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問
題
一　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
設
問
に
答
え
よ
。

何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
情（ａ
）報

伝
達
と
い
え
ば
、
言
語
（
文
字
）
が
主
役
だ
っ
た
。

Ａ

、
こ
の
五
◦
年
ほ
ど
で
テ
レ
ビ
が
世
界

中
に 
① 
ふ
き
ゅ
う
し
、
状
況
が
変
わ
っ
た
。
非
言
語（
映
像
）が
、
情
報
伝
達
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
と
文
字
（
活
字
）、
そ
れ
ぞ
れ
伝
達
の
得
意
分
野
は
異
な
る
が
、
テ
レ
ビ
が
ち
ょ
っ
と
優
勢
と
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
何

し
ろ「

Ｂ

」で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
と
き
も
、
新
聞
や 

② 

ざ
っ
し
が
言
葉
で
報
じ
る
よ
り
、
テ
レ
ビ
の
映
像
の
ほ
う
が
は
る
か
に
「
実
際
は
ど
ん
な

状
態
に
な
っ
て
い
る
の
か
」
が
わ
か
っ
た
。
テ
レ
ビ
は
、「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
重
要
性
を
わ
れ
わ
れ
に
突
き
つ
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
最
近
の
若
い
人
は
本
を
読
ま
ず
に
、
テ
レ
ビ
を
見
る
の
か
、
の
答
え
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
は
一
瞬

に
し
て
膨
大
な
非
言
語
情
報
ま
で
伝
え
る
便
利
な
道
具
な
の
で
あ
る（
こ
の
二
◦
年
ほ
ど
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
あ
る
が
）。

私
た
ち
は
、
い
い
方
や
表
情
、
③ 

所
作
、
衣
服
な
ど
の
非
言
語
情
報
を
加
え
る
こ
と
で
、
言
語
情
報
の
意
味
が
一
八
◦
度
変
わ
っ

た
り
す
る
局
面
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
い
っ
た
人
は
、
日
本
で
私
以
前
に
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
か
─
─
。
演
劇
人
は
、
ず
っ

と
昔
か
ら
非
言
語
情
報
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。「（
ｂ
）嫌い

」
と
い
う
台せ

り
ふ詞

も
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
え
ば
「
好
き
」
と
い

う
意
味
に
な
る
な
ど
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
常
識
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
役
者
の
演
技
は
、
ア
ク
シ
ョ
ン
、
表
情
の
変
化
、
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
要
素
が
重
な
っ
て
い
る
。

そ（ｃ
）れ

を
分
解
写
真
で
伝
え
よ
う
と
し
て
も
隔か

っ
か靴

搔そ
う

痒よ
う

の
感
は
免
れ
な
い
。
ま
た
、似
た
よ
う
な
演
技
で
も
、役
者
の
顔
か
た
ち
や
、前
も
っ

て
他
者
に
知
ら
れ
て
い
る
人
柄
な
ど
の
情
報
に
よ
っ
て
も
、伝
わ
り
方
が
異
な
る
。
同（ｄ
）じ

台
詞
で
も
、有
名
な
二
枚
目
俳
優
が
い
う
の
と
、

売
れ
な
い
お
笑
い
芸
人
が
い
う
の
で
は
、
ま
っ
た
く
意
味
が
違
っ
て
く
る
。

重
要
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
は
、
書
物
に
な
り
に
く
い
の
で
あ
る
。「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
大
切
さ
に
演

劇
人
は
気
づ
い
て
い
た
が
、
そ
れ
を 

④ 

説
く
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｃ

、心
理
学
者
は
ど
う
か
。「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」は
、お
も
に
心
理
学
者
の
研
究
領
域
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、

心
理
学
者
が 

⑤ 

盛
ん
に
扱
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
多
民
族
国
家
だ
か
ら
、
元
来
「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
重
要
な
国

で
あ
る
。
ア
ク
シ
ョ
ン
で
わ
か
り
あ
う
ほ
か
な
い
。
言
葉
の
通
じ
な
い
人
が
周
囲
に
た
く
さ
ん
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ク
シ
ョ
ン
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
重
要
な
要
素
だ
と
い
う
考
え
方
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

