
も
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
入
試
制
度
の
こ
と
で
あ
っ

た
り
、
人
手
不
足
と
い
っ
た
教
育
現
場
で
の
現
実
的
な
問
題
で
あ
っ
た
り
と
、
教
育
行
政
に
関
わ
る
こ
と
ば
か
り
で
、「
教
育
と
は
？
」
と

根
本
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
九
〇
年
前
後
に
は
、
教
育
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
た
め
に
脱
学
校
教
育

の
思
想
も
流
行
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
今
で
は
目
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。「
教
育
」
は
も
は
や
理
念
を
捨
て
、
理
念
を
求
め
る

こ
と
を
や
め
、
目
の
前
の
問
題
の
対
処
に
奔
走
す
る
一
機
関
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
す
ら
見
え
ま
す
。

　

教
育
は
ま
た
、
実
際
的
な
意
味
で
も
失
効
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
教
師
の
質
が⒝
ウ
ン
ヌ
ン
と
か
、
文
科
省
が
お
金
を
出
さ
な
く
て

ウ
ン
ヌ
ン
と
い
っ
た
具
体
的
な
問
題
の
手
前
に
あ
り
ま
す
。
教
育
な
る
も
の
自
体
の
価
値
が
世
間
一
般
で
見
失
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
あ
ら

ゆ
る
パ
ワ
ー
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
言
わ
れ
る
現
代
で
す
が
、⑵
教
育
は
最
も
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
色
を
帯
び
た
営
み
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

子
ど
も
に
対
し
て
パ
ワ
ー
を
働
か
せ
る
こ
と
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
正
当
性
が
あ
る
の
か
と
、
教
育
は
常
に
世
間
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て

い
ま
す
。
実
際
に
そ
う
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
暴
力
的
な
指
導
も
散
見
さ
れ
る
の
が
実
情
で
は
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
パ
ワ
ー
は
パ
ワ
ー

で
も
、
教
育
の
パ
ワ
ー
は
必
要
だ
と
す
る
声
も
ま
だ
大
き
い
で
す
が
、
極
力
パ
ワ
ー
を
縮
減
し
て
い
く
方
向
で
、
様
々
な
教
育
方
法
が
模
索

さ
れ
て
い
ま
す
。
象
徴
的
な
の
は
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
の
新
学
習
指
導
要
領
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
こ
れ
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は
子
ど
も
の
「
主
体
性
」
と
「
キ
ョ
ウ
ド
ウ
セ
イ
」
を
重
視
す
る
授
業
ス
タ
イ
ル
で
す
。
教
師
が
板
書
し
た
こ
と
を
た
だ
書
き
写
す
よ
う
な⑶

受
動
的
な
授
業
ス
タ
イ
ル
で
は
も
う
ダ
メ
だ
、
子
ど
も
た
ち
が
お
の
ず
か
ら
興
味
を
見
出
し
、
自
発
的
に
、
自
由
に
学
び
を
見
出
し
て
い
け

る
よ
う
な
環
境
を
作
る
べ
き
だ
、
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
掲
げ
ら
れ
た
標
語
で
す
。

Ｘ

、
教
師
は
な
る
べ
く
後
景
に
退
い
た
方
が

良
い
、「
教
育
」
―
―
教
え
る
／
学
ぶ
の
非
対
称
性
―
―
は
な
る
べ
く
消
失
し
た
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

教
育
は
、
教
育
者
は
、
子
ど
も
に
対
し
て
「
外
か
ら
」
何
を
す
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
設
定
で
は
思
想
的
な
袋
小
路
に
陥
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
教
育
」
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
「
内
」
に
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
子

ど
も
の
「
内
」
を
、
い
か
に
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
も
と
に
登
場

し
ま
し
た
。

　

教
育
の
こ
の
よ
う
な
現
状
に
は
、
大
き
な
危
う
さ
が
存
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
端
的
に
言
っ
て
子
ど
も
の
「
内
」
を

信
頼
し
て
良
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
の
教
育
法
は
、
本
当
に
パ
ワ
ー
を
遠
ざ
け
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

教
育
社
会
学
者
の
仁
平
典
宏
は
、
現
代
の
教
育
学
に
は
「
フ
ー
コ
ー
・
イ
ン
パ
ク
ト
」、「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
イ
ン
パ
ク
ト
」
と
い
う
二
つ
の

