
国

　語

　
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑺
の
問
い
に
答
え
よ
。

1

　フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
フ
ー
ラ
ス
テ
ィ
エ
は
、
近
い
将
来
に
お
け
る
人
間
の
一
生
を
計
算
し
て
、

お
ど
ろ
く
べ
き
結
論
に
達
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
十
年
後
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
ば
あ
い
、「
仕
事
」

と
い
う
必
要
や
む
を
え
な
い
「
時
間
」
の
支
出
は
、
合
計
四
万
時
間
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
、
人
生
の
「
総
時
間
」
と
対
比
し
て
み
る
と
お
も
し
ろ
い
。
私
の
計
算
で
は
、
人

生
は
六
十
六
万
時
間
で
あ
る
。
睡
眠
時
間
に
そ
の
三
分
の
一
を
と
る
と
、
残
り
は
四
十
四
万
時
間

に
近
い
。
そ
の
う
ち
、「
仕
事
」
は
わ
ず
か
四
万
時
間
。
人
生
の
一
割
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。

2

　そ
の
残
り
の
九
割
、す
な
わ
ち
四
十
万
時
間
の
自
由
時
間
、そ
れ
を
私
た
ち
は
、通
常
レ
ジ
ャ
ー

あ
る
い
は
余
暇
と
い
う
こ
と
ば
で
呼
ぶ
。〈
ア
〉世
間
で
は
、
こ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
誤
解
す
る
こ

と
が
多
く
、
レ
ジ
ャ
ー
と
い
え
ば
遊
び
の
こ
と
だ
、
と
考
え
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
が
、
正
し

く
い
え
ば
、
レ
ジ
ャ
ー
と
は
自
由
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
時
間
の
こ
と
だ
。
別

Ａ

に
遊
ば
な
く
た
っ

て
よ
ろ
し
い
の
で
あ
る
。
何
で
も
好
き
な
こ
と
を
し
た
ら
、
そ
れ
で
よ
い
。
そ
れ
は
私
的
な
時
間

で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
誰だ
れ

に
も
制
約
さ
れ
ず
、
干
渉
さ
れ
ず
、
勝
手
に
使
え
る
時
間
な
の

で
あ
る
。〈
イ
〉そ
れ
を
私
た
ち
は
、
十
万
時
間
と
い
う
単
位
で
持
っ
て
い
る
の
だ
。

3

　い
わ
ゆ
る
レ
ジ
ャ
ー
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
大
事
な
の
は
こ
の
点
だ
と
私
は
思
う
。
レ
ジ
ャ�

ー
は
個
人
の
自
由
時
間
で
あ
る
。
自
由
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
自
由
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ

て
、
誰
か
ら
も
指さ
し

図ず

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。〈
ウ
〉要
は
、
自
分
の
人
生
が
、
自
分

に
と
っ
て
も
っ
と
も
満
足
の
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
自
身
で
時
間
の
使
い
方
を

設
計
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
自
分
の
時
間
は
自
分
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
使
い
方
も
自
分
で
作
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
。〈
エ
〉

4

　そ
う
考
え
る
と
、
私
た
ち
は
、
ひ
と
つ
反

Ｂ

省
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
現

Ｃ

在
の
い
わ
ゆ
る
「
レ
ジ
ャ
ー
」
な
る
も
の
が
、
お
お
む
ね
皮
相
的
で
あ
り
、
う
つ

ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ス
キ
ー
が
流
行
す
れ
ば
、
誰
も
が
ス
キ
ー
熱
に
浮
か
さ
れ
る
。

ゴ
ル
フ
と
い
え
ば
、
み
ん
な
が
ゴ
ル
フ
に
熱
中
す
る
。
そ
う
い
う
流
行
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
が

す
な
わ
ち
「
レ
ジ
ャ
ー
」
だ
、
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
が
、
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
思
う
。
テ
ニ
ス
が
好
き
な
ら
そ
れ
も
よ
ろ
し
い
。
文
学
が
好
き
な
ら
、
そ
れ
も
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
わ
ず
か
二
年
、
三
年
と
い
う
短
い
期
間
の
流
行
に
お
つ
き
あ
い
す
る
こ
と
と
、
か
け
が