日
本
で
も
、「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」を
扱
う
心
理
学
者
は
た
く
さ
ん
い
る
。
だ
が
、ほ
と
ん
ど
全
国
で
日
本
語
が
通
じ
る
し
、

日
本
人
は
相
手
の
表
情
を
読
む
力
に
長た

け
て
い
る
。
だ
か
ら
、表
情
の
変
化
も
小
さ
い
し
、ア
ク
シ
ョ
ン
も
小
さ
い
。
そ
れ
で
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
支
障
が
な
い
。
分
解
写
真
を
使
っ
て 

⑥ 

ひ
け
ん
し
ゃ
の
反
応
を
調
べ
て
も
、
変
化
が 

⑦ 

び
み
ょ
う
す
ぎ
て

認
知
心
理
学
で
は
実
験
が
し
に
く
い
。
心
理
学
を
学
ば
な
い
人
に
ま
で
伝
わ
る
ほ
ど
、
訴
え
の
強
い
実
験
成
果
は
、
日
本
か
ら
は
あ
ま

り
出
て
い
な
い
。

演
劇
人
や
心
理
学
者
は
、「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
く
て
も
、そ
の
手
段
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
学
者
や
作
家
な
ど
言
語
主
体
の
知
識
人
は
、
言
語
が
伝
達
の
王
座
に
座
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
基
本
的
に
変

え
た
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
。

し
い
て
い
う
な
ら
、
国
語
教
育
の
現
場
で
、「
声
を
出
し
て
言
葉
を
伝
え
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
教
師
が
少
数
な
が
ら
い

た
と
い
う
程
度
で
あ
る
。「
話
す
」
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
い
た
教
師
が
い
な
け
れ
ば
、
日
本
語
は
「
読
み
・
書
き
」
だ
け
を
教
え
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
音
声
を
重
視
す
る
教
育
者
を
加
え
て
も
、「（
ｅ
）非言

語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
大
切
さ
を
自
覚
し
て
い

た
人
は
、
ほ
ど
ん
ど
い
な
か
っ
た
。

（『
人
は
見
た
目
が
9
割　
「
超
」
実
践
編
』
竹
内
一
郎
）
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設
問
一　

内
、
①
～
⑦
の
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）は
漢
字
に
、
漢
字
は
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
二　

Ａ

、　 

Ｃ

に
は
、
ど
ん
な
接
続
詞（
つ
な
ぎ
こ
と
ば
）が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
語

を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

だ
か
ら　
　

イ　

ま
た　
　

ウ　

で
は　
　

エ　

す
る
と　
　

オ　

と
こ
ろ
が

設
問
三　

 

Ｂ

に
は
、
ど
ん
な
こ
と
わ
ざ
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

ア　

言
う
は
易
し
行
う
は
難
し

イ　

目
の
上
の
こ
ぶ

ウ　

百
聞
は
一
見
に
し
か
ず

エ　

知
ら
ぬ
が
仏

オ　

井
の
中
の
蛙
大
海
を
知
ら
ず

設
問
四　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句
（
ａ
）「
情
報
伝
達
と
い
え
ば
、
言
語
（
文
字
）
が
主
役
だ
っ
た
」
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
箇

所
を
本
文
か
ら
十
五
字
以
内
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

設
問
五　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句
（
ｂ
）「『
嫌
い
』
と
い
う
台
詞
も
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
え
ば
『
好
き
』
と
い
う
意
味
に
な
る
」
理

由
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
ア
は
九
字
、
イ
は

四
字
と
し
ま
す
。

　
「
嫌
い
」
と
い
う
言
葉
は
、「
そ
っ
ぽ
を
向
く
」
と
い
う
（　

ア　

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
通
り
の
「
嫌
い
」
と
い
う 

（　

イ　

）
の
意
味
が
、
実
は
「
好
き
」
な
の
だ
と
い
う
意
味
を
伝
え
る
も
の
へ
と
一
八
◦
度
変
化
す
る
か
ら
。

設
問
六　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句（
ｃ
）「
そ
れ
を
分
解
写
真
で
伝
え
よ
う
と
し
て
も
隔
靴
搔
痒
の
感
は
免
れ
な
い
」に
つ
い
て
、
以

