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一　

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

　

近
代
に
お
け
る
正
義
と
い
う
と
、「
人
権
と
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ぶ
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
近
代
的
な
正
義
の
本

質
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　

近
代
は
、
市
場
経
済
が
広
く
展
開
し
、
交
易
の
中
心
地
と
し
て
の
「
都
市
」
が
発
展
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
。
中
世
は

１

的
な
農
村
社
会
で
あ
り
、
人
々
が
村
や
家
で
果
た
す
べ
き
役
割
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
た
（①

こ①

の
点
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
日
本

も
か
な
り
よ
く
似
て
い
る
。
た
と
え
ば
長
男
が
土
地
を
受
け
つ
ぐ
、
な
ど
）。
し
か
し
市
場
経
済
と
都
市
に
お
い
て
は

２

な
職

業
が
成
立
す
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
人
は
自
分
の
職
業
を
〝
選
ぶ
〟
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
そ
こ
に
、「
自
分
の
意
志

で
自
分
の
人
生
を
決
め
た
い
」
と
い
う
自
由
の
要
求
が
芽
生
え
て
く
る
。
こ
の
自
由
の
観
念
か
ら
、
近
代
的
な
正
義
の
二
つ
の
柱
で

あ
る
人
権
と
民
主
主
義
と
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
。

　

ま
ず
、
自
由
が
ど
ん
な
人
で
も
も
つ
「
権
利
」
と
し
て
広
く
社
会
的
に
シ①

ョ
ウ
認
さ
れ
る
と
、
そ
れ
が
人
権
と
な
る
。
憲
法
の
最

重
要
点
と
し
て
「
人
権
の
尊
重
」
と
い
う
こ
と
が
置
か
れ
、
そ
の
具
体
的
な
コ②

ウ
目
と
し
て
、
職
業
選
択
、
婚
姻
、
思
想
信
条
の
自

由
な
ど
が
書
き
込
ま
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
出
自
や
身
分
や
宗
教
や
思
想
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
の
基
本
法
を
守
る
か
ぎ
り
だ
れ
も

が
人
権
を
も
ち
、
そ
の
限
り
で
対
等
で
あ
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
徹
テ③

イ
し
た
考
え
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
成
立
し
て
い
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
近
代
以
前
の
社
会
で
は
、
出
身
地
・
身
分
・
宗
教
な
ど
に
よ
る
差
別
は
き
わ
め
て
強
コ④

で
あ
る
。
そ
の
差
別
感
を
超

え
出
て
「
ど
ん
な
人
に
も
血
が
通
っ
て
い
て
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
し
て
生
き
て
い
る
同
じ
人
間
な
の
だ
」
と

い
う
感
受
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
権
」
と
い
う
制
度
は
成
立
す
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
感
受
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

キ
リ
ス
ト
教
の
「
ど
ん
な
人
で
も
神
の
子
だ
」
と
い
う
思
想
の
影
キ⑤

ョ
ウ
を
挙
げ
る
人
も
い
る
が
、
や
は
り
重
要
な
の
は
市
場
経
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済
の
発
展
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
人
々
が
広
く
交
流
す
る
よ
う
に
な
る
と
、出
自
に
関
わ
り
な
く
だ
れ
も
が
「
同
じ
人
間
」

で
あ
る
と
い
う
実
感
が
広
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
階
層
的
な
［　
ａ　

］
が
増
し
て
貧
し
い
人
で
も
商
売
で
成
功
し
て
豊
か
に
な

る
例
が
出
て
く
れ
ば
「
貴
族
だ
っ
て
先
祖
が
た
ま
た
ま
成
り
上
が
っ
た
だ
け
だ
」
と
思
う
人
が
出
て
く
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
ま

た
、
商
売
の
取
引
の
上
で
は
貴
族
も
平
民
も
同
じ
人
間
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
商
売
相
手
に
貴き

賤せ
ん

は
な
い
）
こ
と
や
、
さ
ら
に
書

物
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
発
展
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
人
た
ち
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
「
人
権
の
尊
重
は
［　

ｂ　

］
に
お
け
る
ロ
ー
カ
ル
な
正
義
で
あ
っ
て
、
決
し
て
普
遍
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
と

い
う
意
見
が
あ
る
が
、
ぼ
く
は
そ
れ
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
市
場
経
済
が
一
般
化
し
て
く
れ
ば
、「
自
分
の
好
き
な

［　
ｃ　

］
を
選
び
た
い
・
自
分
の
好
き
な
人
と
結
婚
し
た
い
・
自
分
の
い
い
た
い
こ
と
を
い
い
た
い
」
と
い
う
自
由
の
要
求
が
生

ま
れ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
だ
。
イ
ス
ラ
ム
圏
に
お
い
て
も
、
市
場
経
済
が
展
開
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
自
由
の
権
利
へ
の
要
求
は
ま

す
ま
す
強
く
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

こ
の
人
権
と
い
う
近
代
の
正
義
は
、
個
々
人
の
意
志
決
定
の
自
由
を
他
者
の
自
由
を
損
な
わ
な
い
か
ぎ
り
で
「
最
大
限
に
」
認
め

