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題
用
紙 

 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
作
問
の
都
合
上
、
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

  

お
そ
ら
く
半
世
紀
以
上
前
、
日
本
が
高
度
経
済
成
長
の
最
中
に
あ
っ
た
時
代
に
は
、
工
業
化
、
経
済
成
長
、「
豊

か
さ
」
の
実
現
が
社
会
の
枢
軸
的
な
価
値
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
は
日
本
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
も
半
永

久
に
続
い
て
い
く
、
つ
ま
り
価
値
の
軸
そ
の
も
の
が
転
換
し
た
り
、
複
数
化
し
た
り
、
流
動
化
し
た
り
す
る
と
は
、

多
く
の
人
は
考
え
も
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
当
時
は
冷
戦
期
で
、
社
会
主
義
陣
営
は
社
会
主
義
の
、
資
本
主
義

陣
営
は
資
本
主
義
の
価
値
に
一
元
化
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
対
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
価
値
軸
以
外
に
も
、

未
来
社
会
が
追
求
す
べ
き
価
値
の
軸
が
多
数
あ
る
と
は
、
多
く
の
人
は
考
え
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
〔
中
略
〕 

 

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
半
世
紀
、
今
で
は
一
九
六
〇
年
代
の
価
値
観
が
そ
の
ま
ま
続
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
続
く

べ
き
だ
と
信
じ
る
人
は
、
む
し
ろ
少
数
派
で
す
。
し
か
も
こ
の
価
値
軸
は
、
た
と
え
ば
資
本
主
義
か
ら
社
会
主
義

へ
「
革
命
的
」
に
変
化
し
た
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
成
長
主
義
か
ら
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル

な
成
熟
へ
と
全
面
転
換
し
た
と
も
言
え
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
過
去
半
世
紀
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
か
ら

九
〇
年
代
に
至
る
変
動
期
に
始
ま
っ
た
の
は
、
価
値
軸
の
多
元
化
、
複
雑
化
、
流
動
化
で
し
た
。
今
日
、
多
く
の

人
は
、
自
分
が
大
切
に
す
る
価
値
が
国
民
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
は
信
じ
な
い
で
し
ょ
う
し
（「
平
和
」
は
そ
の

数
少
な
い
例
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）、
そ
れ
以
上
に
、
そ
う
し
た
価
値
が
自
分
自
身
に
お
い
て
す
ら
、
こ
れ
か
ら

一
生
、
続
い
て
い
く
と
い
う
確
信
も
持
て
な
い
の
で
す
。
社
会
を
方
向
づ
け
る
価
値
は
変
化
す
る
―
だ
か
ら
自
分

は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
そ
れ
に
な
る
べ
く
適
応
し
て
い
こ
う
と
多
く
の
人
は
考
え
て
い
る

は
ず
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
節
操
の
な
い
順
応
主
義
（「
長
い
も
の
に
巻
か
れ
ろ
」
主
義
）
に
、
深
い
問
題
が
あ
る
こ
と
は
明
白

で
す
。
し
か
し
、
日
本
社
会
の
本
質
に
近
い
こ
の
傾
向
が
、
そ
う
簡
単
に
変
わ
る
と
も
思
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

少
な
く
と
も
人
々
が
、
あ
る
一
つ
の
価
値
を
絶
対
不
変
だ
と
は
信
じ
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
に
肯
定
的
な
可
能
性

を
見
出
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
現
代
社
会
で
は
、
価
値
の
軸
は
本
質
的
に
多
元
的
、
複
雑
で
、
流
動
的
で
す
。

こ
の
大
状
況
を
前
提
に
す
る
な
ら
、
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
、
あ
る
い
は
卒
業
後
、
企
業
で
若
手
社
員
と
し
て
身
に

つ
け
て
き
た
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
そ
の
後
の
一
生
、
前
提
に
し
続
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
広

く
理
解
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
単
に
後
追
い
的
に
新
し
い
価
値
状
況
に
適
応
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
の
知
識
や
経
験
を
生
か
し
な
が
ら
、
自
ら
新
し
い
価
値
の
創
出
に
挑
戦
し
、
時
代
を
リ

ー
ド
す
る
人
が
出
て
く
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
可
能
性
を
模
索
す
る
の
に
、
大
学
ほ
ど
相
応
し
い
場

所
は
あ
り
ま
せ
ん
。〔
中
略
〕 

 

こ
の
よ
う
な
価
値
が
多
元
的
で
複
雑
、
流
動
的
な
社
会
で
力
を
発
揮
す
る
若
者
を
育
成
す
る
に
は
、
宮
本
武
蔵

主
義
、
す
な
わ
ち
一
本
の
長
い
刀
で
戦
お
う
と
す
る
佐
々
木
小
次
郎
よ
り
も
、
長
短
（
あ
る
い
は
長
長
）
の
二
本

