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国
語
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一 

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

 

 

現
代
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
の
「
老
い
」
は
、
百
年
前
の
漱
石

そ
う
せ
き

た
ち
の
時
代
の
「
老
い
」
と
は
決
定
的
に
異
質
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

従①

来
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
老
い
と
現
在
の
状
況
を
比
較
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
老
い
」
で
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
肉
体
の
衰
え
や
思
考
力
の
低
下
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
は
い
ま
も
相
変
わ
ら
ず
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
食
習
慣
や

高
度
医
療
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
文
化
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
せ
い
で
し
ょ
う
、
い
ま
の
シ
ル
バ
ー
世
代
は
昔
の
同
じ
世
代
よ
り
格
段
に
若
く
な
っ
て
い
ま
す
。
少

し
前
は
六
十
歳
定
年
が
当
た
り
前
で
し
た
が
、
い
ま
の
六
十
歳
は
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も 

ａ

イ
ン
キ
ョ
す
る
に
は
早
す
ぎ
ま
す
。 

次
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
老
人
は
「
分
別
」
す
る
力
を
持
ち
、「
老
成
」
し
た
賢
さ
を
具
え
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
し
か
し
、
い
ま
の
老
人
は
そ
う
い

う
感
じ
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
が
十
年
、
二
十
年
後
に
、
分
別
の
あ
る
賢
い
老
人
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
と
、
た
ぶ
ん
そ
う

は
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
か
つ
て
老
人
は
「
枯
淡
」
な
も
の
で
あ
り
、
妙
な
色
気
を
持
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。ｂ

イ
ツ
ダ
ツ
す
る
と
「
年
甲
斐

と

し

が

い

も
な
い
」
と 

ｃ

ケ

イ
ベ
ツ
の
目
を
向
け
ら
れ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
漱
石
は
、
父
が
五
十
一
歳
、
母
が
四
十
二
歳
と
い
う
か
な
り
遅
い
年
齢
で
生
ま
れ
た
子
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
恥
」

と
し
て
里
子
に
出
さ
れ
た
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
漱
石
の
心
に
大
き
な
ト
ラ
ウ
マ
を
残
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
当
時
の
人
の
考
え
方

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 

し
か
し
、
現
代
で
は
、
か
な
り
の
高
齢
者
に
も
恋
愛
が
あ
り
、
セ
ッ
ク
ス
が
あ
り
ま
す
。「
老
人
の
性
」
は
も
は
や
当
た
り
前
と
い
う
時
代
で
す
。 

そ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
か
つ
て
言
わ
れ
て
い
た
「
老
人
と
は
分
別
が
あ
り
、
老
成
し
て
い
て
、
枯
淡
な
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
代
に
お

い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
崩
れ
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

「
長
老
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
従
来
、
老
人
の
知
恵
と
い
う
も
の
は
社
会
に
と
っ
て
貴
重
な
存
在
で
し
た
。
映
画
『
ア
ラ
ビ
ア
の
ロ
レ
ン
ス
』
の
最

後
に
、
老
練
な
族
長
の
フ
ァ
イ
サ
ル
が
、
ロ
レ
ン
ス
を
ち
ょ
っ
と
哀
れ
げ
に

慮

お
も
ん
ぱ
か

り
な
が
ら
、「
若
者
は
戦
争
で
戦
い
、
老
人
は
政
治
を
行
う
」
と
い
っ
た
意
味

の
こ
と
を
言
う
シ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。 

政
治
学
の
世
界
で
も
、「
長
老
政
治
」
と
い
う
の
は
か
な
り
重
要
な
概
念
で
し
た
。
し
か
し
、
日
本
に
は
も
う
長
老
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
し
、
カ
リ
ス
マ
も
出

て
こ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。 

で
は
、
日
本
は
こ
の
先
ど
う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。 

プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
は
、
子
供
と
い
う
も
の
は
共
有
に
す
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
種
の
「
原
始
共
産
制
」
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
が
そ
う
考
え
た

