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そ
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一
〕  

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

①
詩
と
か
俳
句
と
か
短
歌
っ
て
読
ま
れ
て
な
い
な
あ
、
と
思
う
。
本
屋
に
も
そ
れ
ら
の
本
は
殆

ほ
と
ん

ど
置
か
れ
て
い
な
い
し
、
各
ジ
ャ
ン
ル
を
お
さ
え
て
い
る

『
本
の
雑
誌
』
で
も
扱
わ
れ
る
こ
と
は
ⓐ
稀
だ
。
私
は
歌
人
な
の
で
こ
れ
は
さ
み
し
い
。
で
も
普
段
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
詩
歌
は
あ
ま
り
に
も
マ
イ

ナ
ー
で
読
ま
れ
な
い
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
無
念
さ
や
Ａ
痛
み
の
感
覚
が
麻
痺
し
て
い
る
の
だ
。 

 

詩
歌
が
読
ま
れ
な
い
の
は
、
た
ぶ
ん
「
わ
か
ら
な
い
」
か
ら
だ
ろ
う
。
Ｂ
そ
の
前
提
に
は
、
詩
や
歌
は
「
わ
か
る
」
ひ
と
に
は
「
わ
か
る
」。
で
も
自
分
に
は

「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
読
者
の
側
の
思
い
込
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
が
、
そ
れ
は
誤
解
だ
。
あ
ま
り
云
わ
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
そ
も
そ
も
近
代
以
降

の
詩
歌
と
は
、
ど
ん
な
に
「
わ
か
る
」
ひ
と
に
も
半
分
く
ら
い
し
か
「
わ
か
ら
な
い
」
ジ
ャ
ン
ル
な
の
だ
。
例
え
ば
私
の
場
合
、
20
年
以
上
詠
み
ま
た
読
み
続

け
て
い
る
短
歌
で
も
「
わ
か
る
」
の
は
全
体
の
60
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
で
あ
る
。
俳
句
が
25
パ
ー
セ
ン
ト
、
現
代
詩
で
は
10
パ
ー
セ
ン
ト
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。

②
つ
ま
り
専
門
的
に
や
っ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
も
、
詩
歌
は
「
わ
か
ら
な
い
」
の
が
普
通
。
作
品
の
紹
介
や
解
説
を
す
る
と
き
は
、
自
分
に
と
っ
て
「
わ
か

る
」
も
の
を
選
ん
で
や
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。 

 

だ
か
ら
み
ん
な
も
怖
が
ら
ず
に
読
み
ま
し
ょ
う
、
と
云
っ
て
も
、
そ
う
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
今
の
読
者
に
と
っ
て
「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
へ
の
抵
抗
感
は

と
て
も
強
い
の
だ
。
確
実
に
「
わ
か
る
」
と
こ
ろ
に
着
地
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
③
近
年
は
小
説
な
ど
で
も
、「
泣
け
る
」
本
と
か
、「
笑

え
る
」
本
と
か
、
感
情
面
で
の
一
種
の
実
用
書
の
よ
う
な
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。 

 

「
共
感
（
シ
ン
パ
シ
ー
）」
と
「
驚
異
（
ワ
ン
ダ
ー
）」、
言
語
表
現
を
支
え
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
要
素
の
う
ち
、「
泣
け
る
」
本
、「
笑
え
る
」
本
を
求
め
る
読

者
は
、
圧
倒
的
に
「
共
感
」
優
位
の
読
み
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
言
葉
の
な
か
に
「
驚
異
」
な
ど
求
め
て
い
な
い
の
だ
。 

 

そ
し
て
詩
歌
は
「
共
感
」
よ
り
も
「
驚
異
」
と
の
親
和
性
が
高
い
。
だ
か
ら
敬
遠
さ
れ
る
。
例
外
的
に
読
ま
れ
る
の
は
、
作
品
の
背
後
に
「
共
感
」
し
や
す

い
物
語
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
作
者
が
不
治
の
病
と
か
心
中
し
た
と
か
獄
中
の
死
刑
囚
と
か
、
そ
れ
ら
が
「
共
感
」
面
で
の
補
強
要
素
と
し
て
作
用
す
る
わ
け

だ
。 

 

人
間
の
一
生
の
な
か
で
「
驚
異
」
を
求
め
る
感
覚
が
最
も
増
大
す
る
の
は
思
春
期
だ
ろ
う
。
未
知
へ
の
憧
れ
の
高
ま
り
と
共
に
ひ
と
は
哲
学
書
や
詩
歌
の
言