下
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

①　
「
そ
れ
」
の
指
し
示
す
内
容
を
、
本
文
に
則
し
て
二
十
字
以
内
に
ま
と
め
て
書
き
な
さ
い
。

②　
「
隔
靴
搔
痒
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
も
ど
か
し
い
こ
と
。

イ　

手
が
か
り
の
な
い
状
態
で
探
し
求
め
る
こ
と
。

ウ　

周
囲
の
援
助
が
受
け
ら
れ
ず
、
苦
し
む
こ
と
。

エ　

次
か
ら
次
へ
と
災
難
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
。

オ　

時
流
に
合
わ
ず
、
役
に
立
た
な
い
こ
と
。

設
問
七　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句（
ｄ
）「
同
じ
台
詞
で
も
…
…
ま
っ
た
く
意
味
が
違
っ
て
く
る
」の
は
な
ぜ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も

適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

俳
優
と
お
笑
い
芸
人
と
で
は
、
伝
達
し
よ
う
と
す
る
言
語
情
報
が
異
な
る
か
ら
。

イ　

俳
優
と
お
笑
い
芸
人
と
で
は
、
周
囲
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
が
異
な
る
か
ら
。

ウ　

有
名
な
二
枚
目
俳
優
と
売
れ
な
い
お
笑
い
芸
人
と
で
は
、
表
現
力
に
差
が
あ
る
か
ら
。

エ　

有
名
な
二
枚
目
俳
優
と
売
れ
な
い
お
笑
い
芸
人
と
で
は
、
台
詞
以
外
の
情
報
が
異
な
る
か
ら
。

オ　

俳
優
と
お
笑
い
芸
人
と
で
は
、
ま
っ
た
く
違
う
情
報
の
伝
え
方
を
す
る
か
ら
。
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設
問
八　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句
（
ｅ
）「『
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
の
大
切
さ
を
自
覚
し
て
い
た
人
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な

か
っ
た
」こ
と
の
要
因
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

日
本
人
は
相
手
の
表
情
を
読
む
こ
と
が
得
意
で
あ
り
、
表
情
の
変
化
が
小
さ
く
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
困
ら

な
い
こ
と
。

イ　

日
本
で
は
、「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
関
す
る
研
究
や
実
験
が
あ
ま
り
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

ウ　

日
本
で
は
ほ
ぼ
全
国
で
日
本
語
が
通
じ
る
た
め
、
訴
え
の
強
い
ア
ク
シ
ョ
ン
を
あ
ま
り
必
要
と
し
な
い
こ
と
。

エ　

日
本
の
知
識
人
が
、「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
大
切
さ
を
説
く
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
。

オ　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
非
言
語
情
報
の
要
素
は
、
演
劇
や
心
理
学
に
携
わ
っ
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
わ
か

り
に
く
い
こ
と
。
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問
題
二　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
設
問
に
答
え
よ
。

（
こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ
）

高
村
雄
介
は
高
校
の
教
師
で
、
不
登
校
を
続
け
る
男
子
生
徒
、
安
藤
修
司
の
担
任
で
あ
る
。
家
庭
訪
問
を
続
け
る
雄
介
は
、
安
藤
が
、

父
親
の
リ
ス
ト
ラ
で
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
い
る
と
知
る
。
あ
る
日
、
学
校
に
安
藤
の
退
学
届
が
速
達
で
届
い
た
。
同
僚
の
榊
原
か

ら
連
絡
を
受
け
た
雄
介
は
、
退
学
届
を
取
り
消
し
に
来
た
安
藤
の
父
親
と
会
う
。
退
学
届
は
ま
だ
榊
原
が
預
か
っ
て
お
り
、
安
藤