の
は
、
子
供
が
「
理
想
国
家
」
を
乱
す
撹
乱

か
く
ら
ん

要
因
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
れ
に
な
ら
え
ば
、
い
ま
、「
老
人
と
は
何
か
」
を
考
え
る
と
き
、
子
供
と
同
じ
よ
う
に
、「
社
会
の
規
範
か
ら
は
み
出
し
た
者
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
定
年
を
迎
え
て
無
職
に
な
れ
ば
、②

少
な
く
と
も
「
社
会
人
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
非
労
働
人
口
と
し
て
生
産
活
動
の
枠
か

ら
は
ず
れ
ま
す
。
シ
ル
バ
ー
パ
ス
や
フ
ル
ム
ー
ン
の
よ
う
な
各
種
割
引
、
い
ろ
い
ろ
な
施
設
の
「
老
人
無
料
」
な
ど
の
優
遇
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
積
極
的

な
消
費
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
か
「
未
成
年
は
無
罪
」
と
似
た
よ
う
な
フ
リ
ー
状
態
に
な
る
の
で
す
。
そ
ん
な
高
齢
者
が
、
い
ま
大
量
に
世
に
放
た
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。 

か
つ
て
は
「
老
人
」
の
持
っ
て
い
る
力
は
社
会
の
暴
走
の
歯
止
め
に
な
る
、
つ
ま
り
「
安
全
弁
」
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
の
わ

れ
わ
れ
の
世
代
が
も
う
少
し
年
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
の
安
全
弁
な
ど
に
は
、
お
そ
ら
く
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。「
老
人
は
権
威
に
よ
り
か
か
る
」
と
か
、「
老

人
は
保
守
的
で
あ
る
」
と
か
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
は
そ
れ
も
あ
て
は
ま
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。 

ゆ③

え
に
、
こ
れ
か
ら
の
「
老
人
力
」
と
は
何
か
と
問
わ
れ
た
ら
、「
撹
乱
す
る
力
」
で
あ
る
、
と
私
は
答
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

子
供
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
ま
す
が
、
老
人
は
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
社
会
は
、
も
し
か
す
る
と
ア
ナ
ー
キ
ー
な
ほ
う
に
向
か
う

の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
少
し
し
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
悪
い
意
味
で
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
人
の
「
撹
乱
す
る
力
」
は
、
生
産
や

効
率
性
、
若
さ
や
有
用
性
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
社
会
を
、
変
え
て
い
く
パ
ワ
ー
に
な
る
と
思
う
か
ら
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
か
く
言
う
私
も
、
四
十
代
末
ご
ろ
、
年
を
取
る
こ
と
が
恐
ろ
し
い
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
自
分
の
気
力
、
体
力
が
衰
え
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、

受
験 
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こ
の
先
ど
う
す
べ
き
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
し
ま
し
た
。
得
体
の
知
れ
な
い
不
安
に
襲
わ
れ
て
、
無
性
に
気
が
滅
入

め

い

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
最
近
は
男

に
も
更
年
期
障
害
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
一
種
の
う
つ
状
態
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
が
吹
っ
き
れ
た
後
、
妙
に
サ
バ
サ
バ
し
て
、「
こ
の
世
の
中
に
、
恐
い
も
の
な
ど
あ
る
か
」
と
い
っ
た
心
境
に
な
っ
た
の
で
す
。 

そ
う
な
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
葛
藤
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
ろ
に 

ｄ

ソ
ウ
グ
ウ
し
た
い
く
つ
か
の
「
死
」

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

最
大
の
転
機
に
な
っ
た
の
は
、
両
親
の
死
で
す
。
在
日
で
あ
る
私
に
と
っ
て
、
熊
本
に
い
る
両
親
は
何
か
が
あ
っ
た
と
き
に
帰
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
最

終
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
の
よ
う
な
存
在
で
し
た
か
ら
、
喪
失
感
は
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
私
は
深
く
落
ち
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
『注