1

え
の
な
い
人
生
と
の
間
に
は
、
あ
ん
ま
り
関
係
が
な
い
。
文
学
が
好
き
な
ら
、
一
生
が
か
り
で
書

物
を
読
み
、
文
学
の
喜
び
を
味
わ
い
つ
く
す
に
は
人
生
は
あ
ま
り
に
短
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
る

の
が
、
レ
ジ
ャ
ー
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
レ
ジ
ャ
ー
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
自
分
の
人
生
の

意
味
を
追
求
し
続
け
る
行
為
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
世
間
で
い
わ

れ
る
「
レ
ジ
ャ
ー
」
な
る
も
の
は
、
真
正
な
る
レ
ジ
ャ
ー
と
は
何
の
関
係
も
な
い
の
だ
。
友
人
に

聞
い
た
話
だ
が
、
ノ
ミ
の
収
集
に
人
生
を
か
け
て
い
る
人
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
い
る
そ
う
だ
。
あ
ら

ゆ
る
動
物
に
つ
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ノ
ミ
を
熱
心
に
集
め
る
の
で
あ
る
。
人
か
ら
見
た
ら
お
か

し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
人
に
と
っ
て
は
そ
の
行
為
に
生
の
情
熱
の
す
べ
て
が
投
入
さ
れ
て
い

る
わ
け
だ
し
、
そ
の
こ
と
で
人
生
が
充
実
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

5

　こ
の
こ
と
は
、
特
に
人
生
の
第
三
期
、

　
　
　従
来
の
用
語
を
使
え
ば
「
老
後
」
に
対
す
る
準

備
と
し
て
考
え
る
時
、
決
定
的
な
重
要
性
を
持
つ
。
人
生
の
第
一
期
（
生
ま
れ
て
か
ら
学
校
終
了

ま
で
）
、
第
二
期
（
就
職
か
ら
退
職
ま
で
）
は
、
か
ら
だ
も
元
気
だ
し
、
何
か
と
気
の
ま
ぎ
れ
る

こ
と
も
あ
る
か
ら
、
時
間
つ
ぶ
し
に
こ
と
欠
か
な
い
。
ワ
イ
ワ
イ
と
さ
わ
い
で
い
る
う
ち
に
、
ど

う
に
か
時
間
は
た
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
第
三
期
は
違
う
。
そ
こ
で
は
、
人
間
は
完
全
に
自
由
で
、�

　
　
　孤
独
な
時
間
を
「
使
う
技
術
」
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
退
屈
で
し
か
た
が
な
い
の
だ
。

そ
の
第
三
期
に
そ
な
え
て
、
お
金
の
準
備
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
大
事
な
の
は
、「
時
間
」
の
使
い
方
の

準
備
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
私
は
考
え
る
。
現
在
、
人
生
の
第
一
期
を
生
き
て
い
る
若
者

た
ち
が
、
数
十
年
先
の
第
三
期
の
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
滑こ
っ

稽け
い

な
こ
と
に
聞
こ

え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
自
分
が
一
生
つ
き
あ
っ
て
ゆ
け
る
何
も
の
か
を
探
求
す
る
、
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。
人

Ｆ

生
の
設
計
を
早
い
う
ち
に
は
じ
め
て
お
く
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
意
味
な
こ

と
で
は
な
い
。

�

（
加か

藤と
う

秀ひ
で

俊と
し

「
日
常
性
の
社
会
学
」
に
よ
る
）

⑴

　文
章
中
の

　別
Ａ

に

　の
品
詞
名
を
漢
字
で
書
け
。

⑵

　文
章
中
の

　反
Ｂ

省

　と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　人
為

　
　イ

　孤
独

　
　ウ

　予
約

　
　エ

　帰
国

Ｄ

Ｅ
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⑶

　文
章
中
に

　現
Ｃ

在
の
い
わ
ゆ
る
「
レ
ジ
ャ
ー
」
な
る
も
の
が
、
お
お
む
ね
皮
相
的
で
あ
り
、

う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る

　と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
レ
ジ
ャ
ー
」
と
は
本
来
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
か
。
4
段
落
中
の
こ
と
ば
を
用
い
て
「
…
も
の
。」
に
続
く
よ
う
に
、

