
一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
～
７
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

氏

名

注

意

一

問
題
は
、
表
と
裏
に
あ
り
ま
す
。

二

答
え
は
、
す
べ
て
解
答
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。
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二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
～
５
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

僕
は
、
記
録
と
芸
術
的
な
表
現
活
動
を
分
け
て
考
え
て
い
な
い
。
表
現
は
、

自
分
の
な
か
の
な
に
か

ま
だ
か
た
ち
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
を
あ
ら
わ
す

も
の
だ
。
芸
術
と
は
、
一
種
の
記
録
な
の
だ
。
人
間
は
な
ぜ
歴
史
や
過
去
の
記

録
、
あ
る
い
は
芸
術
に
興
味
を
持
つ
の
か
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
勉
強
す
る
の
か
。

そ
こ
に
人
間
の
写
像
が
あ
る
気
が
す
る
か
ら
だ
。
自
分
が
ま
だ
知
ら
な
い
「
人

＊

間
と
は
何
か
」
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
思
う
か
ら
だ
。
自
分
が
考
え
る
だ
け
で
は

足
り
な
い
か
ら
、
先
人
の
知
恵
を
カ
り
、
社
会
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
記
憶

①

を
共
有
す
る
。
集
合
知
を
使
っ
て
、
よ
り
正
し
い
答
え
に
近
づ
こ
う
と
す
る
。

こ
の
本
も
ま
た
、
そ
の
た
め
に
ソ
ン
ザ
イ
し
て
い
る
。

②

技
術
は
、
人
間
の
身
体
的
な
制
約
を
克
服
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
技
術
も
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
知
識
が
結
晶
化
さ
れ
た
一
種

の
「
記
録
」
な
の
だ
。
ひ
と
り
の
人
間
が
個
別
に
な
に
か
作
業
を
す
る
よ
り
も
、

③

先
人
が
築
き
あ
げ
た
技
術
を
用
い
れ
ば
作
業
時
間
も
か
か
ら
な
い
。
技
術
を
使

え
ば
、
よ
り
効
果
的
に
、
人
間
に
つ
い
て
の
知
見
を
集
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

機
械
や
ロ
ボ
ッ
ト
が
人
類
史
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
本
当
の
意
味
は
何
か
。

こ
れ
ら
は
、
長
い
時
間
を
か
け
て
人
類
が
積
み
か
さ
ね
て
き
た
歴
史
、
多
く
の

人
間
が
バ
ラ
バ
ラ
に
行
っ
て
き
た
多
種
多
様
な
脳
の
活
動
を
す
べ
て
集
約
し
、

人
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。

そ
れ
が
技
術
だ
。
壁
画
に
始
ま
り
、
人
類
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
通
じ
て
、

ひ
と
り
ひ
と
り
が
独
立
し
て
考
え
て
い
て
は
克
服
で
き
な
か
っ
た
問
題
を
の
り

④

こ
え
な
が
ら
、
徐
々
に
人
の
理
解
に
近
付
い
て
い
る
。
記
録
や
芸
術
を
遺
す
こ

の
こ

と
で
、
そ
の
ひ
と
は
永
遠
に
生
き
ら
れ
る
。

（
石
黒
浩
『
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
人
間
に
な
れ
る
か
』
に
よ
る
）

【
注
】

＊
写
像
…
…
反
射
さ
せ
た
光
を
集
め
て
つ
く
っ
た
画
像
や
映
像

１

カ
り

ソ
ン
ザ
イ

を
漢
字
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

①

②

ま
た
、

作
業

独
立

の
読
み
仮
名
を
書
き
な
さ
い
。

③

④

①

り

②

③

④

２

芸
術
的
な
表
現
活
動

と
は
ど
の
よ
う
な
活
動
か
。
解
答
欄
に
し
た
が
っ

て
本
文
中
か
ら
抜
き
書
き
し
な
さ
い
。

自
分
の
な
か
の
〔

〕
な
に

か
を
あ
ら
わ
す
活
動
。

３

集
合
知
を
～
近
づ
こ
う
と
す
る

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に

説
明
し
た
。
〔
ａ
〕
〔
ｂ
〕
に
適
す
る
語
句
を
書
き
な
さ
い
。

〔
ａ
〕
の
人
々
の
知
恵
や
、
今
を
生
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
知
識
を
集