一

そ
れ
か
ら
』
の
代

助
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
こ
の
世
と
い
う
下
界
に
落
ち
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

親
友
の
死
も
経
験
し
ま
し
た
。
学
生
時
代
か
ら
喜
び
と
苦
し
み
を
分
か
ち
あ
っ
て
き
た
か
け
が
え
の
な
い
友
人
で
す
。
し
か
し
、
彼
と
の
つ
な
が
り
を
想
い
め

ぐ
ら
す
中
か
ら
、
逆
に
自
分
と
い
う
も
の
を
再
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。 

む
ろ
ん
、
大
切
な
人
と
別
れ
る
こ
と
は
悲
し
い
。
へ
た
り
こ
み
そ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
何
度
か
繰
り
返
す
う
ち
に
、
自
分
の
中
で
何
か
が
変
わ

っ
て
き
た
の
で
す
。
死
と
い
う
も
の
に
対
す
る
心
構
え
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
て
、「
死
を
引
き
受
け
て
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
気
持
ち
さ
え
持
ち
ま
し
た
。 

も
ち
ろ
ん
、
い
つ
も
そ
ん
な
に
「
達
観
」
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
、
死
が
恐
く
な
い
と
言
え
ば
嘘う

そ

に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ぼ
ん

や
り
と
で
は
あ
れ
、
死
に
対
す
る
心
構
え
の
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
別
の
見
方
を
す
る
と
、
私
は
他
者
の
死
に
よ
っ
て
、
う
つ
状
態
か

ら
救
わ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

究
極
的
に
言
う
と
、
人
間
に
と
っ
て
最
大
の
恐
怖
は
「
死
」
で
す
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「④

老
人
力
」
と
は
「
死
を
引
き
受
け
る
力
」
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
。 

ま
た
、
こ
う
も
思
い
ま
す
。
か
つ
て
の
よ
う
に
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
人
口
構
成
の
社
会
で
あ
れ
ば
、
老
人
は
少
数
派
で
あ
り
、「
死
」
は
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
や

は
り
恐
ろ
し
い
も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
び
と
は
「
あ
の
世
へ
行
け
ば
苦
痛
か
ら
救
わ
れ
る
」
な
ど
と
、
死
へ
の
意
味
づ
け
を
い
ろ
い
ろ
行
い
、

自
分
た
ち
が
耐
え
ら
れ
る
も
の
に
置
き
換
え
て
い
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
高
齢
社
会
に
な
る
と
、
死
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
化
し
ま
す
。
特
別
な
意
味
を
持
た
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
虚
無
的
に
言
っ
て
い
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
を
軽
ん
じ
て
い
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
死
を 

ｅ

イ
フ
す
る
ゆ
え
に
い
ろ
い
ろ
意
味
づ
け
す
る
の
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
「
覚
悟
し

て
ま
る
ご
と
引
き
受
け
て
し
ま
え
ば
よ
い
」
と
思
っ
た
の
で
す
。 

そ
も
そ
も
、
子
供
に
死
に
対
す
る
恐
れ
が
な
い
の
は
、
死
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
か
ら
で
す
。
死
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
か
ら
で
す
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
死
に

対
す
る
恐
れ
の
な
い
子
供
に
返
れ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
強
く
言
い
た
い
の
は
、
同
じ
よ
う
に
「
恐
く
な
い
」
で
も
、
子
供
の
よ
う
に
「
知
ら
な
い
か
ら
恐
く
な
い
」
で
は
な
く
、
知
っ
た
う
え
で
の
、

少
な
く
と
も
死
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
、
心
構
え
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
た
う
え
で
の
「
恐
く
な
い
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
の
た
め
に
は
、
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
悩
み
ぬ
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
避
け
て
い
た
ら
、
た
ぶ
ん
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
恐
い
で
し
ょ
う
。 

お
か
げ
で
私
は
い
ま
、
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
ほ
ど
開
き
直
っ
て
い
て
、
大
げ
さ
に
言
う
と
、「
矢
で
も
鉄
砲
で
も
持
っ
て
こ
い
」
と
い
う
気
分
に
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。 