転
換
点
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
フ
ー
コ
ー
は
教
育
が
、
権
力
者
に
と
っ
て
都
合
の
良
い⒞
ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ン
な
主
体
を
生
み
出
す
装
置

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
論
じ
ま
し
た
。
教
室
で
正
面
を
向
い
て
座
ら
さ
れ
て
い
る
生
徒
た
ち
は
、
先
生
に
見
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

か
ら
と
自
ら
を
律
し
ま
す
。
こ
の
と
き
生
徒
た
ち
は
、
自
己
反
省
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ま
っ
と
う
な
人
間
と
し
て
自
己
を
形
成
し
て
い
く
。

こ
れ
が
フ
ー
コ
ー
の
言
う
「
規
律
訓
練
型
権
力
」
で
す
。
権
力
者
か
ら
す
る
と
、
一
人
一
人
に
直
接
眼
差
し
を
向
け
な
く
て
良
い
、
言
葉
を

投
げ
か
け
な
く
て
良
い
、
た
だ
教
壇
と
い
う
一
段
高
い
と
こ
ろ
か
ら
「
お
前
た
ち
を
い
つ
で
も
見
て
い
る
（
か
も
し
れ
な
い
）
ぞ
」
と
い
う

態
度
を
と
っ
て
い
れ
ば
良
い
の
で
、
効
率
的
で
す
。
近
代
的
な
教
育
シ
ス
テ
ム
の
こ
の
よ
う
な
権
力
構
造
の
も
と
で
、
人
間
主
体
は「
生
産
」

さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
フ
ー
コ
ー
・
イ
ン
パ
ク
ト
に
晒
さ
れ
た
教
育
学
は
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
く
ら
い
に
か
け
て
、
脱
学
校
教
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育
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
時
期
の
教
育
学
で
は
常
識
と
な
っ
た
フ
ー
コ
ー
の
近
代
学
校
教
育
批
判
で
す
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
こ
で
扱
わ
れ
た
権
力
の
あ
り
方
が

既
に
古
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
断
じ
ま
し
た
。
効
率
的
に
見
え
た
監
視
シ
ス
テ
ム
で
し
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や⒟
ゼ
イ
ジ
ャ
ク
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
人
間
は
そ
う
簡
単
に
自
己
反
省
な
ど
し
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
新
た
な
権
力
の
形
態

は
、
教
室
の
よ
う
な
隔
離
さ
れ
た
空
間
で
個
々
人
の
自
律
を⒠
ジ
ョ
ウ
ジ
ュ
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
放
棄
し
ま
す
。
社
会
の
い
た
る
と
こ
ろ

で
、
人
々
の
動
き
を
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
把
握
し
管
理
す
る
方
が
、
権
力
者
に
と
っ
て
は
効
率
が
良
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
⑷

こ
の
と
き
、
人
の
内
面
は
ど
う
で
も
良
い
も
の
と
な
り
ま
す
。
人
が
何
を
考
え
、
ど
う
い
う
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
は
も
は
や
重
要
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
が
道
徳
的
に
問
題
を
抱
え
て
い
た
と
し
て
も
、
権
力
者
＝
管
理
者
か
ら
す
れ
ば
当
人
が
犯
罪
行
為
を
し
な
け
れ
ば
そ

れ
で
良
い
の
で
す
。
飲
酒
運
転
の
件
数
を
減
ら
す
た
め
に
は
、「
飲
ん
だ
ら
乗
る
な
」
と
説
く
の
で
は
な
く
、「
そ
こ
か
し
こ
で
検
問
し
て
い

る
（
か
も
し
れ
な
い
）
ぞ
」
と
自
律
を
促
す
の
で
も
な
く
、
単
に
呼
気
中
に
一
定
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
を
検
出
し
た
ら
車
が
そ
も
そ
も

動
か
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
し
ま
え
ば
良
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
か
ら
す
れ
ば
、
支
配
の
技
術
と
し
て
の
学
校
教

