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紙 

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

〕
は
問
題
作
成
者
が
追
記
し
た
個
所
で
あ
る
。 

  
 

そ
も
そ
も
大
学
は
何
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
？ 

な
に
を
す
る
た
め
の
場
所
な
の
か
？ 

こ
こ
で
は
ま
ず
そ
ん
な
基
本
的
な
問
い
か
ら
考
え
て
い
き

ま
し
ょ
う
。 

 

井
上
ひ
さ
し
の
『
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
紀
行
』（
文
春
文
庫
）
の
な
か
に
、
世
界
最
古
と
さ
れ
る
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
大
学
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
ま
の

時
代
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
、
驚
く
べ
き
大
学
の
姿
で
す
。 

  
 

初
め
は
、
探
求
心
の
旺
盛
な
学
生
た
ち
が
街
の
法
学
者
の
も
と
に
集
ま
っ
て
勉
強
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
に
噂
を
聞
き
つ
け
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ハ

ン
ガ
リ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
そ
し
て
欧
州
の
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
学
生
た
ち
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
へ
や
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
出
身
地
別
の
学
生
団
体
で
あ
る
国

民
団
を
つ
く
り
、
や
が
て
そ
の
国
民
団
に
そ
っ
て
組
合
が
結
成
さ
れ
る
。
そ
れ
が
一
〇
八
八
年
の
こ
と
で
し
た
。
ち
な
み
に
、
ラ
テ
ン
語
の
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
シ

タ
ス
（Universitas

）
は
、
自
治
的
な
組
合
と
い
う
意
味
で
、
だ
か
ら
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
と
い
う
の
は
自
治
組
合
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
ね
。 

 
 

学
生
が
管
理
す
る
大
学
だ
か
ら
、
教
授
の
人
選
は
学
生
が
や
る
。
授
業
内
容
も
、
給
料
も
学
生
が
決
め
る
。
つ
ま
ら
な
い
講
義
を
す
る
教
授
や
、
聴
講
生

の
少
な
い
教
授
か
ら
は
学
生
が
罰
金
を
取
る
。
そ
れ
で
も
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
教
授
を
学
生
が
馘(

く
び)

に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
学
長
も
学
生
か
ら

選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

  

世
界
最
古
の
大
学
は
、
い
ま
の
大
学
と
は
ま
っ
た
く
違
う
場
所
で
し
た
。
偏
差
値
の
た
め
で
も
、
い
い
就
職
を
す
る
た
め
で
も
な
い
。
研
究
者
が
研
究
に
没

頭
す
る
た
め
の
場
所
で
も
な
い
。
も
っ
と
学
び
た
い
と
い
う
学
生
た
ち
に
よ
る
、
学
生
た
ち
の
た
め
の
大
学
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

時
代
は
違
っ
て
い
て
も
、
こ
の
学
生
と
い
う
学
ぶ
者
た
ち
が
中
心
に
い
る
姿
は
大
学
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
の
ひ
と
つ
の
原
点
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

い
ま
の
大
学
で
学
生
が
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
す
る
だ
け
の
受
け
身
の
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
大
学
の
機
能
が
麻
痺
し
て
い
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
あ
ら

わ
れ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

〔
中
略
〕 

 
 

大
学
で
は
、
授
業
で
聞
い
た
話
が
他
の
授
業
の
話
と
食
い
違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
教
科
書
に
ひ
と
つ
の
模
範
解
答
が
あ
る
こ
と
に
慣
れ
た
学
生
に
と
っ

て
は
、
戸
惑
う
状
況
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
教
員
の
あ
い
だ
で
知
識
の
「
量
」
に
差
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
知
識
を
支
え
る

枠
組
み
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
で
、
話
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。 

 

 

そ
の
意
味
で
は
、「
仮
の
も
の
」〔
※
〕
の
対
極
に
「
ホ
ン
モ
ノ
」
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
す
。
ど
ん
ど
ん
掘
り
下
げ
て
い
け
ば
、
究

極
の
正
解
に
到
達
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
重
要
な
の
は
、
あ
る
情
報
が
他
の
情
報
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
で
す
。「
も
っ
と
も
ら
し

さ
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
情
報
ど
う
し
の
関
連
性
を
見
い
だ
す
こ
と
。
そ
れ
が
、
学
問
の
前
提
に
な
る
重
要
な
作
業
で
す
。
た
と
え
ば
、
政
党
支
持
率
な
ど

の
世
論
調
査
の
結
果
に
し
て
も
、
調
査
手
法
が
違
え
ば
、
結
果
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
調
査
対
象
が
偏
ら
な
い
よ
う
に
ラ
ン
ダ
ム
に
電
話
を
し
て
調
査
を
す