の
父
親
は
ほ
っ
と
す
る
。

「
こ
の
ま
ま
、
お
帰
り
に
な
る
ん
で
す
か
？
」と
雄
介
は
訊き

い
た
。

「
え
え
、
息
子
と
ね
、
も
っ
と
話
し
合
わ
な
い
と
…
…
殴
り
合
い
で
す
け
ど
。
と
に
か
く
中
退
は
さ
せ
た
く
な
い
ん
で
す
、
学
歴
と

か
そ
ん
な
の
じ
ゃ
な
く
て
、
う
ま
く
言
え
な
く
て
、
だ
か
ら
け
っ
き
ょ
く
息
子
に
も
通
じ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
な
ん
て
言
え
ば
い
い
ん

で
し
ょ
う
ね
、
だ
か
ら
…
…
」

雄
介
は
ひ
と
つ
大
き
く
う
な
ず
い
て
、
言
っ
た
。

「
教
室
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」

「
え
？
」

「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
息
子
さ
ん
の
席
に
座
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」

立
ち
上
が
り
、
さ
あ
、
と
う
な
が
し
た
。

父
親
は
き
ょ
と
ん
と
し
た
顔
で
、

Ａ

腰
を
浮
か
せ
た
。

最
初
は
啞あ

然ぜ
ん

と
し
て
雄
介
と
父
親
を
見
比
べ
る
だ
け
だ
っ
た
榊
原
が
、
二
人
が
歩
き
だ
す
と 

Ｂ

「
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て

く
だ
さ
い
」と
呼
び
止
め
て
、
机
の
角
に
膝
を
ぶ
つ
け
な
が
ら
池
内
の
席
に
駆
け
て
い
っ
た
。

本
棚
か
ら
古
文
の
教
科
書
を
抜
き
取
っ
て
、
二
人
を
振
り
向
き
、
に
っ
こ
り
と
笑
う
。

「
こ
れ
、
あ
っ
た
ほ
う
が
気
分
が
出
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」

き
っ
と
、
榊
原
は
、
い
い
教
師
に
な
る
。
職（ａ
）員

室
を
出
る
と
き
、
雄
介
は
筒
に
し
て
持
っ
た
自
分
の
教
科
書
で
榊
原
の
尻
を
軽
く
叩

い
て
や
っ
た
。

が
ら
ん
と
し
た
教
室
に
、
教
科
書
を
読
む
雄
介
の
声
が
響
き
渡
る
。

窓
か
ら
三
列
目
の
、
前
か
ら
四
番
目
─
─
息（ｂ
）子

の
席
に
座
っ
た
父
親
は
、
教
科
書
を
ぱ
ら
ぱ
ら
め
く
っ
た
り
、
黒
板
を
眺
め
た
り
、

机
の
天
板
を
撫な

で
た
り
、
椅
子
に
座
っ
た
尻
の
位
置
を
細
か
く
変
え
た
り
し
な
が
ら
、
教
壇
に
立
つ
雄
介
と
目
が
合
う
と
、
首
を
か
し

げ
て
頰
を
ゆ
る
め
る
。
い
ま
に
も
声
を
あ
げ
て
笑
い
だ
し
そ
う
な
、
け
れ
ど
泣
き
だ
す 

① 

寸
前
の
よ
う
に
も
見
え
る
表
情
だ
っ
た
。

雄
介
が
読
ん
だ
の
は『（
ｃ
）奥の

細
道
』の
② 

冒
頭
だ
っ
た
。「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、行
き
か
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
…
…
」と 

い
う
、
仮
に
も
古
文
の
教
師
だ
、
す
っ
か
り
諳そ
ら

ん
じ
て
い
る
一
節
を
、
文
字
の 

③ 

連
な
り
を
ひ
と
つ
ず
つ
確
か
め
る
よ
う
に
し
て

読
ん
で
い
っ
た
。

オ
レ
た
ち
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
い
ま
ど
こ
に
い
て
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
。
昼
間
、
答
え
の
出
せ
な
か
っ
た
問
い
は
、