葉
に
近
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
年
を
と
る
に
つ
れ
て
世
界
へ
の
「
共
感
」
性
を
増
し
て
ゆ
く
、「
ⓑ
お
天
道
様
に
も
雑
草
に
も
石
こ
ろ
に
も
感
謝
」「
今
日

一
日
が
有
り
難
い
」
的
な
感
覚
が
そ
の
到
達
点
か
。 

 

だ
が
近
頃
、
道
端
で
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
筆
っ
ぽ
い
文
字
で
書
い
た
も
の
を
並
べ
て
い
る
若
者
た
ち
を
よ
く
み
る
。
や
は
り
言
葉
の
「
共
感
」
性
が
増
大
し

て
い
る
の
か
。
④
私
は
な
ん
と
な
く
こ
わ
い
も
の
を
み
る
よ
う
に
横
目
で
そ
れ
を
み
る
。
ど
う
せ
書
く
な
ら
も
っ
と
健
全
な
、
例
え
ば
こ
ん
な
の
に
し
て
欲
し

い
。 

  
 

竊
盜
金
魚 

強
盜
喇
叭 

恐
喝
胡
弓 

賭
博
ね
こ 

詐
欺
更
紗 

涜
職
天
鵞
絨 

姦
淫
林
檎 

傷
害
雲
雀 

殺
人
ち
ゆ
り
つ
ぷ 

墮
胎
陰
影 

騷
擾
ゆ
き 

放
火
ま
る
め
ろ 

誘
拐
か
す
て
え
ら
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
囈
語
」
⑤
山
村
暮
鳥 

 

 

詩
や
短
歌
か
ら
小
説
へ
移
っ
た
書
き
手
は
昔
か
ら
沢
山
い
る
の
に
、
そ
の
逆
の
小
説
か
ら
詩
歌
へ
と
い
う
例
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
説
の
方
が
読
者
が

多
い
と
か
お
金
に
な
る
と
か
い
う
理
由
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
書
き
手
の
加
齢
や
経
験
の
蓄
積
と
共
に
、
表
現
感
覚
が
「
驚
異
（
ワ
ン
ダ
ー
）」
志
向
か 
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二
〕 

 

ら
「
共
感
（
シ
ン
パ
シ
ー
）」
志
向
に
移
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
と
思
う
。「
驚
異
」
か
ら
「
共
感
」
へ
の

感
覚
の
シ
フ
ト
が
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
詩
か
ら
小
説
へ
の
移
行
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
。 

若
い
表
現
者
が
「
驚
異
」
を
求
め
る
心
の
底
に
は
、
今
自
分
が
い
る
世
界
へ
の
強
い
違
和
感
や
反
発
心
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
世
界
の
全
て
と
引
き
替
え

に
し
て
も
未
知
の
価
値
を
得
た
い
、
と
い
う
欲
求
は
⑥
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
、
今
ま
で
に
誰
も
み
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
を
作
り
た
い

と
願
う
。
初
め
て
表
現
す
る
く
せ
に
何
故
そ
ん
な
に
強
気
な
の
か
、
と
い
う
の
は
大
人
の
見
方
で
あ
っ
て
、
初
め
て
だ
か
ら
こ
そ
無
限
に
夢
が
膨
ら
む
の
だ
。

殆
ど
の
場
合
、
そ
の
試
み
は
失
敗
す
る
。
だ
が
、
無
謀
な
賭
け
に
成
功
し
た
ひ
と
り
が
次
の
新
し
い
世
界
を
拓ひ

ら

く
、
と
い
う
の
が
歴
史
の
本
質
で
も
あ
る
よ
う

だ
。 

 

若
者
の
「
驚
異
」
へ
の
親
和
性
は
、
現
実
の
体
験
や
実
績
の
ⓒ
乏
し
さ
と
も
関
連
し
て
い
る
。
過
去
の
蓄
積
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
今
も
っ
て
い
る
全
て
を
捨

て
て
も
新
し
い
何
か
を
得
た
い
と
か
、
世
界
を
更
新
し
た
い
と
か
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
彼
等
は
過
去
や
現
在
に
敬
意
を
払
わ
な
い
。
そ
の
全
て
を

な
げ
う
っ
て
も
未
来
を
摑つ

か

も
う
と
す
る
。 

 

年
を
と
っ
た
人
間
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
加
齢
と
と
も
に
過
去
は
重
く
な
り
、
未
来
の
時
間
は
少
な
く
な
る
。
だ
か
ら
今
ま
で
に
得
た
も
の
の
意
味
や
価
値

を
信
じ
た
い
、
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な
る
。
そ
れ
が
世
界
や
他
者
や
歴
史
へ
の
「
共
感
」
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
。【 