二
十
字
以
上
、
二
十
五
字
以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
る
）
で
書
け
。

⑷

　文
章
中
の�
　
　
　・

　
　
　

�

に
入
る
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次

の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　Ｄ
＝
た
だ
し

　
　Ｅ
＝
し
か
し

　
　イ

　Ｄ
＝
だ
か
ら

　
　Ｅ
＝
さ
ら
に

　ウ

　Ｄ
＝
つ
ま
り

　
　Ｅ
＝
し
か
も

　
　エ

　Ｄ
＝
け
れ
ど
も

　Ｅ
＝
あ
る
い
は

⑸

　文
章
中
に

　人
Ｆ

生
の
設
計
を
…
…
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い

　と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ

う
に
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア�

　人
生
の
第
三
期
に
な
っ
た
時
の
気
の
ま
ぎ
ら
わ
し
方
を
、
お
金
の
準
備
を
し
な
が
ら
考
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
か
ら
。

　イ�

　人
生
の
「
総
時
間
」
に
お
け
る
自
由
時
間
の
使
い
方
を
、
自
分
の
満
足
の
ゆ
く
よ
う
に
作

り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

　ウ�

　人
生
の
九
割
に
も
の
ぼ
る
膨
大
な
余
暇
を
楽
し
む
た
め
に
、
一
生
つ
き
あ
え
る
よ
う
な
友

人
を
作
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

　エ�

　人
生
の
第
三
期
と
い
う
孤
独
で
退
屈
な
時
期
の
た
め
に
、
常
に
流
行
を
追
っ
て
気
を
ま
ぎ

ら
す
必
要
が
あ
る
か
ら
。

⑹

　こ
の
文
章
に
は
、
次
の�

　
　
　

�

内
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
ど
こ
に
入
る
か
。

最
も
適
当
な
位
置
を
文
章
中
の〈
ア
〉〜〈
エ
〉の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　
⑺

　こ
の
文
章
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

を
書
け
。

　ア�

　自
由
時
間
に
お
け
る
楽
し
み
が
あ
る
生
活
と
そ
う
で
な
い
生
活
を
比
べ
な
が
ら
、
人
間
の

本
質
ま
で
も
考
察
し
て
い
る
。

Ｄ

Ｅ

　レ
ジ
ャ
ー
は
こ
ん
な
ふ
う
に
使
い
な
さ
い
、
な
ど
と
い
う
、
一
見
、
親
切
じ
み
た
助
言

に
は
、
あ
ん
ま
り
お
つ
き
あ
い
し
な
い
方
が
よ
い
。

　イ�

　余
暇
の
時
間
の
人
生
に
占
め
る
割
合
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
現
代
の
「
レ
ジ
ャ
ー
」
産
業

の
あ
り
方
を
批
判
し
て
い
る
。

　ウ�

　個
人
と
社
会
の
関
係
の
あ
り
方
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
最
も
有
効
な
人
生
の
過
ご
し
方
を

提
言
し
て
い
る
。

　エ�

　「レ
ジ
ャ
ー
」
や
余
暇
に
対
す
る
考
察
を
く
り
広
げ
な
が
ら
、
人
生
の
全
般
の
過
ご
し
方

に
ま
で
言
い
及
ん
で
い
る
。

　
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑻
の
問
い
に
答
え
よ
。

　母
は
孝
次
の
肩
か
ら
学
校
か
ば
ん
を
脱
が
せ
る
と
、
そ
れ
の
替
わ
り
に
ざ
る
を
孝
次
の
手
に
持
た

せ
た
。

　孝
次
は
返
事
を
し
な
い
で
、
も
じ
も
じ
し
て
暫し
ば
らく
そ
こ
に
立
っ
て
い
た
。

「
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
ね
え
で
、
早
く
行
く
こ
っ
ち
ゃ
」