よ
う
と
す
る
点
と
、①

そ１

れ
を
身
分
や
民
族
や
宗
教
に
か
か
わ
ら
ず
社
会
の
成
員
の
「
ど
ん
な
人
に
も
」
認
め
よ
う
と
す
る
点
で
、
近

代
以
前
の
正
義
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ２

れ
が
近
代
以
前
の
正
義
と
ま
っ
た
く
断
絶
し
た
も
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で

は
な
い
だ
ろ
う
。〈
Ａ
〉

　

近
代
以
前
の
社
会
に
お
い
て
も
、
そ
の
成
員
一
人
ひ
と
り
に
一
定
の
「
裁
量
の
範
囲
」（
自
由
に
や
っ
て
よ
い
範
囲
）
が
与
え
ら

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
近
代
に
な
る
と
、
そ３

の
範
囲
が
市
場
経
済
と
い
う
環
境
の
な
か
で
大
き
く
広
げ
ら
れ
、
か
つ
、
国
家
の
正

式
な
メ
ン
バ
ー
（
成
員
）
の
範
囲
も
次
第
に
広
げ
ら
れ
て
い
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
Ｂ
〉

　

さ
て
、
近
代
の
正
義
の
も
う
一
つ
の
柱
が
「
民
主
主
義
」、
つ
ま
り
「
自
分
た
ち
で
決
め
た
ル
ー
ル
に
自
分
た
ち
で
従
う
」
と
い
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う
自
治
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
か
。

　

近
代
以
前
の
ル
ー
ル
や
政
策
は
神
聖
な
権
威
を
も
つ
者
（
王
）
が
決
定
し
て
人
々
は
そ
れ
に
従
う
、
と
い
う
形
を
と
る
の
が
普
通

だ
っ
た
。
何
が
必
要
な
ル
ー
ル
か
を
め
ぐ
る
争
い
を
避
け
る
た
め
に
は
、
一
人
の
神
聖
な
権
威
を
も
つ
最
終
決
定
者
を
決
め
て
お
く

の
が
都
合
が
よ
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。〈
Ｃ
〉

　

し
か
し
近
代
に
な
る
と
、
一
人
ひ
と
り
が
自
由
な
主
体
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、「［　

ｄ　

］
で
き
な
い
法
律
に
は

従
い
た
く
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
必
然
的
に
、民
主
主
義
的
な
意
志
決
定
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

［　
ｅ　

］
メ
ン
バ
ー
が
平
和
共
存
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
と
は
何
か
、
が
議
論
さ
れ
た
う
え
で
、
納
得
の
う
え
で
決
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
と
そ
こ
で
の
ル
ー
ル
や
政
策
は
成
員
の
平
和
共
存
（
と
外
敵
か
ら
の
防
衛
）
の
た
め
に
あ
る
と
い

う
こ
と
が
明
確
に
〝
自
覚
〟
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
ル
ー
ル
の
正
し
さ
の
根
拠
も
あ
る
。
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
近②

代
以
前
と
異

な
っ
て
、
正
義
の
根
拠
が
成
員
に
〝
洞
察
〟
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

（
西に
し　

研け
ん

『
哲
学
の
練
習
問
題
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

問
一　

傍
線
①
〜
⑤
に
入
る
最
も
適
当
な
漢
字
を
選
ん
で
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

①
シ
ョ
ウ
認　
　

ア　

証　
　
　

イ　

称　
　
　

ウ　

賞　
　
　

エ　

承

　
　
　
　

②
コ
ウ
目　
　
　

ア　

項　
　
　

イ　

稿　
　
　

ウ　

構　
　
　

エ　

綱

　
　
　
　

③
徹
テ
イ　
　
　

ア　

定　
　
　

イ　

低　
　
　

ウ　

呈　
　
　

エ　

底

　
　
　
　

④
強
コ　
　
　
　

ア　

誇　
　
　

イ　

個　
　
　

ウ　

固　
　
　

エ　

枯

　
　
　
　

⑤
影
キ
ョ
ウ　
　

ア　

教　
　
　

イ　

境　
　
　

ウ　

鏡　
　
　

エ　

響
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問
二　

空
欄

１

、

２

に
入
る
最
も
適
当
な
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

ア　

自
給
自
足　
　
　

イ　

自
業
自
得　
　
　

ウ　

自
問
自
答　
　
　

エ　

自
由
自
在

　
　
　
　

オ　

多
芸
多
才　
　
　

カ　

多
事
多
端　
　
　

キ　

多
種
多
様　
　
　

ク　

多
情
多
恨

問
三　

次
の
文
は
、
文
中
の
〈
Ａ
〉
か
ら
〈
Ｃ
〉
の
ど
こ
に
入
る
か
、
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

そ
し
て
、
ル
ー
ル
の
正
し
さ
も
神
聖
な
権
威
に
由
来
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

問
四 　

二
重
傍
線
部
１
「
そ
れ
」
２
「
そ
れ
」
３
「
そ
の
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
当
な
語
句
を
選
ん
で
符