                                                                                        

（
姜
尚
中

か
ん
さ
ん
じ
ゅ
ん

『
悩
む
力
』二
〇
〇
八
年
発
行
に
よ
る
） 

注
一 

夏
目
漱
石
の
代
表
作
の
一
つ
。
代
助
は
主
人
公
。 

 

問
一 

傍
線
部
ａ
〜
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。 

問
二 

傍
線
部
①
は
「
老
い
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
従
来
と
現
在
の
「
比
較
」
を
行
う
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
比
較
の
観
点
を
、
本
文
中
の
言
葉
を

用
い
て
簡
潔
に
全
て
箇
条
書
き
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

問
三 

傍
線
部
②
の
老
人
が
「
社
会
人
」
で
な
く
な
る
と
い
う
意
味
を
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
わ
か
り
や
す
く
答
え
な
さ
い
。 

問
四 

傍
線
部
③
の
「
撹
乱
す
る
力
」
と
対
置
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
単
語
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。
ま
た
、
老
人
力
を
「
撹
乱
す
る
力
」
と
捉
え
る

の
は
、
老
人
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
ら
か
、
端
的
に
表
し
て
い
る
表
現
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

問
五 

傍
線
部
④
の
「
死
を
引
き
受
け
る
力
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
力
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
力

は
、
ど
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
か
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
答
え
な
さ
い
。 

問
六 

本
文
で
は
、
老
人
力
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
著
者
が
老
人
力
を
簡
潔
に
表
し
て
い
る
言
葉
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。
一
つ
と
は
限
り
ま
せ
ん
。 

 

    



二 
次
の
詩
を
読
ん
で
、
下
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

 

 
 

さ
ん
た
ん
た
る
鮟
鱇

あ
ん
こ
う 

 
 
 

村
野
四
郎 

 
 
 
 

へ
ん
な
運
命
が
私
を
み
つ
め
て
い
る 

リ
ル
ケ 

 

顎あ
ご

を 

む
ざ
ん
に
引
っ
か
け
ら
れ 

逆
さ
に
吊
り
さ
げ
ら
れ
た 

う
す
い
膜
の
中
の 

く
っ
た
り
し
た
死 

こ
れ
は 

い
か
な
る
も
の
の
な
れ
の
果
だ 

 

見
な
れ
な
い
手
が
寄
っ
て
き
て 

切
り
さ
い
な
み 

削
り
と
り 

だ
ん
だ
ん
稀
薄
に
な
っ
て
い
く 

こ
の
実
在 

し
ま
い
に
は 

う
す
い
膜
も
切
り
さ
ら
れ 

も
う 

鮟
鱇
は
ど
こ
に
も
無
い 

惨
劇
は
終
っ
て
い
る 

 
ん
に
も
残
ら
な
い

廂
ひ
さ
し

か
ら 

ま
だ 

ぶ
ら
下
っ
て
い
る
の
は 

大
き
く
曲
っ
た
鉄
の
鉤か

ぎ

だ
け
だ 

 

問
一 

こ
の
詩
は
、
昭
和
二
十
九
年
の
作
で
、
暗
喩
の
代
表
的
な
作
品
で

す
。
暗
喩
は
、「
〜
〜
の
よ
う
だ
」
な
ど
の
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
表
現
を
用
い
ず
に
比
喩
す
る
表
現
で
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
も
呼
ば

れ
ま
す
。
こ
の
詩
の
鮟
鱇
は
、
何
の
ど
の
よ
う
な
側
面
を
比
喩
し
て

い
る
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
の
表
現
の
視
点
は
「
寄
っ
て
」
こ
ら
れ
る
鮟
鱇
側
に
あ
り

ま
す
が
、
同
様
に
、
鮟
鱇
側
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
部
分
を
抜
き

出
し
、
逆
に
鮟
鱇
と
対
照
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
を

抜
き
出
し
な
さ
い
。 

  

 