⑦ 

】。 

 

生
の
時
間
が
進
む
に
つ
れ
て
高
ま
る
「
共
感
」
と
は
人
間
の
生
存
本
能
の
一
種
だ
と
思
う
。
生
の
終
局
面
に
お
い
て
、「
お
天
道
様
あ
り
が
と
う
」「
道
端
の

石
こ
ろ
や
雑
草
た
ち
あ
り
が
と
う
」「
御
先
祖
さ
ま
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
「
共
感
」
の
光
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
安
ら
か
に
個
体
と
し
て
の
死
を
迎
え
た
い
、
と

い
う
わ
け
だ
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
、
世
界
を
ⓓ
覆
そ
う
と
す
る
「
驚
異
」
志
向
は
個
の
生
存
に
対
し
て
は
不
利
に
働
く
。
結
果
的
に
夭
折

よ
う
せ
つ

や
ⓔ
非
業
の
死
を
呼
び
や
す
い
。「
驚

異
」
に
触
れ
よ
う
と
す
る
若
者
は
死
に
や
す
い
。
冒
険
家
や
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
や
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
詩
人
も
死
に
や
す
い
。
小
説
家
の
な
か
で
も
「
共

感
」
寄
り
の
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
家
よ
り
も
「
驚
異
」
寄
り
の
純
文
学
作
家
の
方
が
死
に
や
す
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
近
年
の
若
者
た
ち
の
言
葉
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
君
で
い
い
ん
だ
よ
」「
し
あ
わ
せ
は
自
分
の
心
が
決
め
る
」
的
な
「
共
感
」

寄
り
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
な
く
て
は
サ
バ
イ
バ
ル
で
き
な
い
ほ
ど
生
存
の
た
め
の
状
況

が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
だ
が
「
驚
異
」
を
求
め
て
無
謀
な
賭
け
に
出
る
者
が
い
な
く
な
る
と
世
界
は
更
新
さ
れ
な
く
な
る
。
彼
ら
の
言
葉
の

安
ら
か
さ
は
、
よ
り
大
き
な
世
界
の
滅
び
を
予
感
さ
せ
る
の
だ
。 

 

何
か
に
感
動
す
る
人
間
っ
て
鈍
感
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
中
学
生
の
と
き
、
世
界
の
名
作
文
学
を
何
冊
読
ん
で
も
何
も
感
じ
な
か
っ
た
。

大
人
に
な
っ
て
改
め
て
読
み
直
し
て
み
て
そ
の
面
白
さ
に
驚
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
経
験
を
積
ん
で
作
品
の
魅
力
が
よ
り
深
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
も
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
。
加
齢
と
共
に
「
驚
異
」
を
「
驚
異
」
の
ま
ま
キ
ャ
ッ
チ
す
る
能
力
が
衰
え
て
「
共
感
」
に
変
換
し
て

味
わ
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

両
親
と
一
緒
に
テ
レ
ビ
を
観
て
い
て
、
笑
う
タ
イ
ミ
ン
グ
と
い
う
か
ツ
ボ
が
違
う
な
あ
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
ら
は
「
驚
異
」
を
「
驚
異
」
の
ま
ま
感

受
し
て
面
白
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
「
共
感
」
性
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
安
心
し
て
笑
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
昼
の
お
笑
い

番
組
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
笑
い
で
あ
る
。 

 

ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
遺
影
を
抱
え
て
入
場
し
て
き
た
こ
と
を
何
度
も
強
調
す
る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
い
る
。
そ
の
選
手
の
プ
レ
イ
自
体
が
生
み
出
す
「
驚
異
」
が

信
じ
ら
れ
ず
、
外
部
の
物
語
に
よ
る
「
共
感
」
を
付
与
し
な
い
と
視
聴
者
は
感
動
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
先
日
の
高
校
サ
ッ
カ
ー
中
継
で
は
、
監
督

の
名
前
が
画
面
に
出
る
た
び
に
そ
の
下
に
「
去
年
の
11
月
に
心
臓
の
大
手
術
」
の
文
字
が
表
示
さ
れ
て
い
た
。
テ
レ
ビ
的
に
最
も
価
値
あ
る
情
報
が
「
そ
れ
」

な
の
だ
ろ
う
。【 

⑧ 

】。 

 

そ
の
観
点
か
ら
『
ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
』（
井
上
雄
彦
）
は
凄
い
と
思
う
。
残
り
時
間
０
秒
で
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
逆
転
シ
ュ
ー
ト
が
入
っ
た
瞬
間
、
登
場
人
物