育
に
は
も
は
や
あ
ま
り
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
権
力
者
が
問
題
に
す
る
の
は
、
人
間
の
身
体
を
い
か
に
直
接
、
物
理
的
に
管
理
す
る
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
権
力
の
形
態
は
日
本
で
は
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
東
浩
紀
に
よ
っ
て
「
環
境
管
理
型
権
力
」
と
呼
ば
れ
、
広
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
う
け
て
、
教
育
学
は
再
び
公
教
育
の
重
要
性
を
説
き
始
め
ま
す
。
人
間
の
人
間
性
を
失
わ
な
い
た
め
に
、

い
か
な
る
教
育
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
フ
ー
コ
ー
・
イ
ン
パ
ク
ト
を
経
由
し
て
い
る
教
育
学
は
、
そ
う
簡
単
に
人
間
主
体
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
と
い
う
観
念
自
体
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
時
代
に
、
改
め
て
い
か
に
人
間
を
考
え
る
か
。
現
代

の
教
育
を
め
ぐ
る
争
点
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
す
。

（
渡
辺
健
一
郎
「
演
劇
教
育
を
め
ぐ
る
自
由
と
暴
力
」
に
よ
る
）
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問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ｘ

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

し
か
る
に　
　
　

イ　

だ
か
ら
こ
そ　
　
　

ウ　

す
な
わ
ち　
　
　

エ　

な
ぜ
な
ら

問
３　

傍
線
部
⑴
「
世
に
支
配
的
な
言
説
」
に
つ
い
て
以
下
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
１
）　

こ
の
具
体
例
と
し
て
同
じ
段
落
内
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
を
十
字
程
度
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

（
２
）　

こ
れ
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
を
、
こ
れ
よ
り
後
の
部
分
か
ら
十
字
程
度
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑵
「
教
育
は
最
も
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
色
を
帯
び
た
営
み
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
本
文
中
の
語
句
を

用
い
て
二
十
字
程
度
で
答
え
な
さ
い
。
そ
の
際
、「
権
力
」
と
い
う
語
句
を
必
ず
用
い
る
こ
と
。

問
５　

傍
線
部
⑶
「
受
動
」
の
対
義
語
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。
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問
６　

傍
線
部
⑷
「
こ
の
と
き
、
人
の
内
面
は
ど
う
で
も
良
い
も
の
と
な
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次

の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

個
々
人
の
倫
理
や
道
徳
で
は
な
く
、
人
々
の
行
動
の
是
非
の
み
を
問
題
に
す
れ
ば
良
い
か
ら
。

イ　

人
々
に
自
律
を
促
す
の
で
は
な
く
、
よ
り
強
引
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
押
し
付
け
れ
ば
良
い
か
ら
。

ウ　

教
室
空
間
の
み
で
の
管
理
を
放
棄
し
、
社
会
全
体
で
人
々
を
相
互
に
管
理
さ
せ
れ
ば
良
い
か
ら
。

エ　

よ
り
効
率
的
で
確
実
性
の
高
い
監
視
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
そ
れ
を
活
用
す
れ
ば
良
い
か
ら
。

問
７　

本
文
の
内
容
と
し
て
正
し
く
な
い
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア 　

演
劇
教
育
は
一
見
す
る
と
自
由
で
創
造
的
だ
が
、
教
え
る
側
と
教
わ
る
側
の
間
に
は
常
に
パ
ワ
ー
の
不
均
衡
が
存
在
す
る
。

イ 　
「
教
え
る
」
と
い
う
意
味
で
の
教
育
は
二
つ
の
意
味
で
失
効
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
脱
学
校
教
育
の
思
想
が
流

行
し
た
。

ウ 　

フ
ー
コ
ー
は
、
教
師
が
監
視
す
る
こ
と
で
生
徒
た
ち
が
自
己
反
省
し
、
権
力
者
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
人
間
と
し
て
形
成
さ
れ
る

と
考
え
た
。

エ 　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
人
間
の
内
面
で
は
な
く
身
体
を
直
接
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
力
形
態
を
問
題
化
し
、
支
配
の
技
術
と
し
て
の
公

教
育
の
限
界
を
指
摘
し
た
。
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〔二〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

日
本
語
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、
現
代
の
私
た
ち
は
、
過
去
の
人
々
の
大
変
な
努
力
を
知
ら
ず
に⒜
享
受
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き