　と
母
は
ま
た
言
っ
た
。
孝
次
は
諾う

ん
と
憤
い
き
ど
お

っ
た
よ
う
に
言
っ
た
が
、
ま
だ
暫
く
そ
こ
に
立
っ
て
い

た
。
土
間
の
暗
さ
に
慣
れ
た
孝
次
の
眼め

に
は
、
そ
の
時
、
セ（
注
１
）ル
の
着
物
に
メ（
注
２
）リ
ン
ス
の
兵へ

古こ

帯お
び

を
し

め
た
八
、九
歳
の
大お
と
な人
し
い
少
女
の
姿
が
映
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
少
女
の
、
顔
の
割
に
ひ
Ａ

ど
く

大
き
い
眼
が
孝
次
を
見
上
げ
た
時
、
孝
次
は
堪た
ま

ら
な
い
気
恥
ず
か
し
さ
に
襲
わ
れ
た
。
な
ぜ
か
、
こ

の
少
女
と
並
ん
で
裏
山
の
み
か
ん
畑
へ
登
っ
て
行

ア

く
こ
と
は
自
分
に
は
難
し
い
仕
事
の
よ
う
な
気
が

し
た
。〈
ａ
〉

「
行
く
べ
え
や
。
お
れ
も
も
い
で
や
ら
あ
」

　そ
の
時
孝
次
と
一
緒
に
学
校
か
ら
退ひ

け
て
来
て
、
ま
だ
そ
こ
に
居
た
兵
太
郎
が
背
後
か
ら
声
を
か

け
た
。

　兵
太
郎
の
そ
の
言
葉
で
孝
次
は
、

「
ざ
る
へ
い
っ
ぱ
い
も
ぐ
ん
か
い
」

　と
母
親
の
方
へ
声
を
か
け
、
幾
子
の
方
は
見
向
き
も
し
な
い
で
土
間
を
飛
び
出
し
た
。

　孝
次
は
兵
太
郎
と
並
ん
で
丘
陵
の
斜
面
を
登
っ
て
行
っ
た
。
一

Ｂ

度
も
背
後
を
振
り
向
か
な
か
っ
た
。

し
か
し
地
面
を
た

イ

た
く
小
さ
い
草
履
の
音
が
、
直す

ぐ
自
分
の
背
後
で
聞
こ
え
て
い
る
の
を
、
彼
は
両

の
耳
を
大

ウ

き
く
し
て
聞
い
て
い
た
。〈
ｂ
〉

　み
か
ん
畑
は
、
入
江
に
面
し
た
丘
陵
の
斜
面
を
覆
っ
て
見（
注
３
）は
る
か
す
よ
う
に
拡ひ
ろ

が
っ
て
い
た
。
孝

次
の
家
の
み
か
ん
畑
は
丘
陵
の
背
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
柄
の
た
め
か
、
村
の
沢
山

の
み
か
ん
畑
の
中
で
も
毎
年
色

エ

づ
く
の
が
一
番
早
い
の
で
知
ら
れ
て
い
た
。

　孝
次
と
兵
太
郎
は
、
同
じ
一
本
の
み
か
ん
の
木
に
よ
じ
登
っ
た
。
そ
し
て
黄
色
く
熟
れ
た
果
実
を

は
さ
み
で
切
っ
た
。
ち
ょ
き
ん
と
は
さ
み
の
音
が
す
る
と
み
か
ん
は
木
か
ら
離
れ
地
面
に
落
ち
た
。

2
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そ
し（
注
４
）
て
二に

間け
ん

ほ
ど
の
斜
面
を
転
が
り
、
く
ぼ
地
に
な
っ
て
い
る
一
か
所
で
転
が
る
の
を
や
め
て
、
み

ん
な
そ
こ
に
集
ま
っ
た
。

　幾
子
は
二
間
ほ
ど
の
坂
の
途
中
で
そ
れ
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
に
走
っ
た
。
孝
次

は
母
親
か
ら
、
は
さ
み
で
切
っ
た
み
か
ん
は
手
で
受
け
取
っ
て
、
決
し
て
地
面
に
落
と
し
て
は
い
け

な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
日
は
兵
太
郎
と
二
人
で
一
つ
残
ら
ず
地
面
に
落
と
し
た
。
わ