た
ち
は
全
員
【 

⑨ 

】
の
表
情
を
し
て
い
る
。「
驚
異
」
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
者
の
顔
だ
。
一
瞬
の
後
に
周
囲
の
人
間
た
ち
が
歓
喜
と
絶
望
の
表
情
に
変
わ
っ

た
後
も
、
シ
ュ
ー
ト
を
放
っ
た
本
人
だ
け
は
「
怖
ろ
し
い
」「
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
顔
の
ま
ま
。「
驚
異
」
か
ら
「
共
感
」
へ
移
行
す
る
心
の
時
間
差
が
表

現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
逆
転
勝
利
と
い
う
こ
の
世
の
価
値
と
共
に
喜
び
が
や
っ
て
く
る
前
の
、
こ
の
「
怖
ろ
し
い
」「
理
解
で
き
な
い
」
瞬
間
こ
そ
が
黄
金
の
時

で
は
な
い
か
。
黄
金
の
時
の
別
名
は
【 

⑩ 

】。
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
い
う
と
こ
ろ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
と
は
【 

⑩ 

】
を
生
み
出
す
者
の
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

「
驚
異
」
と
「
共
感
」
の
間
の
時
間
差
に
つ
い
て
、
中
原
中
也
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 
 

知
れ
よ
、
面
白
い
か
ら
笑
ふ
の
で
、
笑
ふ
の
で
面
白
い
の
で
は
な
い
。
面
白
い
所
で
は
人
は
寧む

し

ろ
【 

⑪ 

】
つ
ぶ
し
た
や
う
な
表
情
を
す
る
。
や
が

て
に
つ
こ
り
す
る
の
だ
が
、【 

⑪ 

】
つ
ぶ
し
て
ゐ
る
所
が
芸
術
世
界
で
、
笑
ふ
所
は
も
う
生
活
世
界
だ
と
云
へ
る
。 

「
芸
術
論
覚
え
書
」
⑫
中
原
中
也 
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「
驚
異
」
の
源
に
あ
る
も
の
は
未
知
性
の
親
玉
た
る
「
死
」
で
あ
ろ
う
。
中
原
中
也
と
か
ロ
ナ
ウ
ジ
ー
ニ
ョ
と
か
甲
本
ヒ
ロ
ト
と
か
ビ
ー
ト
た
け
し
と
か
、

生
身
で
そ
こ
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
者
た
ち
が
こ
の
世
に
【 

⑩ 

】
を
持
ち
帰
る
。
そ
れ
が
中
也
の
い
う
我
々
の
「
生
活
世
界
」
で
さ
ま
ざ
ま
に
薄
め 

ら
れ
て
「
共
感
」
的
に
二
次
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
表
現
と
は
宿
命
的
に
そ
う
い
う
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
で
も
「
泣
け
る
本
」
と
か
の
決
め 

う
ち
は
あ
ん
ま
り
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
⑬
「
心
臓
の
大
手
術
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
紹
介
は
せ
め
て
試
合
の
後
に
し
て
貰
い
た
い
と
思
う
の
だ
。 

 

（
穂
村
弘
「
共
感
と
驚
異
」） 

 

問
一 

 

傍
線
部
①
の
「
詩
」「
俳
句
」「
短
歌
」
な
ど
の
、「
聴
覚
に
定
ま
っ
た
形
象
を
感
覚
さ
せ
る
一
定
の
規
則
に
よ
っ
て
書
き
表
さ
れ
た
文
章
」
を
何
と
呼

ぶ
か
。
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

韻
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 

散
文 

 
 
 
 
 
 
 

ウ 

漢
文 

 
 
 
 
 
 
 

エ 

欧
文 

 
 
 
 
 
 
 

オ 

雑
文 

問
二 

 

傍
線
部
②
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
（
修
辞
法
）
は
何
か
。
答
え
よ
。 

問
三 

 

傍
線
部
③
と
あ
る
が
、「
小
説
」
が
「
感
情
面
で
の
一
種
の
実
用
書
の
よ
う
な
扱
い
に
な
っ
て
い
る
」
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
か
。
四
十
字
以

内
で
説
明
せ
よ
。 

問
四 

 

傍
線
部
④
と
あ
る
が
、
筆
者
は
な
ぜ
「
こ
わ
い
も
の
を
み
る
よ
う
に
」「
み
る
」
の
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。 

問
五 

 

傍
線
部
⑤
の
山
村
暮
鳥
は
大
正
期
に
活
躍
し
た
詩
人
で
あ
る
。
暮
鳥
の
友
人
で
も
あ
る
、
同
時
期
に
活
躍
し
た
詩
人
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
当
な

も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

萩
原
朔
太
郎
と
室
生
犀
星 

 
 