の
刀
で
戦
う
宮
本
武
蔵
の
ほ
う
が
相
応
し
い
モ
デ
ル
〔
中
略
〕
で
す
。
し
か
し
、
二
一
世
紀
の
宮
本
武
蔵
は
、（
一

七
世
紀
初
頭
の
宮
本
武
蔵
と
異
な
り
）
必
ず
し
も
同
時
に
二
本
の
刀
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
「
時
間
差
」
の
宮
本
武
蔵
と
し
て
、
最
初
に
入
学
し
た
大
学
で
す
で
に
一
本
目
の
刀
の

使
い
方
は
習
得
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
卒
業
し
て
社
会
経
験
を
積
み
、
約
一
〇
年
後
、
再
び
大
学
に
入
学
し
て
二

本
目
の
刀
の
使
い
方
を
身
に
つ
け
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
あ
っ
て
も
良
い
の
で
す
。
さ
ら
に
定
年
間

際
に
、
も
う
一
度
大
学
に
入
り
直
し
て
三
本
目
の
刀
の
使
い
方
を
身
に
つ
け
て
い
く
と
す
る
と
、
二
一
世
紀
の
宮

本
武
蔵
は
、
時
間
差
で
三
本
の
刀
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
人
物
と
い
う
可
能
性
す
ら
あ
り
ま
す
。 



 

そ
の
場
合
、
そ
う
し
て
時
間
差
で
身
に
つ
け
て
い
く
二
本
な
い
し
三
本
の
組
み
合
わ
せ
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う

か
。〔
中
略
〕
概
し
て
い
え
ば
、
三
〇
歳
代
で
二
回
目
、
六
〇
歳
前
後
で
三
回
目
に
大
学
に
入
る
学
生
た
ち
に
と
っ

て
は
、
一
回
目
で
学
ん
だ
の
と
同
じ
専
門
を
深
め
る
よ
り
は
、
そ
れ
ま
で
の
実
務
経
験
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

そ
の
後
の
人
生
ビ
ジ
ョ
ン
の
な
か
で
「
役
に
立
つ
」
分
野
を
学
び
直
し
て
い
こ
う
と
い
う
需
要
が
高
い
は
ず
で
す
。

こ
の
場
合
、「
役
に
立
つ
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
新
し
い
人
生
を
生
き
て
い
く
上
で
知
的
な
基
礎
に
な
る
と

い
う
意
味
で
す
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
二
回
目
以
降
に
学
ぶ
分
野
で
選
ば
れ
る
の
は
、
純
粋
な
理
系
よ
り
も
文
系
、
ま
た
は
文
理
融
合

系
の
分
野
の
ほ
う
が
多
い
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
ま
す
。〔
中
略
〕 

 

な
ぜ
こ
う
し
た
傾
向
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
理
系
は
そ
の
時
、
そ
の
時
に
要
請
さ
れ
る
課
題
に
対
応
し
て
最

先
端
を
切
り
拓
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
が
多
い
の
で
、
そ
こ
で
革
新
的
な
成
果
を
生
み
出
す
に
は
若

い
頭
脳
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
有
利
だ
か
ら
で
す
。〔
中
略
〕 

 

一
方
、
理
系
で
生
ま
れ
た
技
術
を
生
か
し
な
が
ら
も
、
社
会
的
な
価
値
と
は
何
か
を
見
極
め
、
将
来
の
ビ
ジ
ネ

ス
や
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
、
地
域
か
ら
国
家
、
世
界
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
思
考
を
深
め
て
い
く
の
は
文
系
の
役
割

で
す
。
職
場
で
の
経
験
を
経
て
、
長
期
的
な
視
点
で
物
事
を
見
つ
め
て
み
よ
う
と
な
っ
た
と
き
、
現
場
で
経
験
知

と
し
て
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
も
う
一
度
学
問
的
に
基
礎
づ
け
る
、
あ
る
い
は
そ
の
経
験
知
が
本
当
は
正

し
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
た
め
に
役
立
つ
の
が
文
系
の
学
問
な
の
で
す
。 

（
吉
見
俊
哉
『「
文
系
学
部
廃
止
」
の
衝
撃
』
集
英
社
、
二
〇
一
六
年 

に
よ
る
） 

   

問
一 

右
の
文
章
の
う
ち
、
点
線
で
囲
ん
だ
部
分
に
つ
い
て
二
〇
〇
字
程
度
で
要
約
せ
よ
。 

 

問
二 

右
の
文
章
全
体
を
踏
ま
え
て
、「
文
学
部
で
の
学
び
」（
文
学
部
で
何
を
学
び
た
い
か
）
と
、
そ
れ
を
通
し

て
「
習
得
し
た
い
こ
と
」
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
四
〇
〇
字
～
六
〇
〇
字
で
述
べ
よ
。 

 


