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【一
】次
の
文
章
を
読
ん
で
、
論
旨
に
基
づ
い
て
問
い
に
答
え
な
さ
い 

 

単
語
が
表
す
事
物
や
事
柄
の
枠
組
み
は
本
質
的
に
曖
昧
な
も
の
で
す
か
ら
、
単
語
の
意
味
を
合
成
し
て
得
ら
れ
る
文

の
意
味
も
当
然
曖
昧
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「太
郎
は
運
動
会
で
リ
レ
ー
に
出
場
し
た
」と
い
う
文
が
表
す
事
柄
で
は
、

「
運
動
会
」
が
日
本
で
は
ど
ん
な
形
で
行
わ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
で
行
わ
れ
る
「
リ
レ
ー
」
と
い
う
競
技
に
出
場
す
る

人
が
ど
の
程
度
の
能
力
を
も
っ
て
い
て
、
ど
の
く
ら
い
の
距
離
を
走
る
の
か
な
ど
の
情
報
は
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す

か
ら
こ
の
文
を
理
解
す
る
人
は
、
自
分
が
も
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
単
語
が
表
す
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
と
に
し
て
、

実
際
に
ど
ん
な
事
柄
が
起
こ
っ
た
の
か
を
頭
の
中
で
限
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
運
動
会
」
に
し
ろ
「リ
レ
ー
」

に
し
ろ
、
聞
き
手
が
も
っ
て
い
る
そ
れ
ら
の
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
同
じ
で
は
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
こ

の
文
が
表
す
事
柄
も
、
最
終
的
に
限
定
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
段
階
で
は
、
聞
き
手
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
に

な
る
わ
け
で
す
。 

㋐( 
 

 
 

 
 

)

、
文
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
過
程
で
は
、
聞
き
手
が
も
っ
て
い
る
事
物
や
事
柄
に
関
す
る
知
識
が
必

ず
使
わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
話
し
手
の
側
で
も
、
聞
き
手
が
事
物
や
事
柄
に
つ
い

て
ど
ん
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
前
提
と
し
て
単
語
を
選
択
し
、
文
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

た
と
え
ば
聞
き
手
が
日
本
人
の
大
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
明
日
は
息
子
の
幼
稚
園
の
運
動

会
だ
か
ら
、
運
動
靴
を
履
い
て
い
き
ま
す
」
と
言
う
だ
け
で
、
特
に
他
の
事
柄
を
付
け
加
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
聞
き
手
が
日
本
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
外
国
人
で
あ
れ
ば
、
「息
子
の
幼
稚
園
の
運
動
会
」と
「運
動
靴
を
履
い

て
い
く
」
こ
と
の
因
果
関
係
が
わ
か
ら
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
関
係
が
理
解
で
き
る
た
め
に
は
、
日
本
の
幼
稚

園
で
行
わ
れ
る
運
動
会
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
園
児
の
父
母
が
参
加
す
る
種
目
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
だ
と

い
う
知
識
が
必
要
だ
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
幼
稚
園
の
事
情
を
よ
く
知
ら
な
い
人
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
、
今
の

よ
う
な
文
を
作
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
「
明
日
は
息
子
の
幼
稚
園
で
運
動
会
が
あ
っ
て
、
私
も
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

種
目
が
あ
る
の
で
、
運
動
靴
を
履
い
て
い
き
ま
す
」
の
よ
う
な
形
の
文
を
作
っ
て
伝
達
す
る
こ
と
が
適
当
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

文
の
理
解
に
聞
き
手
の
知
識
が
前
提
と
さ
れ
る
の
が
、⑴
コ
ト
バ
に
よ
る
伝
達
の
普
通
の
あ
り
方
だ
と
す
る
と
、
あ
る

文
が
表
す
事
柄
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
柄
と
な
ん
ら
か
の
関
係
を
も
つ
別
の
事
柄
を
、
聞
き
手
に
理
解
さ
せ
る
と

い
う
伝
達
の
方
法
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
㋑( 

 
 

 
 

 
)

、
あ
る
文
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
別

の
事
柄
を
聞
き
手
に
理
解
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
㋒( 

 
 
 

 
 

)

、
知
り
合
い
が
あ
な
た
の
家
を
訪
ね
て
き
て
い
る

と
し
て
、
そ
の
人
に
「
ケ
ー
キ
で
も
い
か
が
で
す
か
」
と
尋
ね
た
と
し
ま
す
。
そ
の
時
そ
の
人
が
「
さ
っ
き
食
事
を
す
ま
せ
て
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き
た
の
で
」と
答
え
た
と
し
た
ら
あ
な
た
は
、
あ
あ
こ
の
人
は
ケ
ー
キ
が
ほ
し
く
な
い
ん
だ
な
と
理
解
す
る
は
ず
で
す
。 