イ 

村
上
春
樹
と
村
上
龍 

 
 

ウ 

松
尾
芭
蕉
と
小
林
一
茶 

 
 

エ 

森
鷗
外
と
夏
目
漱
石 

問
六 

 

傍
線
部
⑥
と
は
何
か
。
文
中
よ
り
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。 

問
七 

 

空
欄
【 

⑦ 

】
に
入
る
一
文
は
次
の
い
ず
れ
か
。
適
当
な
も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

ベ
テ
ラ
ン
作
家
が
歴
史
物
に
手
を
出
す
よ
う
な
例
も
思
い
浮
か
ぶ 

 
 
 

イ 

ベ
テ
ラ
ン
作
家
も
歴
史
物
は
ど
う
し
て
も
敬
遠
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る 

 
 
 

ウ 

若
手
作
家
も
歴
史
物
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
闘
志
を
燃
や
す 

 
 
 

エ 

若
手
作
家
は
や
は
り
歴
史
物
と
同
じ
く
恋
愛
物
を
好
む
と
い
え
よ
う 

問
八 

 

空
欄
【 

⑧ 

】
に
入
る
一
文
は
次
の
い
ず
れ
か
。
適
当
な
も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

ス
ポ
ー
ツ
を
い
わ
ゆ
る
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
、
つ
ま
り
「
共
感
」
を
「
驚
異
」
に
変
換
し
た
い
の
だ 

 
 
 

イ 

ス
ポ
ー
ツ
を
よ
り
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
、
つ
ま
り
「
興
奮
」
を
「
共
感
」
に
変
換
し
た
い
の
だ 

 
 
 

ウ 

ス
ポ
ー
ツ
を
あ
る
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
、
つ
ま
り
「
共
感
」
を
「
感
動
」
に
変
換
し
た
い
の
だ 

 
 
 

エ 

ス
ポ
ー
ツ
を
一
種
の
ド
ラ
マ
に
、
つ
ま
り
「
驚
異
」
を
「
共
感
」
に
変
換
し
た
い
の
だ 

問
九 

 

空
欄
【 

⑨ 

】
に
入
る
単
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
当
な
も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

興
奮
と
感
動 

 
 
 
 
 

イ 

驚
異
と
共
感 

 
 
 
 

ウ 

歓
喜
と
絶
望 

 
 
 
 
 

エ 

驚
愕
と
畏
怖 

 
 
 
 

オ 

冷
静
と
情
熱 

問
十 

 

空
欄
【 

⑩ 

】
に
入
る
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

「
喜
」 

 
 
 
 
 
 
 

イ 

「
共
」 

 
 
 
 
 
 

ウ 

「
異
」 

 
 
 
 
 
 
 

エ 

「
詩
」 

 
 
 
 
 
 

オ 

「
怒
」 

問
十
一 

空
欄
【 

⑪ 

】
に
は
「
ひ
ど
く
に
が
に
が
し
い
顔
を
す
る
よ
う
す
」「
不
愉
快
そ
う
な
顔
つ
き
」
を
あ
ら
わ
す
語
が
入
る
。
一
般
的
に
は
「【 

⑪ 

】

を
噛
み
潰
し
た
よ
う
な
顔
」
と
い
っ
た
よ
う
に
使
う
。
空
欄
に
当
て
は
ま
る
語
を
答
え
よ
。 

問
十
二 

傍
線
部
⑫
の
中
原
中
也
は
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
代
表
作
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
適
当
な
も
の
を
後
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

よ
。 

 
 
 

ア 

『
山
羊
の
歌
』
と
『
在
り
し
日
の
歌
』 

 
 
 
 
 
 

イ 

『
春
と
修
羅
』
と
『
智
恵
子
抄
』 

 
 

 

ウ 

『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

エ 

『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
と
『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』 

問
十
三 

傍
線
部
⑬
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

我
々
は
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
に
「
驚
異
」
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、「
心
臓
の
大
手
術
」
と
い
っ
た
「
共
感
」
を
求
め
て
は
い
な
い
か
ら
。 

 
 
 

イ 

我
々
は
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
に
「
共
感
」
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、「
心
臓
の
大
手
術
」
と
い
っ
た
「
驚
異
」
を
求
め
て
は
い
な
い
か
ら
。 

 
 
 

ウ 

我
々
は
試
合
の
結
果
の
み
を
知
り
た
い
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
情
報
は
何
ら
価
値
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。 

 
 
 

エ 

我
々
は
試
合
の
内
容
を
分
析
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
情
報
は
試
合
後
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
味
が
あ
る
か
ら
。 