ま
す
。
最
も
す
ば
ら
し
い
過
去
か
ら
の
贈
り
物
は
、
日
本
語
の
文
章
で
す
。
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
採
用
し
、
言
文
一
致
を
完
成
さ
せ
て
あ

る
の
で
す
。

　

平
安
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
の
文
章
を
こ
こ
ろ
み
、
そ
の
な
か
で
最
も
優
れ
て
い
る
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
明
治
時
代
に
採
用
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
現
代
人
は
、
漢
字
か
な
交
じ
り
文
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
過
去
の
人
々
の
英
知
の
賜
物
な
の

で
す
。
漢
字
か
な
交
じ
り
文
が
優
れ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
こ
ん
な
特
色
も
あ
り
ま
す
。
語
と
語
と
の

間
を
切
ら
ず
に
書
け
る
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
、
英
語
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

M
y father is ill in bed.

　

語
と
語
の
間
に
は
、
必
ず
空
白
が
入
り
ま
す
。
こ
れ
を
日
本
語
の
漢
字
か
な
交
じ
り
文
で
書
い
て
み
ま
す
。「
父
は
病
気
で
寝
て
い
る
。」

と
な
っ
て
、
語
と
語
の
間
に
は
空
白
が
入
り
ま
せ
ん
。
世
界
で
最
も
体
系
的
に
作
ら
れ
て
い
る
ハ
ン
グ
ル
も
、
世
界
で
最
も
簡
素
な
文
字
体

系
の
ロ
ー
マ
字
も
、
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
で
通
用
し
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア
文
字
も
、
す
べ
て
文
章
を
書
く
時
に
は
、
語
と
語
の
間
に
空
白
を
入
れ

て
書
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
同
じ
種
類
の
文
字
が
続
く
た
め
に
、
語
の
切
れ
目
が
分
か
り
に
く
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
漢
字
か
な

交
じ
り
文
は
、
異
種
類
の
文
字
で
構
成
さ
れ
る
た
め
に
、
切
れ
目
を
入
れ
な
く
て
も
、
一
目⒝
瞭
然
。
さ
ら
に
、
句
読
点
を
併
用
す
れ
ば
、

わ
か
り
や
す
い
こ
と
こ
の
上
な
し
で
す
。

　

Ａ

、
書
く
べ
き
文
章
は
、
話
し
言
葉
と
一
致
さ
せ
て
あ
る
。
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
が
違
っ
て
い
る
と
、
書
く
た
め
に
必
要
な
語

や
言
い
回
し
を
別
に
学
ば
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
文
章
を
書
く
こ
と
の
で
き
る
人
間
が
今
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
書
き
言
葉
が
話
し
言
葉
と
違
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
思
い
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
思
っ
た
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通
り
に
話
し
言
葉
で
書
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
血
の
通
っ
た
文
章
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
話
す
言
葉
を
存
分
に
使
え
る
文
章

で
、
世
界
の⒞
傑
作
の
一
つ
『⑴
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。⑵
話
す
言
葉
で
文
章
が
書
け
る
と
い
う
こ
と
が
、

優
れ
た
文
学
作
品
の
誕
生
に
い
か
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
か
が
分
か
り
ま
す
。
現
代
人
は
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
傑
作
を
生
み
出
せ

る
可
能
性
を
手
に
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

Ｂ

、
油
断
を
す
る
と
、
書
き
言
葉
は
つ
ね
に
話
し
言
葉
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
前
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
書
き
言
葉
は
、
話

し
言
葉
と
違
っ
て
、

Ｘ

的
で
す
。
古
い
形
を
い
つ
ま
で
も
保
ち
続
け
る
性
質
が
あ
り
ま
す
。
絶
え
ず
変
化
し
て
い
く
話
し
言
葉
に
つ

い
て
ゆ
け
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
用
心
し
て
い
な
い
と
、
話
し
言
葉
と
の
間
に
大
き
な
ズ
レ
を
生
じ
、
話
し
言
葉
と
は
違
っ
た
書
き
言

葉
独
自
の
体
系
を
作
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
私
た
ち
は
も
う
一
度
そ
の
ズ
レ
を
修
正
す
る
た
め
に
言
文
一
致
運
動
を
展
開
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
長
い
時
間
を
か
け
て
昔
の
日
本
人
が
勝
ち
取
っ
た
言
文
一
致
の
成
果
を
大
事
に
し
た
い
、
そ
う