い
ま
も
胸
の
奥
の
ど
こ
か
に
ぽ
っ
か
り
と
浮
か
ん
だ
ま
ま
だ
。

Ｃ

、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
に
近
づ
い
て
も
届
か
な
い
問
い
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

明
日
に
な
る
と
、父
親
は
ま
た
居
場
所
の
な
い
一
日
を
過
ご
す
だ
ろ
う
。
ラ
イ
オ
ン
の
た
て
が
み
を
う
し
な
っ
た
雄
介
は
、明
日
か
ら
、

い
ま
は
気
づ
い
て
い
な
い
自
分
の
な
く
し
た
も
の
の
大
き
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
で
も
い
い
─
─
雄
介
は
思
う
。

教
科
書
を
読
み
終
え
て
、
教
壇
か
ら
父
親
に「
④ 

な
つ
か
し
い
で
し
ょ
う
」と
声
を
か
け
る
。

父
親
は
あ
ら
た
め
て
教
室
を
眺
め
渡
し
、「
息
子
が
小
学
生
の
頃
の
父
親 

⑤ 

さ
ん
か
ん
び
以
来
で
す
よ
、
学
校
の
教
室
に
入
っ
た

の
」と
言
っ
た
。「
教
科
書
も
、
も
う
ぜ
ん
ぜ
ん
見
て
ま
せ
ん
か
ら
ね
」
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「（
ｄ
）でも

、
オ
ト
ナ
だ
っ
て
、
昔
は
こ
こ
に
い
た
ん
で
す
よ
。
オ
ト
ナ
は
み
ん
な
、
か
つ
て
生
徒
だ
っ
た
ん
で
す
よ
」

雄
介
の
言
葉
に
、
父
親
だ
け
で
は
な
い
、
教
室
の
後
ろ
の
ド
ア
に
立
つ
榊
原
も
、
う
ん
う
ん
、
と
う
な
ず
い
た
。

父
親
は
座
っ
た
ま
ま
椅
子
を
引
き
、
ま
た
戻
し
、
机
の
天
板
を
軽
く
叩
い
て
、
肩
を
揺
す
っ
た
。

「
い
た
ん
で
す
ね
え
、
こ
こ
に
」

「
そ
う
で
す
よ
、
み
ん
な
い
た
ん
で
す
よ
、
教
室
に
い
な
か
っ
た
ひ
と
な
ん
て
誰
も
い
な
い
ん
で
す
よ
」─
─
榊
原
の
声
が
、
裏
返
る
。

雄
介
は
教
卓
の
両
縁
に
手
を
つ
い
て
、
教
室
ぜ
ん
た
い
を 

⑥ 

し
や
に
収
め
た
。

⑦ 

せ
ま
い
部
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
と
生
徒
た
ち
は
言
う
。
だ
が
、
彼
ら
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
、
教
卓
か
ら
眺
め
る

教
室
は
、

Ｄ

サ
イ
ズ
が
変
わ
る
。
授
業
が
う
ま
く
進
ん
で
い
る
と
き
に
は
、
生
徒
一
人
一
人
の
顔
が
く
っ
き
り
見
え
て
、
両
手

を
伸
ば
せ
ば
生
徒
全
員
を
包
み
込
め
そ
う
な
気
さ
え
す
る
。
そ
う
で
な
い
と
き
に
は
、
自（ｅ
）分

の
声
が
教
室
の
真
ん
中
あ
た
り
で
う
な
だ

れ
て
し
ま
う
の
が
わ
か
る
。

だ
か
ら
─
─
安
藤
に
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
だ
、
た
く
さ
ん
あ
る
。
立
ち
止
ま
ら
な
く
て
も
、
振
り
向
か
な
く
て
も
い
い
、
返

事
は
い
ら
な
い
、
た
だ
、
伝
え
た
い
。

（『
ラ
イ
オ
ン
先
生
』
重
松
清
）

設
問
一　

内
、
①
～
⑦
の
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）は
漢
字
に
、
漢
字
は
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
二　