二
〇
二
二
年
度 

樟
蔭
高
等
学
校 

入
学
試
験 

問
題
用
紙 

 

【
国
語
】 

二
〇
二
二
年
二
月
十
日 

実
施 

 
 

解
答
は
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。 

 

〔
五
枚
の
う
ち 

そ
の
四
〕 

 

問
十
四 

破
線
部
Ａ
「
痛
み
」、
Ｂ
「
そ
の
」
の
品
詞
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
で
答
え
よ
。 

問
十
五 

波
線
部
ⓐ
～
ⓔ
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
直
せ
。 

  

二
、
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

今
は
昔
、
右
近
の
馬
場

う

ま

ば

に
し
て
競
馬

く
ら
べ
う
ま

あ
り
け
る
に
、
一
番
に
尾
張
の
兼
時
、
下
野
の
敦
行
乗
り
た
り
け
る
。
兼
時
、
競
馬
に
乗
る
事
極き

は

め
て
上
手
な
り
。 

Ａ

古
い
に
し
え

の
者
に
も
つ
ゆ
恥
ぢ
ず
、
微
妙
な
り
け
る
者
な
り
。
た
だ
し
悪
し
き
馬
に
乗
る
事
を
以
つ
て
の
み
な
む
、
Ｂ
少
し
心
も
と
な
か
り
け
る
。
敦
行
は
、
悪 

し
き
馬
も
①
つ
ゆ
嫌
は
ず
。
そ
の
中
に
鞭
競
馬

む
ち
く
ら
べ
う
ま

に
極
め
た
る
上
手
に
て
な
む
あ
り
け
る
。 

Ｘ
し
か
る
に
、
そ
の
日
の
競
馬
に
、
敦
行
は
進
退
に
賢
き
馬
に
ぞ
乗
り
た
り
け
る
。
兼
時
は
宮
城
と
言
ふ
ａ
高
名

か
う
み
や
う

の
上あ

が

り
馬
に
ぞ
乗
り
た
り
け
る
。
そ
の
宮
城 

は
、
極
め
て
走
り
は
疾と

か
り
け
れ
ど
も
②
い
た
く
上
り
け
れ
ば
、
兼
時
が
乗
馬
に
は
す
こ
ぶ
る
負
は
ぬ
を
、
兼
時
い
か
に
思
ひ
け
る
に
か
あ
り
け
む
、
そ
の
日 

左
の
一
番
に
て
選
び
て
こ
の
宮
城
に
な
む
乗
り
た
り
け
る
。 

し
か
る
に
、
既
に
三
地
畢は

て
て
押
し
合
ひ
て
乗
り
組
み
て
打
追
ふ
。
こ
の
宮
城
、
常
の
事
な
れ
ば
玉
を
取
る
様
に
上
り
け
る
に
、
兼
時
い
み
じ
き
競
馬
の
手 

ど
も
に
も
え
乗
ら
で
、
た
だ
落
さ
れ
じ
と
の
み
す
る
程
に
、
兼
時
侘
び
出い

だ
し
て
、
負
け
に
け
り
。 

競
馬
に
は
並
び
組
む
程
よ
り
は
ｂ
勝
ち
て
行
ふ
程
ま
で
は
多
く
の
手
あ
る
な
り
。
但
し
負
馬
渡
す
事
は
習
ひ
も
無
く
つ
ゆ
知
り
た
る
人
も
無
か
り
け
る
に
、 

そ
の
日
兼
時
が
負
け
て
行
ひ
け
る
様
を
見
て
な
む
、
万

よ
ろ
ず

の
人
、「
現

あ
ら
は

に
負
く
と
も
、
③
か
く
て
こ
そ
は
行
は
め
」
と
ぞ
見
け
る
。
Ｃ
い
か
な
る
手
に
か
あ
り
け 

む
。
万
の
人
に
、「
極 き

は

め
て
い
と
ほ
し
」
と
見
ゆ
る
姿
し
て
ぞ
渡
り
け
る
。
さ
れ
ば
、「
兼
時
、『
負
馬
に
乗
り
た
る
作
法
を
万
の
人
に
見
知
ら
せ
む
』
と
思
ひ
て
、 

さ
て
宮
城
に
は
乗
り
て
、

故
こ
と
さ
ら

に
負
く
る
事
に
や
あ
ら
む
」
と
人
疑
ひ
け
る
。
そ
れ
よ
り
後
な
む
、
よ
き
人
も
舎
人

と

ね

り

も
、「
負
馬
渡
す
作
法
は
か
く
な
む
あ 

り
け
る
」
と
知
り
け
る
。 

ま
こ
と
に
④
さ
も
疑
は
れ
た
る
事
な
り
か
し
。
兼
時
は
、
悪
し
き
馬
の
上
り
馬
に
乗
る
事
は
少
し
心
無
く
、
選
び
て
宮
城
に
乗
り
け
む
。
心
得
ぬ
事
な
り
。 