思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
文
字
と
語
彙
に
関
し
て
は
、
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
人
は
、
日
本
語
を
と
に
も
か
く
も
文
字
で
書
き
表
そ
う
と
し
て
、
お
隣
の
文
化
国
家
で
あ
る
中
国
か
ら
漢
字
を
借
り
入
れ
て
き
ま
し

た
。⑶
漢
字
を
借
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
は
豊
か
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
煩
雑
さ
も
背
負
い
込
み
ま
し
た
。

　

豊
富
な
証
拠
は
、
微
妙
な
意
味
の
差
を
漢
字
で
書
き
表
せ
る
こ
と
で
す
。「
な
く
」
と
い
う
語
を
漢
字
で
書
こ
う
と
す
る
時
、「
泣
く
」「
啼

く
」「
鳴
く
」
の
ど
れ
を
使
う
か
に
よ
っ
て
、
細
か
な
意
味
の
違
い
を
表
せ
る
の
で
す
。「
あ
う
」
も
、「
合
う
」「
会
う
」「
逢
う
」「
遭
う
」「
遇

う
」
の
ど
れ
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
出
せ
ま
す
。「
か
な
し
い
」
だ
っ
て
、「
悲
し
い
」
と
書
く
か
、「
哀
し
い
」
と

す
る
か
で
意
味
合
い
の
違
い
を
表
せ
る
。「
あ
た
た
か
い
」
も
、「
温
か
い
」「
暖
か
い
」
か
ら
選
ん
で
微
妙
な
意
味
の
違
い
を
出
せ
る
。

　

こ
ん
な⒟
潤
沢
さ
を
享
受
で
き
る
の
で
す
が
、
一
方
で
は
、
か
な
り
の
知
識
人
で
も
漢
字
が
読
め
な
い
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
漢
字
一
字
に
多
く
の
読
み
を
与
え
す
ぎ
て
い
ま
す
。
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今
度
は
、「
行
」
と
い
う
漢
字
を
例
に
し
て
見
ま
す
。
ま
ず
は
、「
行ぎ
ょ
う
じ
ゃ者

」
に
見
る
よ
う
な
「
ギ
ョ
ウ
」
と
い
う
音
を
中
国
か
ら
受
け
入

れ
ま
し
た
。
こ
の
漢
字
に
当
た
る
訓
読
み
と
し
て
、
最
初
は
「
ゆ
く
」「
あ
る
く
」「
さ
る
」「
に
ぐ
」「
め
ぐ
る
」「
つ
ら
ぬ
」「
お
こ
な
う
」「
つ

と
む
」「
あ
や
ま
る
」「
は
な
つ
」、「
わ
ざ
」「
し
わ
ざ
」
な
ど
の
た
く
さ
ん
の
読
み
を
与
え
て
い
ま
す
。
中
国
語
で
は
、
一
単
語
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
「
行
」
の
字
に
対
す
る
訓
読
み
と
し
て
、
ど
れ
も
可
能
な
の
で
す
。
平
安
時
代
末
期
の
辞
書
『
類る

い
じ
ゅ
う
み
ょ
う
ぎ
し
ょ
う

聚
名
義
抄
』
に
は
、
も
っ

と
多
く
の
訓
読
み
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
中
国
語
に
ぴ
っ
た
り
と
意
味
の
一
致
し
た
日
本
語
な
ど
、
存
在
す
る
方
が
ま
れ
で

す
。
訓
読
み
は
、
意
味
の
近
い
日
本
語
を
あ
て
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
何
種
類
も
の
訓
読
み
が
出
来
て
し
ま
い
ま
す
。
さ
す
が
に
こ
れ
ほ
ど

多
数
の
訓
読
み
が
で
き
る
の
は
不
便
で
す
か
ら
、
こ
の
後
整
理
さ
れ
て
、
現
在
で
は
、「
お
こ
な
う
」「
ゆ
く
」「
い
く
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
三
種
類
は
あ
り
ま
す
。

　