知
り
合
い
が
言
っ
た
文
は
、
そ
の
人
が
少
し
前
に
食
事
を
終
え
た
、
と
い
う
事
柄
を
表
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
で
す
が

私
た
ち
は
、
「あ
る
人
が
少
し
前
に
食
事
を
し
た
の
な
ら
、
そ
の
人
は
空
腹
で
は
な
い
。
そ
し
て
あ
る
人
が
空
腹
で
な
け
れ

ば
、
ケ
ー
キ
を
食
べ
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
知
識
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
し
前
に
食
事
を
し
た
、
と

い
う
内
容
の
事
柄
を
言
わ
れ
て
、
私
た
ち
は
即
座
に
、
そ
の
人
が
ケ
ー
キ
を
食
べ
た
く
な
い
、
と
い
う
別
の
事
柄
を
理
解

し
、
そ
の
人
は
自
分
の
申
し
出
を
断
っ
て
い
る
の
だ
な
と
判
断
す
る
わ
け
で
す
。 

こ
の
程
度
の
理
解
は
非
常
に
簡
単
で
、
誰
に
で
も
で
き
ま
す
。
し
か
し
知
り
合
い
が
言
っ
た
文
の
内
容
は
、
単
に
少
し

前
に
食
事
を
終
え
た
と
い
う
事
柄
だ
け
で
す
か
ら
、
も
し
そ
の
事
柄
だ
け
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
が

ケ
ー
キ
を
食
べ
た
く
な
い
と
い
う
別
の
事
柄
ま
で
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
ん
な
簡
単
な
内
容
の
理

解
で
も
、
私
た
ち
は
あ
る
事
柄
に
関
係
す
る
別
の
事
柄
に
つ
い
て
の
知
識
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
「
ケ
ー
キ
は
い
か
が
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
な
ら
ば
、
「
い
い
え
ケ
ー
キ

は
ほ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
文
を
使
う
こ
と
で
直
接
的
に
聞
き
手
が
必
要
と
し
て
い
る
事
柄
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
な
の
に
⑵

「少
し
前
に
食
事
を
し
た
」と
い
う
内
容
は
そ
の
事
柄
を
直
接
表
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
答
え

と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

し
か
し
あ
な
た
は
知
り
合
い
に
好
意
を
示
そ
う
と
し
て
ケ
ー
キ
を
す
す
め
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
相
手
が
ケ
ー

キ
を
食
べ
た
く
な
い
と
い
う
事
柄
は
、
あ
な
た
の
好
意
を
拒
否
す
る
、
つ
ま
り
あ
な
た
に
と
っ
て
は
不
利
益
と
な
る
内
容

で
す
。
恐
ら
く
こ
の
よ
う
に
、
聞
き
手
に
不
利
益
と
な
る
事
柄
を
直
接
的
に
伝
え
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
聞
き
手
の

知
識
を
利
用
す
る
形
で
、
間
接
的
に
同
じ
内
容
を
伝
え
る
方
法
が
選
択
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

つ
ま
り
、
あ
え
て
不
十
分
な
内
容
の
事
柄
を
聞
き
手
に
伝
え
る
こ
と
で
、
話
し
手
は
聞
き
手
に
対
し
て
、
そ
の
事
柄
に

関
係
す
る
知
識
を
利
用
し
て
別
の
事
柄
を
理
解
す
る
こ
と
を
期
待
し
、
直
接
的
に
そ
の
事
柄
を
表
す
文
を
作
る
こ
と
を

避
け
る
方
策
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
聞
き
手
の
要
求
す
る
答
え
に
対
し
て
「
不
十
分
」
な
内
容
と
は
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

不
十
分
と
は
十
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
ず
答
え
に
対
す
る
十
分
な
内
容
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

ま
ず
、
聞
き
手
の
要
求
は
、
普
通
は
疑
問
か
命
令
・
依
頼
の
形
で
表
さ
れ
ま
す
。
「
こ
れ
は
何
で
す
か
」
と
い
う
疑
問
文

に
対
し
て
は
、
「
何
」
に
当
た
る
事
物
を
答
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
す
し
、
「
行
け
」
と
い
う
命
令
に
対
し
て
は
、

「
行
き
ま
す
」
と
い
う
肯
定
の
意
志
か
、
「
行
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
否
定
の
意
志
を
表
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。 さ