さ
れ
ば
、
そ
の
日
兼
時
わ
ざ
と
好
み
て
負
け
た
る
と
ぞ
世
の
人
皆
讃ほ

め
の
の
し
り
け
る
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

『
今
昔
物
語
集
』
一
部
改) 

問
一 

 

二
重
傍
線
部
Ａ
～
Ｃ
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。 

Ａ 

古
の
者
に
も
つ
ゆ
恥
ぢ
ず 

 
 
 
 

ア 

昔
の
名
手
に
全
く
恥
じ
る
こ
と
の
な
い 

 
 
 
 
 
 
 

イ 

昔
の
名
手
で
も
恥
じ
て
道
を
譲
る
ぐ
ら
い 

 
 
 
 

ウ 

昔
の
名
手
が
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
の 

 
 
 
 
 
 
 

エ 

昔
の
名
手
な
ら
恥
じ
ず
に
対
抗
で
き
た
が 

Ｂ 

少
し
心
も
と
な
か
り
け
る 

 
 
 
 

ア 

少
し
心
が
躍
っ
て
や
る
気
が
出
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 

少
し
も
心
配
な
ど
な
か
っ
た 

 
 

 

ウ 

少
々
神
が
か
っ
た
時
が
あ
っ
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 

少
し
ば
か
り
頼
り
な
か
っ
た 

Ｃ 

い
か
な
る
手
に
か
あ
り
け
む 

 
 
 
 

ア 

ど
う
し
て
も
手
が
届
か
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か 

 
 
 

イ 

ど
の
よ
う
な
作
法
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か 

 
 
 
 

ウ 

ど
ん
な
手
段
を
使
え
ば
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か 

 
 
 
 

エ 

ど
う
や
っ
て
そ
の
方
法
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か 

問
二 

 

波
線
部
ａ
「
高
名
」、
ｂ
「
勝
ち
て
行
ふ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

ま
こ
と
に
気
の
毒
だ 

三
度
の
足
慣
ら
し
が
終
わ
り 

手
玉
を
取
る
よ
う
に
跳
ね
上
が
っ
た
の
で 

す
ば
ら
し
い
騎
手 

優
れ
た
名
手 

見
せ
て
や
ろ
う 

走
ら
せ
た 

馬
の
競
走
場
で 

さ
て
、 

素
晴
ら
し
い
競
馬
の
技 

乗
っ
て
行
っ
た 

全
く
不
適
で
あ
っ
た
が 

分
別
な
く
、 

わ
ざ
と 

二
人
組
で
乗
る
時
か
ら 

暴
れ
馬 

と
い
う
こ
と
は
、 

苦
し
く
な
っ
て
き
て 

発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
ず 

わ
ざ
わ
ざ 

不
審
な
こ
と
だ 



二
〇
二
二
年
度 

樟
蔭
高
等
学
校 

入
学
試
験 

問
題
用
紙 

 

【
国
語
】 

二
〇
二
二
年
二
月
十
日 

実
施 

 
 

解
答
は
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。 

 

〔
五
枚
の
う
ち 

そ
の
五
〕 

 

問
三 

 

傍
線
部
①
「
つ
ゆ
嫌
は
ず
」、
②
「
い
た
く
上
り
け
れ
ば
」、
の
動
作
の
主
体
は
何
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で

答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

右
近 

 
 
 
 
 
 
 

イ 

兼
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

ウ 

敦
行 

 
 
 
 
 
 
 
 

エ 

古
の
者 

 
 
 
 
 
 

オ 

賢
き
馬 

 
 

カ 

宮
城 

 
 
 
 
 
 
 

キ 

万
の
人 

 
 
 
 
 
 
 

ク 

走
り 

問
四 

 

傍
線
部
③
「
か
く
て
こ
そ
は
行
は
め
」
と
あ
る
が
、
人
々
が
そ
の
よ
う
に
思
っ
た
兼
時
の
様
子
を
表
わ
し
て
い
る
一
文
を
抜
き
出
せ
。 

問
五 

 

傍
線
部
④
「
さ
も
疑
は
れ
た
る
事
な
り
か
し
」
は
、「
こ
の
よ
う
に
疑
わ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
い
う
現
代
語
訳
に
な
る
が
、
ど
の
よ
う
に
「
疑