号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

１　

そ
れ

　
　
　
　
　
　
　

ア　

権
利
へ
の
要
求　
　
　

イ　

近
代
の
正
義　
　
　

ウ　

意
志
決
定
の
自
由　
　
　

エ　

他
者
の
自
由

　
　
　
　

２　

そ
れ

　
　
　
　
　
　
　

ア　

権
利
へ
の
要
求　
　
　

イ　

近
代
の
正
義　
　
　

ウ　

意
志
決
定
の
自
由　
　
　

エ　

他
者
の
自
由

　
　
　
　

３　

そ
の

　
　
　
　
　
　
　

ア　

裁
量
の　
　
　
　
　
　

イ　

成
員
の　
　
　
　
　

ウ　

正
義
の　
　
　
　
　
　
　

エ　

社
会
の

問
五　

空
欄
ａ
〜
ｅ
に
入
れ
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
語
句
を
選
び
、
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
ａ　

ア　

平
等
性　
　
　
　
　

イ　

流
動
性　
　
　

ウ　

革
新
性　
　
　

エ　

継
続
性

　
　
　
　

ｂ　

ア　

イ
ス
ラ
ム
圏　
　
　

イ　

日
本　
　
　
　

ウ　

農
村
社
会　
　

エ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
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ｃ　

ア　

意
見　
　
　
　
　
　

イ　

職
業　
　
　
　

ウ　

人
生　
　
　
　

エ　

身
分

　
　
　
　

ｄ　

ア　

決
定　
　
　
　
　
　

イ　

制
定　
　
　
　

ウ　

納
得　
　
　
　

エ　

判
断

　
　
　
　
ｅ　

ア　

権
威
の
あ
る　
　
　

イ　

貴
族
的
な　
　

ウ　

対
等
な　
　
　

エ　

有
力
な

問
六　

波
線
部
①
の
「
こ
の
点
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

ア　

近
代
に
な
っ
て
市
場
経
済
が
広
く
展
開
し
た
こ
と

　
　
　
　

イ　

交
易
の
中
心
と
し
て
「
都
市
」
が
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と

　
　
　
　

ウ　

人
々
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
た
こ
と

　
　
　
　

エ　

人
権
と
民
主
主
義
の
考
え
が
生
ま
れ
た
こ
と

問
七　

波
線
部
②
の
「
近
代
以
前
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

ア　

神
聖
な
権
威
を
持
つ
王
が
す
べ
て
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
時
代

　
　
　
　

イ　

社
会
の
ル
ー
ル
を
権
威
者
が
決
め
、
メ
ン
バ
ー
が
従
っ
て
い
た
時
代

　
　
　
　

ウ　

社
会
の
中
で
の
人
々
の
役
割
が
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
い
た
時
代

　
　
　
　

エ　

出
身
地
・
身
分
・
宗
教
な
ど
に
よ
る
差
別
が
強
か
っ
た
時
代

問
八　

文
中
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
ん
で
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

ア　

意
志
決
定
の
自
由
は
、
時
代
を
問
わ
ず
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

イ　

近
代
の
正
義
と
近
代
以
前
の
正
義
と
は
、
完
全
に
断
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
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ウ　

市
場
経
済
の
発
展
か
ら
、
自
由
の
要
求
が
生
ま
れ
る
。

　
　
　
　

エ　

自
由
な
主
体
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
な
い
者
に
は
、
社
会
の
成
員
の
資
格
が
な
い
。

　
　
　
　

オ　

人
権
の
成
立
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割
が
最
も
重
要
で
あ
る
。

二　

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
一　

①
〜
⑩
の
熟
語
の
反
対
語
を
、
ア
〜
コ
の
中
か
ら
選
び
、
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

①
類
似　
　

②
脱
退　
　

③
膨
張　
　

④
束
縛　
　

⑤
容
易

　
　
　
　

⑥
独
立　
　

⑦
軽
率　
　

⑧
親
密　
　

⑨
巧
妙　
　

⑩
需
要

　
　
　
　
　
　

ア　

加
入　
　

イ　

慎
重　
　

ウ　

困
難　
　

エ　

稚
拙　
　

オ　

収
縮

　
　
　
　
　
　

カ　

解
放　
　

キ　

供
給　
　

ク　

相
違　
　

ケ　

従
属　
　

コ　

疎
遠

問
二　

①
〜
⑩
の
四
字
熟
語
の
、
□
の
箇
所
に
当
て
は
ま
る
漢
字
を
、
ア
〜
コ
の
中
か
ら
選
び
、
符
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

①
創
□
工
夫　
　

②
質
□
剛
健　
　

③
前
代
□
聞　
　

④
起
承
□
結　
　

⑤
栄
□
盛
衰

　
　
　
　

⑥
臨
機
□
変　
　

⑦
諸
□
無
常　
　

⑧
公
私
□
同　
　

⑨
機
会
□
等　
　

⑩
温
□
篤
実

　
　
　
　
　
　

ア
厚　

イ
行　

ウ
実　

エ
枯　

オ
意　

カ
未　

キ
均　

ク
応　

ケ
混　

コ
転