Ｃ

ざ
と

そ
ん
な
乱
暴
な
こ
と
を
す
る
の
が
な
ぜ
か
そ
う
快
で
も
あ
っ
た
し
、
幾
子
は
幾
子
で
落
ち
る
み
か
ん

を
追
い
か
け
て
走
り
ま
わ
る
の
を
悦よ

ろ
こん

で
い
る
風
で
あ
っ
た
。〈
ｃ
〉

　そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
孝
次
は
ふ
し
ぎ
な
こ
と
を
発
見
し
た
。
自
分
と
兵
太
郎
の
二
人
の
手て

許も
と

か
ら
同
時
に
み
か
ん
が
落
ち
て
も
、
幾
子
は
い
つ
も
自
分
の
手
許
か
ら
落
ち
た
み
か
ん
を
受
け
止
め

よ
う
と
し
て
、
そ
の
み
か
ん
の
転
が
る
方
へ
小
さ
い
体
を
走
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
ほ
う
ら
、
落
と
す
ぞ
」

　何
回
も
何
回
も
そ
う
叫
び
な
が
ら

　
　
　は
は
さ
み
の
音
を
立
て
た
が
、
そ
こ
か
ら
落
ち
た
み
か

ん
は
徒
い
た
ず
らに
斜
面
を
転
が
っ
て
行
く
ば
か
り
で
、
幾
子
の
関
Ｅ

心
を
ひ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
早
く
落
と
し
て
よ
」

　そ
ん
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
幾
子
は
み
か
ん
の
木
の
上
を
見
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
幾
子
の
眼

は
い
つ
も

　
　
　の
手
許
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

「
ほ
う
ら
、
い
い
か
、
落
と
す
ぞ
」

　気
Ｇ

の
せ
い
か
、
兵
太
郎
の
声
は
、
孝
次
の
耳
に
は
さ
び
し
く
間
が
抜
け
て
聞
こ
え
た
。
孝
次
は
な

ぜ
か
美
し
い
た
の
し
い
も
の
を
自
分
一
人
で
独
占
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
兵
太
郎
に
気
兼
ね

す
る
気
持
ち
が
わ
い
て
来
た
。〈
ｄ
〉

　兵
太
郎
の
悲
痛
な
叫
び
に
は
耳
も
か
さ
な
い
で
、

「
早
く
、
早
く
」

　と
木
の
下
で
自
分
の
方
に
せ
が
ん
で
い
る
幾
子
の
可か
わ
い愛
ら
し
い
声
を
聞
い
た
時
、

「
も
う
ざ
る
に
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ら
あ
！
」

　そ
ん
な
こ
と
を
口
走
り
な
が
ら
、
孝
次
は
み
か
ん
の
木
の
下
に
降
り
て
来
た
。
地
面
に
降
り
立
つ

と
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
思
い
で
、
小さ
ざ

波な
み

一
つ
寄
ら
な
い
で
一
枚
の
青
い
布
の
よ
う
に
拡
が
っ
て

い
る
入
江
の
面
を
見
入
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ひ
ど
く
た
の
し
い
作
業
を
自
分
で
打
ち
切
っ
た

こ
と
が
、
心
の
ど
こ
か
で
微か
す

か
に
悔
や
ま
れ
た
。

�

（
井い
の

上う
え

靖や
す
し「
蜜み

柑か
ん

畑ば
た
け」
に
よ
る
。
一
部
表
記
を
改
め
た
）

（
注
１
）
セ
ル
＝
薄
手
の
毛
織
物
。

（
注
２
）
メ
リ
ン
ス
の
兵
古
帯
＝
薄
く
柔
ら
か
い
織
物
で
作
っ
た
子
供
の
し
め
る
帯
。

（
注
３
）
見
は
る
か
す
よ
う
に
＝
は
る
か
に
遠
く
を
見
渡
す
よ
う
に
。

（
注
４
）
二
間
＝
約
三
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

Ｄ

Ｆ

⑴

　文
章
中
の

　ひ
Ａ

ど
く

　と
同
じ
品
詞
の
も
の
を
、
文
章
中
の

　
　
　（ア
〜
エ
）の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

⑵

　文
章
中
に

　一
Ｂ

度
も
背
後
を
振
り
向
か
な
か
っ
た

　と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理

由
が
わ
か
る
部
分
を
、
「
…
か
ら
。」
に
続
く
よ
う
に
、
文
章
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出