わ
れ
た
の
か
、
そ
の
内
容
を
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
三
十
五
字
以
内
で
答
え
よ
。 

問
六 

 

形
式
段
落Ⅹ

の
三
行
の
中
か
ら
、
太
線
部
「
ぞ
乗
り
た
り
け
る
」
や
「
か
あ
り
け
む
」
の
よ
う
な
法
則
が
用
い
ら
れ
て
い
る
部
分
を
あ
と
一
か
所
探

し
て
、
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。 

問
七 

 

こ
の
話
の
内
容
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

尾
張
の
兼
時
は
優
れ
た
競
馬
の
騎
手
で
あ
り
、
荒
馬
に
乗
る
こ
と
も
得
意
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

イ 

兼
時
が
競
馬
に
出
る
と
き
に
選
ん
だ
宮
城
と
い
う
馬
は
と
て
も
走
る
の
が
遅
か
っ
た
。 

 
 
 

ウ 

競
馬
に
は
馬
に
乗
っ
た
時
か
ら
勝
っ
た
後
や
負
け
た
時
ま
で
多
く
の
作
法
が
あ
っ
た
。 

 
 
 

エ 

宮
城
に
乗
っ
た
兼
時
は
た
だ
落
馬
す
る
ま
い
と
す
る
だ
け
で
技
を
披
露
で
き
ず
負
け
た
。 

 
 
 

オ 

鞭
競
馬
の
名
手
で
あ
る
敦
行
は
こ
の
日
は
少
し
手
綱
さ
ば
き
の
悪
い
馬
に
乗
っ
て
い
た
。 

問
八 

 

(1)
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
の
文
学
形
態(

ジ
ャ
ン
ル)

を
何
と
い
う
か
。
漢
字
二
文
字
で
答
え
よ
。 

 
 
 
 

(2)
『
今
昔
物
語
集
』
と
同
じ
時
代
に
書
か
れ
た
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

ア 

徒
然
草 

 
 
 
 
 
 

イ 

枕
草
子 

 
 
 
 
 
 
 

ウ 

奥
の
細
道 

 
 
 
 
 
 
 

エ 

平
家
物
語 

 
 
 
 
 

オ 

方
丈
記 

  

三
、
次
の
各
問
い
に
答
え
よ
。 

問
一 

 

次
の
①
～
⑤
の
四
字
熟
語
の
□
に
は
漢
数
字
が
入
る
。
各
問
の
二
つ
の
□
の
数
字
を
足
し
、
そ
の
合
計
を
数
字
で
答
え
よ
。 

 
 
 

例 

□
長
□
短
（
人
や
物
事
に
つ
い
て
、
い
い
面
も
あ
り
悪
い
面
も
あ
る
こ
と
）：
一
＋
一
＝
二 

 

① 

□
束
□
文
（
売
値
が
非
常
に
安
い
こ
と
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 

□
朝
□
夕
（
わ
ず
か
な
期
間
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

朝
□
暮
□
（
目
先
の
違
い
に
と
ら
わ
れ
て
、
結
局
は
同
じ
結
果
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
こ
と
。
言
葉
巧
み
に
人
を
欺
く
こ
と
） 

④ 

□
臓
□
腑
（
臓
器
や
は
ら
わ
た
。
体
内
、
腹
の
中
、
心
中
） 

 

⑤ 

□
通
□
達
（
道
路
網
が
発
達
し
て
便
利
な
こ
と
。
往
来
の
激
し
く
に
ぎ
や
か
な
所
） 

 

問
二 

 

次
の
①
～
⑤
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
に
共
通
し
た
思
潮
・
グ
ル
ー
プ
（「
～
主
義
」「
～
派
」
な
ど
）
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 
 
 

① 

島
崎
藤
村
・
田
山
花
袋 

 
 
 
 
 
 

② 

志
賀
直
哉
・
有
島
武
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 

永
井
荷
風
・
谷
崎
潤
一
郎 

 
 
 

④ 

遠
藤
周
作
・
小
島
信
夫 

 
 
 
 
 
 

⑤ 

石
川
淳
・
太
宰
治 

 
 
 
 

ア 

自
然
主
義 

 
 
 
 

イ 

耽
美
派
（
耽
美
主
義
） 

 
 

ウ 

余
裕
派 

 
 
 
 
 
 

エ 

高
踏
派 

 
 
 
 
 
 
 

オ 

白
樺
派 

 
 
 
 

カ 

内
向
の
世
代 

 
 
 

キ 

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学 

 
 
 

ク 

第
三
の
新
人 

 
 
 
 

ケ 

新
戯
作
派(

無
頼
派) 

 
 

コ 

戦
後
派 

 