Ｃ

、
音お
ん

の
方
も
問
題
で
す
。
最
初
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
「
行
者
」
の
「
ギ
ョ
ウ
」
の
音
の
ほ
か
に
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か

け
て
、
中
国
か
ら
、「
孝こ
う
こ
う行

」
な
ど
の
語
に
見
る
「
コ
ウ
」
と
い
う
音
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
日
本
人
は
、
そ
れ
も
受
け
入
れ
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、「
行あ
ん
ど
ん灯

」
な
ど
の
語
に
見
る
「
ア
ン
」
の
音
も
受
け
入
れ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
行
」
に
は
、「
ギ
ョ
ウ
」「
コ

ウ
」「
ア
ン
」
の
三
種
類
の
音
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
音
読
み
と
訓
読
み
を
あ
わ
せ
る
と
、
現
在
で
も
、
六
種
類
の
読
み
方
が
「
行
」
一
字

に
つ
い
て
存
在
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

　

Ｄ

、「
行
火
」な
ど
の
語
が
出
て
く
る
と
、
そ
の
語
を
知
ら
な
い
限
り
、「
ギ
ョ
ウ
カ
」「
コ
ウ
カ
」な
ど
と
読
ん
だ
り
、
あ
げ
く
は「
ゆ

く
ひ
」「
お
こ
な
う
ひ
」
な
ど
と
読
ん
で
み
る
。
な
か
な
か
正
解
の
「
ア
ン
カ
」
に
は
辿
り
つ
か
な
い
。
漢
字
が
読
め
な
い
と
い
う
事
態
が

お
こ
り
や
す
い
原
因
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
一
漢
字
に
幾
通
り
も
の
読
み
方
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
よ
そ
の
国
の
文
字
を
受

け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
豊
か
さ
と
同
時
に
た
く
さ
ん
の
込
み
入
っ
た
問
題
を
も
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
日
本
人
自
身
、
煩
雑
さ
に
馴
れ
、
そ
れ
を
愛
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
り
ま
す
。
人
名
を
思
い
出
し
て

く
だ
さ
い
。
人
名
は
、
日
本
で
は
、
漢
字
の
音
読
み
・
訓
読
み
と
は
無
関
係
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
普
通
の
音
読
み
・
訓
読
み
の
範
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囲
で
名
づ
け
て
も
ら
え
ば
、
比
較
的
困
ら
ず
に
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
で
も
、「
幸
子
」
と
出
て
く
る
と
、「
さ
ち
こ
」
か
「
ゆ
き
こ
」

か
と
悩
み
、「
裕
子
」
と
出
て
く
る
と
、「
ゆ
う
こ
」
か
「
ひ
ろ
こ
」
か
考
え
ま
す
。
私
は
、
学
生
の
出
席
を
取
る
と
き
に
、
読
み
誤
り
を
し

な
い
よ
う
に
心
し
て
呼
び
ま
す
。
名
前
を
間
違
え
て
呼
ば
れ
る
ほ
ど
嫌
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

　
⒠

暫
く
前
に
、
私
は
日
本
人
の
赤
ち
ゃ
ん
の
名
前
の
調
査
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ス
テ
キ
な
字
面
な
の
で
す
が
、
ど
う
に
も

読
め
な
い
名
前
が
多
く
て
ま
い
り
ま
し
た
。
次
に
そ
の
一
例
を
か
か
げ
ま
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　

星
凛　
　
　

栞
妃　
　
　

清
楓　
　
　

聖
瑛　
　
　

明
良
向　
　
　

風
空
土　
　
　

葵
玲　
　
　

和
奏　
　
　

風
水

　
「
あ
か
り
」「
れ
ん
り
」「
さ
や
か
」「
あ
き
ら
」「
あ
ら
し
」「
ふ
あ
ど
」「
き
り
ん
」「
わ
か
な
」「
か
ず
い
」
で
す
。
も
の
す
ご
く
綺
麗
な

字
面
で
す
。
で
も
、
フ
リ
ガ
ナ
が
な
い
か
ぎ
り
読
め
ま
せ
ん
。
本
人
も
、
恐
ら
く
こ
れ
か
ら
何
百
回
も
自
分
の
名
前
の
読
み
方
を
説
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
か
な
り
苦
痛
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
自
身
、
外
国
人
に
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
日
本
人
は
、
識
字
率
が
世
界
の
ト
ッ
プ
な
の
に
、
何
で
漢
字
が
読
め
な
い