し
て
書
け
。

⑶

　文
章
中
に

　わ
Ｃ

ざ
と
…
…
風
で
あ
っ
た

　と
あ
る
が
、
こ
の
一
文
か
ら
ど
の
よ
う
な
様
子
が

読
み
取
れ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書

け
。

　ア

　美
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
た
子
供
た
ち
が
、
働
く
喜
び
を
感
じ
て
い
る
様
子
。

　イ

　大
人
か
ら
解
放
さ
れ
た
子
供
た
ち
が
、
気
ま
ま
に
作
業
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
。

　ウ

　子
供
た
ち
が
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
で
、
仲
直
り
し
つ
つ
あ
る
様
子
。

　エ

　作
業
を
通
し
て
、
子
供
た
ち
が
共
通
の
目
標
を
抱
き
つ
つ
あ
る
様
子
。

⑷

　文
章
中
の�

　
　
　・

　
　
　

�

に
入
る
人
物
名
を
文
章
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
書
け
。

⑸

　文
章
中
に

　関
Ｅ

心
を
ひ
く

　と
あ
る
が
、
こ
の
文
の
「
ひ
く
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
文
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　兄
に
借
り
た
辞
書
を
ひ
く
。

　
　
　
　
　イ

　わ
だ
か
ま
り
が
尾
を
ひ
く
。

　ウ

　ま
ぶ
し
い
の
で
カ
ー
テ
ン
を
ひ
く
。

　
　エ

　消
費
者
の
目
を
ひ
く
広
告
だ
。

⑹

　文
章
中
に

　気
Ｇ

の
せ
い
か
、
兵
太
郎
の
声
は
、
孝
次
の
耳
に
は
さ
び
し
く
間
が
抜
け
て
聞
こ

え
た

　と
あ
る
が
、
孝
次
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　兵
太
郎
の
行
動
の
む
な
し
さ
に
気
づ
き
、
彼
に
遠
慮
す
る
気
持
ち
が
わ
い
て
き
た
か
ら
。

　イ�

　兵
太
郎
と
の
楽
し
い
作
業
が
も
う
す
ぐ
終
わ
る
の
を
残
念
に
思
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
た

か
ら
。

　ウ

　と
て
も
熱
心
に
働
い
て
く
れ
る
兵
太
郎
に
む
く
い
る
方
法
が
思
い
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
。

　エ

　み
か
ん
を
う
ま
く
落
と
せ
な
い
こ
と
で
、
兵
太
郎
が
傷
つ
い
て
い
る
と
わ
か
っ
た
か
ら
。

⑺

　こ
の
文
章
で
描
か
れ
て
い
る
内
容
を
ま
と
め
た
次
の
文
の�

　
　
　・

　
　
　

�

に
入
る
こ
と
ば

を
、
文
章
中
か
ら
ａ
は
五
字
で
、
ｂ
は
九
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

Ｄ

Ｆ

ａ

ｂ
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⑻

　こ
の
文
章
全
体
を
三
つ
の
場
面
に
分
け
る
と
す
る
と
、
二
つ
め
の
場
面
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま

で
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　〈ａ
〉の
あ
と
か
ら〈
ｂ
〉ま
で
。

　
　イ

　〈ｂ
〉の
あ
と
か
ら〈
ｃ
〉ま
で
。

　ウ

　〈ｃ
〉の
あ
と
か
ら〈
ｄ
〉ま
で
。

　
　エ

　〈ｂ
〉の
あ
と
か
ら〈
ｄ
〉ま
で
。

　
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑸
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　あ
る
河
の
ほ
と
り
を
、
馬
に
乗
り
て
通
る
人
あ
り
け
り
。
そ
の
か
た
は
ら
に
、
龍た
つ