る
に
し
て
も
、
固
定
電
話
に
す
る
か
、
携
帯
電
話
も
含
め
る
か
で
、
対
象
者
の
偏
り
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
（
若
い
世
代
は
家
に
固
定
電
話
が
な
い
場
合
が
増
え

て
い
る
の
で
、
固
定
電
話
だ
け
に
す
る
と
回
答
が
高
齢
世
帯
に
偏
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
）。 

な
ん
ら
か
の
調
査
に
も
と
づ
い
た
「
も
っ
と
も
ら
し
い
」
と
思
え
る
結
果
で
も
、「
正
し
い
」
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
の
「
正
し
さ
」
は
つ
ね
に
検
証
す
べ

き
対
象
な
の
で
す
。 

そ
う
い
う
意
味
で
、「
知
識
」
と
は
、
暗
記
型
の
テ
ス
ト
で
問
わ
れ
る
よ
う
な
特
定
の
情
報
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
複
数
の
情
報
の

結
び
つ
き
を
と
ら
え
、
そ
れ
ら
を
関
連
づ
け
な
が
ら
暫
定
的
な
結
論
を
出
す
。
別
の
情
報
が
み
つ
か
れ
ば
、
結
論
を
ど
ん
ど
ん
更
新
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
お

の
ず
と
〇
か×

か
と
い
う
「
点
」
で
は
な
く
、
考
え
て
い
く
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
な
り
ま
す
。 

最
近
、
授
業
中
に
課
題
な
ど
を
出
す
と
、
学
生
は
す
ぐ
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
出
し
て
ネ
ッ
ト
で
調
べ
は
じ
め
ま
す
。
そ
れ
自
体
、
別
に
悪
い
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
ツ
ー
ル
で
あ
れ
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
す
ぐ
に
調
べ
る
姿
勢
は
大
切
で
す
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
は
、
あ
る
情
報
を
知
っ
て
い
た
り
、
正

確
に
覚
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
た
現
状
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

い
ま
や
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
「
情
報
」
は
手
に
入
り
ま
す
。
だ
と
し
た
ら
、
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
探
し
だ
し
、
妥
当
な
も
の
を
選
別

し
、
そ
こ
か
ら
ど
う
や
っ
て
自
分
な
り
の
「
答
え
」
を
導
き
出
し
て
い
く
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
う
ま
く
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

「
問
い
」
に
は
、
い
く
つ
も
の
答
え
が
あ
り
、
い
く
つ
も
の
答
え
に
至
る
道
筋
が
あ
り
え
ま
す
。
だ
か
ら
、
ひ
と
つ
し
か
な
い
普
遍
的
な
「
答
え
」
を
そ
の



 

  
ま
ま
学
生
に
覚
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
学
の
役
目
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ま
ざ
ま
に
食
い
違
う
情
報
の
な
か
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
正
解
」 

を
探
し
だ
す
力
を
つ
け
る
。 

 

そ
ん
な
考
え
る
プ
ロ
セ
ス
を
大
切
に
す
る
大
学
で
、
そ
の
学
び
の
最
初
の
関
門
が
、
ひ
と
つ
の
正
解
し
か
な
い
テ
ス
ト
の
点
数
で
あ
る
こ
と
は
、
残
念
な

が
ら
と
て
も
皮
肉
な
こ
と
な
の
で
す
。 

 

大
学
で
教
え
ら
れ
る
「
学
問
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
勉
強
」
と
何
が
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
ネ
ッ
ト
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
て
「
う
ま
く
や
っ
た
」
と

思
っ
て
い
る
学
生
を
み
て
い
る
と
、
複
雑
な
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。
大
学
の
学
び
と
は
な
に
か
、
も
う
少
し
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

〔
後
略
〕 

 

 

（
松
村
圭
一
郎
『
こ
れ
か
ら
の
大
学
』
春
秋
社
、
二
〇
一
九
年
） 

※
「
仮
の
も
の
」…

こ
の
言
葉
は
、「
仮
の
答
え
」
や
「
暫
定
的
な
答
え
」
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

   

問
一 

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

  

問
二 

右
の
文
章
全
体
を
読
ん
で
、
高
校
ま
で
の
「
勉
強
」
と
の
違
い
を
意
識
し
な
が
ら
、
大
学
で
の
学
び
や
「
学
問
」
に
つ
い
て
あ
な
た
の
考
え
を
六
〇
〇

字
程
度
で
述
べ
な
さ
い
。 