て
、
疑
問
文
は
今
の
「こ
れ
は
何
で
す
か
」の
よ
う
に
疑
問
詞
を
使
う
疑
問
文
と
、
「あ
な
た
は
学
生
で
す
か
」の
よ
う

に
、
事
柄
が
成
立
す
る
の
か
し
な
い
の
か
を
尋
ね
る
形
の
疑
問
文
が
あ
り
ま
す
。
疑
問
詞
を
使
う
疑
問
文
を
、
「
疑
問
詞

疑
問
文
」
（
「
特
殊
疑
問
文
」
と
か
「wh

-

疑
問
文
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
）
、
事
柄
の
成
立
を
尋
ね
る
疑
問
文
を
、
あ
る
事
柄

が
本
当
か
嘘
か
を
尋
ね
る
と
い
う
意
味
で
、
「真
偽
疑
問
文
」（「一
般
疑
問
文
」と
か
「Ye

s
-
N

o

疑
問
文
」と
も
呼
ば
れ

ま
す
）と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

⑶( 
 
 
 
 
 
 
)

に
対
す
る
十
分
な
答
え
は
、
そ
の
疑
問
詞
が
表
す
は
ず
の
具
体
的
な
事
物
を
そ
の
ま
ま
言
う
こ
と
で

す
。
「
こ
れ
は
何
で
す
か
」
に
対
し
て
は
、
「
何
」
が
表
す
、
た
と
え
ば
「
雑
誌
」
と
か
「
ペ
ス
カ
ト
ー
レ
」
な
ど
の
事
物
を
あ
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
十
分
な
答
え
と
な
り
ま
す
。⑷( 

 
 

 
 

 
 

)

に
対
す
る
十
分
な
答
え
は
、
聞
か
れ
て
い
る
事
柄
が
事

実
で
あ
れ
ば
「
は
い
」
、
事
実
で
な
け
れ
ば
「
い
い
え
」
と
答
え
る
こ
と
で
す
。
命
令
や
依
頼
に
対
し
て
も
、
相
手
の
要
求
に



応
じ
る
の
で
あ
れ
ば
「は
い
」、
応
じ
る
つ
も
り
が
な
け
れ
ば
「い
い
え
」と
答
え
る
の
が
十
分
な
答
え
に
な
り
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
聞
き
手
の
要
求
に
対
す
る
不
十
分
な
答
え
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
今
は
わ
ざ
と
不
十
分
な

答
え
を
す
る
場
合
を
考
え
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
疑
問
文
に
対
す
る
答
え
を
話
し
手
は
正
し
く
知
っ
て
い
る
し
、
相
手
の

命
令
や
要
求
に
対
す
る
態
度
も
は
っ
き
り
決
め
て
い
る
も
の
と
仮
定
し
て
お
き
ま
す
。 

ま
ず
、
疑
問
詞
疑
問
文
に
対
す
る
最
も
不
十
分
な
答
え
と
し
て
は
、
「
さ
あ
ね
」
と
か
「
ど
う
だ
ろ
う
な
」
な
ど
の
よ
う

に
言
っ
て
、
最
初
か
ら
答
え
を
拒
否
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
に
不
十
分
な
の
は
、
「
知
り
ま
せ
ん
」
と
か

「
忘
れ
ま
し
た
」
の
よ
う
に
、
一
応
答
え
て
は
い
る
も
の
の
、
疑
問
詞
に
対
応
す
る
事
物
を
全
然
言
わ
な
い
場
合
で
す
。
こ

れ
は
、
対
応
す
る
事
物
を
本
当
は
知
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
わ
ざ
と
「
嘘
」
を
言
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
次
に
は
、
「
あ
な

た
は
何
を
し
て
い
る
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
息
を
し
て
い
ま
す
」
の
よ
う
な
答
え
を
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
聞
き
手
の
質
問
に
き
ち
ん
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
質
問
を
わ
ざ
と
は
ぐ
ら
か
し
て
、
質
問
と
は

無
関
係
の
事
柄
を
言
う
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
「
そ
れ
を
ど
こ
で
見
つ
け
た
の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し

て
、
「
地
球
で
す
」
の
よ
う
に
、
嘘
で
も
無
関
係
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
「
ど
こ
」が
表
す
場
所
を
要
素
と
す
る
大
き
す
ぎ
る

集
合
を
与
え
て
、
聞
き
手
の
知
り
た
い
正
確
な
場
所
を
教
え
な
い
場
合
も
あ
り
え
ま
す
。 

真
偽
疑
問
文
に
対
し
て
も
、
答
え
を
拒
否
し
た
り
、
嘘
を
言
っ
た
り
す
る
の
は
当
然
不
十
分
な
答
え
で
す
。
ま
た
「
あ