と
い
ふ
も
の
、

水
に
離
れ
て
迷（
注
１
）惑
す
る
あ
り
け
り
。
こ
の
龍
、
今
の
人
を
見
て
申
し
け
る
は
、「
わ
れ
今
、
水
に

離
れ
て
せ（
注
２
）ん
か
た
な
し
。
あ
は
れ
み
を
た
れ
た
ま
ひ
、
そ
の
馬
に
乗
せ
て
水
あ
る
所
へ
着
け
さ
せ

た
ま
は
ば
、
そ（
注
３
）の返へ
ん

報ぽ
う

と
し
て
金
銭
を
奉
た
て
ま
つら
ん
。」
と
い
ふ
。
か
の
人
、

　
　
　、
馬
に
乗
せ
て

水み
な

上か
み

へ
送
る
。
そ
こ
に
て
、「
約
束
の
金
銭
を
く
れ
よ
。」
と
い
へ
ば
、
龍
、
怒
つ
て
い
は
く
、「
な

ん
の
金
銭
を
か
参
ら
す
べ
き
。
わ
れ
を
馬
に
く
く
り
付
け
て
痛
め
た
ま
ふ
だ
に
あ
る
に
、
金
銭
と

は
何
事
ぞ
。」
と
い
ど
み
争
ふ
と
こ
ろ
に
、
狐
き
つ
ね

馳は

せ
来
た
り
て
、「
さ
て
も
、
龍た
つ

殿ど
の

は
、
何
事
を
争

ひ
た
ま
ふ
ぞ
。」
と
い
ふ
に
、
龍
、
右

Ｂ

の
お
も
む
き
を
な
ん
い
ひ
け
れ
ば
、
狐
申
し
け
る
は
、「
わ
Ｃ

れ
、

こ（
注
４
）

の
公く

事じ

を
決
す
べ
し
。
さ
き
に
く
く
り
付
け
た
る
や
う
は
、
な（
注
５
）に
と
か
し
つ
る
ぞ
。」
と
い
ふ

に
、
龍
申
し
け
る
は
、「
か
く
の
ご
と
し
。」
と
て
、
ま
た
馬
に
乗

Ｄ

る
ほ
ど
に
、
狐
、
人
に
申
し
け

る
は
、「
い
か
ほ
ど
か
締し

め
付
け
ら
る
る
ぞ
。」
と
い
ふ
ほ
ど
に
、「
こ
れ
ほ
ど
。」
と
て
締
め
け
れ�

ば
、
龍
の
い
は
く
、「
い（
注
６
）ま
だ
そ
の
く
ら
ゐ
な
し
。
し
た
た
か
に
締
め
ら
れ
け
る
。」
と
い
へ
ば
、

「
こ
れ
ほ
ど
か
。」
と
て
、
い

Ｅ

や
ま
し
に
締
め
付
け
て
、
人
に
申
し
け
る
は
、「
か
か
る
無
理
無
法

な
る
い
た
づ
ら
者
を
ば
、
も
と
の
所
へ
や
れ
。」
と
て
、
追
つ
た
て
た
り
。
人
、
げ（
注
７
）に
も
と
よ
ろ

こ
び
て
、
も
と
の
畠は
た
けに
お
ろ
せ
り
。
そ
の
時
、
龍
い
く
た
び
悔く

や
め
ど
も
、
甲か

斐ひ

な
く
し
て
う
せ

に
け
り
。

　
　

�

（
「
伊い

曾そ

保ほ

物
語
」
に
よ
る
）

　（
注
１
）
迷
惑
す
る
あ
り
け
り
＝
困
っ
て
い
た
。

　
　（注
２
）
せ
ん
か
た
な
し
＝
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

　（
注
３
）
返
報
＝
見
返
り
。

　
　（注
４
）
公
事
＝
訴
え
ご
と
。

　（
注
５
）
な
に
と
か
し
つ
る
ぞ
＝
ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
。