の
で
す
か
？　

日
本
人
の
名
前
す
ら
読
め
な
い
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」
と
追
及
さ
れ
た
の
で
す
。⑷
日
本
の
複
雑
な
表
記
事
情
を
説

明
し
、
読
め
な
い
理
由
を
分
か
っ
て
も
ら
う
の
が
大
変
で
し
た
。

　

漢
字
の
読
み
方
の
豊
か
さ
と
煩
雑
さ
。
こ
れ
を
ど
う
折
り
合
い
を
付
け
て
、
日
本
語
の
表
記
を
効
率
化
し
て
い
く
の
か
。
そ
ろ
そ
ろ
、
本

格
的
に
考
え
て
み
る
べ
き
時
期
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
代
語
な
ら
、
フ
リ
ガ
ナ
な
し
で
読
め
る
日
本
語
に
し
て
み
る
努
力
を
、
ま
ず
は
す
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

文
字
の
問
題
と
並
ん
で

Ｙ

も
、
豊
か
で
あ
る
と
い
う
長
所
と
そ
の
反
面
多
す
ぎ
て
困
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
込
ん
で
現
在
に
至
り

ま
す
。
日
本
語
に
は
、
日
本
民
族
の
も
と
も
と
使
っ
て
い
た
和
語
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
江
戸
時
代
ま
で
影
響
を
受
け
つ
づ
け
た
中
国
か

ら
の
漢
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
え
、
室
町
時
代
末
期
か
ら
入
り
始
め
た
外
来
語
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
明
治
時
代
に
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
日
本
人
が
作
り
出
し
た
大
量
の
漢
語
が
加
わ
り
ま
し
た
。
最
近
で
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は
、
欧
米
か
ら
多
量
の
外
来
語
が
流
れ
込
ん
で
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
語
で
は
一
つ
の
こ
と
を
言
う
の
に
、
少
な
く
と
も
、
三
系

統
の
言
い
方
が
あ
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｅ

、「
や
ど
や
」「
旅
館
」「
ホ
テ
ル
」。
少
し
ず
つ
意
味
合
い
が
違
っ
て
い
ま
す
よ

ね
。「
口
づ
け
」「
接
吻
」「
キ
ス
」。
同
じ
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
や
は
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
い
ま
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
一
つ
の
こ
と
を
言
う

の
に
、
三
系
統
の
言
い
方
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
語
彙
が
潤
沢
な
証
拠
で
す
。

（
山
口
仲
美
『
日
本
語
の
歴
史
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
漢
字
を
平
仮
名
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ａ

〜

Ｅ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
〜
キ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
記

号
は
一
度
し
か
使
え
な
い
も
の
と
す
る
。

ア　

で
も　
　
　
　
　

イ　

さ
て　
　
　
　
　

ウ　

な
ら
び
に　
　
　

エ　

た
と
え
ば

オ　

そ
も
そ
も　
　
　

カ　

で
す
か
ら　
　
　

キ　

そ
の
う
え

問
３　

空
欄

Ｘ

・

Ｙ

に
入
る
適
当
な
語
句
を
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。

Ｘ

は
文
脈
か
ら
考
え
て
書
き
、

Ｙ

は
本
文

中
よ
り
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑴
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
名
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。
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問
５　

傍
線
部
⑵
「
話
す
言
葉
で
文
章
が
書
け
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
本
文
中
で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
、
本
文
中
よ
り

漢
字
四
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑶
「
漢
字
を
借
り
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
語
は
豊
か
に
な
っ
た
と
同
時
に
、
煩
雑
さ
も
背
負
い
込
み
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
を
別
の
表
現
で
言
い
表
し
て
い
る
箇
所
を
、
本
文
中
よ
り
四
十
五
字
程
度
で
抜
き
出
し
、「
と
い
う
こ
と
」
に
続
く
よ
う
に
答
え

な
さ
い
。

問
７　

傍
線
部
⑷
「
日
本
の
複
雑
な
表
記
事
情
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
具
体
的
に
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
簡
潔
に

説
明
し
な
さ
い
。
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以
下
余
白
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