な
た
は
学
生
で
す
か
」に
対
し
て
、
「
最
近
耳
が
遠
く
な
り
ま
し
た
」の
よ
う
に
わ
ざ
と
答
え
と
は
無
関
係
の
内
容
を
言
う

こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
「
は
い
、
勉
強
は
し
て
い
ま
す
」の
よ
う
に
答
え
と
し
て
は
正
確
さ
を
欠
く
内
容
の
事
柄
を
伝
え
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

命
令
・依
頼
に
対
し
て
も
同
じ
こ
と
で
、
要
求
の
拒
否
や
、
要
求
に
応
じ
た
く
な
い
の
に
応
じ
る
ふ
り
を
す
る
、
つ
ま
り

嘘
を
つ
く
な
ど
の
場
合
は
、
不
十
分
な
答
え
だ
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
「
コ
ピ
ー
を
し
て
く
れ
」
と
い
う
依
頼
に
対
し
て
、

「今
私
は
仕
事
中
で
す
」の
よ
う
に
答
え
れ
ば
、
依
頼
に
対
す
る
答
え
と
は
無
関
係
の
事
柄
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
す
し
、

上
に
あ
げ
た
「
ケ
ー
キ
で
も
い
か
が
で
す
か
」に
対
し
て
「
さ
っ
き
食
事
を
す
ま
せ
ま
し
た
」
と
答
え
る
の
は
、
命
令
の
一
種

と
し
て
の
提
案
に
対
し
て
、
無
関
係
の
事
柄
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
「
コ
ピ
ー
を
し
て
く
れ
」と
い
う
依

頼
に
対
し
て
「
は
い
、
い
つ
か
や
り
ま
す
」
の
よ
う
に
答
え
た
と
し
た
ら
、
聞
き
手
の
要
求
に
正
確
に
答
え
た
も
の
と
は
言

え
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
に
、
聞
き
手
の
要
求
に
対
す
る
不
十
分
な
答
え
と
し
て
は
、
不
十
分
さ
の
程
度
が
大
き
い
順
番
に
、
①
最
初

か
ら
答
え
を
拒
否
す
る
、
②
嘘
を
言
う
、
③
無
関
係
の
こ
と
を
言
う
、
④
不
正
確
な
情
報
を
伝
え
る
、
の
四
つ
の
種
類
が

考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
グ
ラ
イ
ス
は
、
聞
き
手
の
要
求
に
対
す
る
十
分
な
答
え
を
す
る
た

め
の
原
則
と
し
て
、
「
質
の
原
則
」
（
嘘
を
言
わ
な
い
）
、
「
量
の
原
則
」
（
過
不
足
な
い
情
報
を
与
え
る
）
、
「
関
係
の
原
則
」

（
無
関
係
の
こ
と
を
言
わ
な
い
）
、
「
様
式
の
原
則
」
（
曖
昧
な
表
現
を
し
な
い
）
と
い
う
四
つ
の
簡
潔
な
原
則
を
あ
げ
て
い

ま
す
。
今
考
え
た
、
不
十
分
な
答
え
の
種
類
も
、
グ
ラ
イ
ス
の
関
係
の
原
則
に
大
体
の
と
こ
ろ
対
応
し
て
い
ま
す
。 

た
だ
、
「
様
式
の
原
則
違
反
」
と
「
最
初
か
ら
答
え
を
拒
否
す
る
」
は
少
し
違
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
様
式
の
原
則
に
違

反
す
る
と
い
う
の
は
、
わ
ざ
と
わ
か
り
に
く
く
て
非
論
理
的
で
曖
昧
な
表
現
を
使
う
と
い
う
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

相
手
の
要
求
に
対
す
る
答
え
と
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
が
使
わ
れ
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
普
通
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
「
さ

あ
ね
」「ど
う
だ
ろ
う
な
」「
そ
う
だ
ね
え
」の
よ
う
な
、
返
答
を
拒
否
す
る
表
現
が
使
わ
れ
る
場
合
を
入
れ
て
お
い
た
ほ
う

が
、
不
十
分
な
答
え
の
類
別
と
し
て
は
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。 

⑸

い
ず
れ
に
し
て
も
、
聞
き
手
の
要
求
し
て
い
る
は
ず
の
答
え
に
対
し
て
、
今
あ
げ
た
種
類
に
属
す
る
よ
う
な
不
十
分

な
答
え
を
あ
え
て
す
れ
ば
、
聞
き
手
は
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
不
十
分
な
答
え
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
そ
の
理
由
を