　（
注
６
）
い
ま
だ
そ
の
く
ら
ゐ
な
し
＝
ま
だ
そ
の
程
度
で
は
な
い
。

　
　（注
７
）
げ
に
も
＝
な
る
ほ
ど
。

　孝
次
に
と
っ
て
、
は
じ
め
は�

　
　
　

�

と
思
わ
れ
た
み
か
ん
の
収
穫
だ
っ
た
が
、
し
だ
い

に�

　
　
　

�

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
ａ

ｂ

3

Ａ

Ｆ

⑴

　文
章
中
の�

　
　
　

�

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　

　ア

　嘘う
そ

と
見
破
り
て

　
　イ

　誠ま
こ
とと
心
得
て

　ウ

　情
に
流
さ
れ
て

　
　エ

　意
に
反
し
て

⑵

　文
章
中
に

　右
Ｂ

の
お
も
む
き

　と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分

を
三
十
字
以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
る
）
で
探
し
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
三
字
を
抜
き
出

し
て
書
け
。

⑶

　文
章
中
に

　わ
Ｃ

れ
、
こ
の
公
事
を
決
す
べ
し

　と
あ
る
が
、
狐
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
言�

っ
た
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　龍
に
う
ま
く
と
り
い
っ
て
、
さ
ら
に
人
を
困
ら
せ
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

　イ

　人
が
龍
の
弱
み
に
つ
け
込
む
の
を
見
か
ね
、
助
け
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

　ウ

　人
と
龍
の
け
ん
か
を
仲
裁
し
て
、
謝
礼
を
せ
し
め
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

　エ

　龍
の
よ
う
な
自
分
勝
手
な
な
ら
ず
者
を
懲こ

ら
し
め
て
や
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

⑷

　文
章
中
の

　乗
Ｄ

る
ほ
ど
に
、
　い

Ｅ

や
ま
し
に
締
め
付
け
て

　の
動
作
主
の
組
み
合
わ
せ
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　Ｄ
＝
狐
、
Ｅ
＝
人

　
　イ

　Ｄ
＝
人
、
Ｅ
＝
馬

　ウ

　Ｄ
＝
龍
、
Ｅ
＝
狐

　
　エ

　Ｄ
＝
龍
、
Ｅ
＝
馬

⑸

　文
章
中
の�

　
　
　

�

に
入
る
教
訓
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア�

　そ
の
ご
と
く
、
善
人
、
悪
人
と
は
、
悪
人
の
仲
間
は
多
し
、
な
れ
ど
も
善
人
の
味
方
は
少

な
し
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
善
人
と
い
へ
ど
も
、
そ
の
理
こ
と
わ
りを
曲
げ
て
屈
す
と
い
ふ
こ
と
、
世
に
多
か

り
け
る
。

　イ�

　そ
の
ご
と
く
、
人
の
恩
を
か
う
む
り
て
、
そ
の
恩
を
報ほ
う

ぜ
ん
の
み
、
か
へ
つ
て
人
に
仇あ
だ

を

な
せ
ば
、
天て
ん

罰ば
つ

た
ち
ま
ち
あ
た
る
も
の
な
り
。

　ウ�
　そ
の
ご
と
く
、
一
度
、
人
を
懲こ

ら
す
人
は
、
い
つ
も
「
悪
人
ぞ
」
と
、
人
、
こ
れ
を
疎う
と

ん

ず
。
た
だ
、
人
は
愚
か
に
し
て
、
他
人
に
抜
か
れ
た
る
に
し
く
は
な
し
。
構
ひ
て
、
末
の
世

に
、
人
を
抜
か
ん
と
思
は
じ
。

　エ�

　そ
の
ご
と
く
、
重
欲
心
の
輩
と
も
が
らは
、
他
の
財た
か
らを
う
ら
や
み
、
事
に
ふ
れ
て
貪む
さ
ぼる
ほ
ど
に
、
た

ち
ま
ち
天
罰
を
か
う
む
る
。
わ
が
持
つ
と
こ
ろ
の
財
を
も
失
ふ
こ
と
あ
り
け
り
。

ＡＦ
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