Ａ

～

Ｄ

に
は
、
ど
ん
な
こ
と
ば
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ま
る
で
生
き
物
の
よ
う
に

イ　

不
意
に
わ
れ
に
返
っ
た
よ
う
に

ウ　

な
に
か
目
に
見
え
な
い
糸
に
吊
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

エ　

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路
の
逃
げ
水
の
よ
う
に

設
問
三　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句（
ａ
）「
職
員
室
を
出
る
と
き
、
雄
介
は
…
…
榊
原
の
尻
を
軽
く
叩
い
て
や
っ
た
」の
は
、
な
ぜ
か
。

次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

雄
介
の
急
な
申
し
出
を
聞
い
て
慌
て
て
い
る
榊
原
を
落
ち
着
か
せ
る
た
め
。

イ　

将
来
有
望
な
榊
原
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
、
自
分
も
負
け
ま
い
と
す
る
気
持
ち
を
表
す
た
め
。

ウ　

榊
原
の
気
遣
い
を
う
れ
し
く
思
い
、
感
謝
の
気
持
ち
を
さ
り
げ
な
く
伝
え
る
た
め
。

エ　

事
態
が
収
束
し
た
と
思
っ
て
い
る
榊
原
に
、
ま
だ
気
を
抜
い
て
は
い
け
な
い
と
警
告
す
る
た
め
。

オ　

自
分
は
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ず
戸
惑
っ
て
い
る
榊
原
を
鼓
舞
す
る
た
め
。

設
問
四　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句
（
ｂ
）「
息
子
の
席
に
座
っ
た
父
親
は
、
教
科
書
を
ぱ
ら
ぱ
ら
め
く
っ
た
り
…
…
尻
の
位
置
を
細

か
く
変
え
た
り
し
な
が
ら
」
と
い
う
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
父
親
の
心
情
と
し
て
次
の
中
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の

を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

興
奮　
　

イ　

緊
張　
　

ウ　

遠
慮　
　

エ　

郷
愁　
　

オ　

高
揚

設
問
五　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句（
ｃ
）「『
奥
の
細
道
』」は
誰
の
作
品
か
。
作
者
名
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

設
問
六　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句
（
ｄ
）
に
つ
い
て
、
雄
介
は
こ
の
言
葉
で
安
藤
の
父
親
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
か
。
次
の
中

か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
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ア　

安
藤
の
父
親
も
、
か
つ
て
は
学
校
で
多
感
な
時
期
を
過
ご
し
た
よ
う
に
、
不
登
校
の
息
子
も
様
々
な
思
い
を
抱
え
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
。

イ　

今
の
学
校
教
育
は
、
安
藤
の
父
親
が
学
生
だ
っ
た
頃
と
は
全
く
違
う
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
何
も

変
わ
っ
て
は
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。

ウ　

安
藤
の
父
親
は
不
登
校
の
息
子
を
わ
が
ま
ま
だ
と
感
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
当
時
の
父
親
だ
っ
て
何

も
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
。

エ　

安
藤
の
父
親
が
優
秀
な
生
徒
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
わ
か
っ
た
の
で
、
今
は
い
ろ
い
ろ
と
辛
い
こ
と
が
あ
る
に
し
て

も
、
自
然
に
道
は
開
け
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
。

オ　

安
藤
の
父
親
も
学
生
だ
っ
た
時
期
を
経
て
オ
ト
ナ
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
退
学
す
る
か
ど
う
か
も
こ
れ
か
ら
オ
ト
ナ

に
な
っ
て
い
く
息
子
の
意
思
に
任
せ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
。

設
問
七　
右
に
傍
線
の
あ
る
語
句（
ｅ
）「
自
分
の
声
が
教
室
の
真
ん
中
あ
た
り
で
う
な
だ
れ
て
し
ま
う
」と
い
う
比
喩
表
現
に
用
い

ら
れ
て
い
る
修
辞
法
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

設
問
八　
本
文
中
か
ら
、安
藤
の
父
親
が
失
業
中
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
一
文
を
探
し
出
し
、最
初
の
五
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。