考
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
聞
き
手
は
自
分
が
も
っ
て
い
る
、
言
わ
れ
た
事
柄
に
関
係
す
る
知
識
を
使
っ
て
理
由



を
推
測
し
、
最
終
的
に
話
し
手
が
本
当
に
伝
え
た
い
事
柄
を
理
解
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
文
が
表
す
事
柄
が
も

っ
て
い
る
本
質
的
な
曖
昧
性
に
よ
っ
て
、
文
を
理
解
す
る
際
に
は
必
ず
な
ん
ら
か
の
知
識
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
に
な

る
と
い
う
⑹

コ
ト
バ
の
性
質
が
、
伝
え
た
い
事
柄
を
間
接
的
に
表
す
手
段
を
も
発
達
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

『シ
リ
ー
ズ
・日
本
語
の
し
く
み
を
探
る
③ 

言
語
学
の
し
く
み
』 

町
田
健
（編
），20

0
8

年
よ
り
，
一
部
改
変 

  

問
一 

文
中
の
㋐
か
ら
㋒
の( 

 
 

 
 

 
 

)

に
入
る
接
続
表
現
を
答
え
な
さ
い
。  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

問
二 

こ
の
著
者
は
、
傍
線
部
⑵
に
示
す
よ
う
な
「答
え
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
」を
返
答
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
説
明
し
な
さ
い
。 

【一
〇
〇
字
以
内
】  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

問
三 

（  
 
 

)

の
⑶
お
よ
び
⑷
に
入
る
単
語
又
は
語
句
を
文
中
の
表
現
で
答
え
な
さ
い
。  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

問
四 

傍
線
部
⑸
の
「い
ず
れ
に
し
て
も
」と
は
、
具
体
的
に
何
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
答
え
な
さ
い
。 

【二
五
〇
字
以
内
】  

 

 

問
五 

傍
線
部
⑴
お
よ
び
⑹
は
「コ
ト
バ
」と
表
記
さ
れ
て
い
い
る
が
、
著
者
は
な
ぜ
「こ
と
ば
や
言
葉
」で
は
な
く
あ
え

て
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
答
え
な
い
。 

【一
五
〇
字
以
内
】 

  

【二
】
次
の
四
字
熟
語
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。 

（一
）満
身
創
痍 

 
 
 

（二
）朝
三
暮
四 

 
 
 

（三
）切
磋
琢
磨 

 
 
 

（四
）行
運
流
水 

 
 
 

（五
）岡
目
八
目 

 
 
 

 



 
【三
】
次
の
言
葉
の
反
意
語
を
書
き
な
さ
い
。 

（一
）設
立 

 
 
 

（二
）怠
慢 

 
 

（三
）倹
約 

 

（四
）依
存 

 
 
 
 

（五
）煩
雑 

 
 
 

  

【四
】
次
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

（一
）完
遂 

（Ａ
）
高
い
水
準
で
完
成
し
た
作
品 

（Ｂ
）
完
全
に
成
し
遂
げ
る
こ
と 

（Ｃ
）
完
成
ま
で
に
長
い
道
の
り
が
あ
る
こ
と 

（Ｄ
）
技
能
を
完
全
に
修
得
し
た
習
熟
者 

 （二
）連
関 

（Ａ
）
関
係
が
連
続
的
に
継
続
す
る
様 

（Ｂ
）
関
係
の
あ
る
者
同
士
が
協
働
す
る
こ
と 

（Ｃ
）二
つ
の
属
性
間
に
相
互
関
係
が
存
在
す
る
こ
と 

（Ｄ
）
エ
ピ
ソ
ー
ド
連
続
的
な
つ
な
が
り 

 （三
）快
演 

（Ａ
）
演
舞
が
滞
り
な
く
披
露
さ
れ
る
こ
と 

（Ｂ
）
す
ば
ら
し
い
演
技
や
演
奏
の
こ
と 

（Ｃ
）
熱
狂
的
な
演
奏
の
こ
と 

（Ｄ
）
手
順
通
り
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と 

  



 
（四
）依
拠 

（Ａ
）
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
従
う
こ
と 

（Ｂ
）
よ
り
ど
こ
ろ
し
た
根
拠 

（Ｃ
）
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と 

（Ｄ
）
法
や
規
律
を
制
定
す
る
こ
と 

 

（五
）堕
落 

（Ａ
）
道
徳
が
欠
如
し
た
状
態
の
こ
と 

（Ｂ
）
疲
弊
す
る
様
子 

（Ｃ
）
物
事
の
判
断
が
で
き
な
い
こ
と 

（Ｄ
）
物
事
が
本
来
あ
る
べ
き
正
し
い
姿
や
価
値
を
失
う
こ
と 