め
る
こ
と
で
、
〔
ｂ
〕
の
不
足
し
て
い
る
部
分
を
補
う
た
め
。

ａ

ｂ

４

「
技
術
」
が
も
つ
二
つ
の
面
を
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
た
。
〔
ａ
〕
に
は

具
体
的
な
事
例
を
自
分
で
考
え
て
書
き
、〔
ｂ
〕
に
は
当
て
は
ま
る
語
句
を
、

本
文
中
か
ら
抜
き
書
き
し
な
さ
い
。

・
人
間
の
身
体
的
な
制
約
を
克
服
す
る
面
…
例
え
ば
〔
ａ
〕
こ
と

・
〔
ｂ
〕
と
し
て
の
面
…
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
知
識
を
結
晶
化
し
た
も
の

ａｂ

５

記
録
や
芸
術
を
遺
す
こ
と
で
、
そ
の
ひ
と
は
永
遠
に
生
き
ら
れ
る

と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
。
解
答
欄
に
し
た
が
っ
て
書
き
な
さ
い
。

人
が
遺
し
た
記
録
や
芸
術
は
〔

〕

た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
〔

〕
こ
と
。

多
く
の
人
の
知
識
が
蓄
積
し
た
も
の
。
ま
た
、
そ
の
膨
大
な
知
識
を
分
析
し
た

り
体
系
化
し
た
り
し
て
、
活
用
で
き
る
形
に
ま
と
め
た
も
の
。
デ
ジ
タ
ル
大
辞

泉

三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
～
５
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

弥
生
も
末
の
七
日
、
あ
け
ぼ
の
の
空
朧
々
と
し
て
、
月
は
有
明
け
に
て
光

な
ぬ

か

ろ
う
ろ
う

あ
り

あ

を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
富
士
の
峰
か
す
か
に
見
え
て
、
上
野
・
谷
中
の
花
の

＊

や

な
か

梢

、
ま
た
い
つ
か
は
と
心
細
し
。
む
つ
ま
じ
き
限
り
は
宵
よ
り
つ
ど
ひ
て
、

こ
ず
ゑ

舟
に
乗
り
て
送
る
。
千
住
と
い
ふ
所
に
て
舟
を
上
が
れ
ば
、
前
途
三
千
里
の
思

＊
せ
ん
ぢ
ゆ

せ
ん

ど

ひ
胸
に
ふ
さ
が
り
て
、
幻
の

巷

に
離
別
の
涙
を
そ
そ
ぐ
。

＊

ち
ま
た

Ⅰ

行
く
春
や
鳥
啼
き
魚
の
目
は
涙

な

こ
れ
を
矢
立
て
の
初
め
と
し
て
、
行
く
道
な
ほ
進
ま
ず
。
人
々
は
途
中
に
立
ち

＊

並
び
て
、
後
ろ
影
の
見
ゆ
る
ま
で
は
と
、
見
送
る
な
る
べ
し
。

（
松
尾
芭
蕉
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
よ
る
）

【
注
】

＊
上
野
・
谷
中
…
…
今
の
東
京
都
台
東
区
の
地
名
。
桜
の
名
所

＊
千
住
…
…
今
の
東
京
都
足
立
区
の
地
名
。
奥
州
日
光
街
道
の
最
初
の
宿
場

＊
幻
の
巷
…
…
幻
の
よ
う
に
は
か
な
い
現
世

＊
矢
立
て
の
初
め
…
…
旅
先
で
詠
む
最
初
の
句

１

つ
ど
ひ
て

を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

２

あ
け
ぼ
の
の
空
朧
々
と
し
て
、
～
富
士
の
峰
か
す
か
に
見
え
て

と
あ
る

が
、
こ
の
情
景
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ

か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

ア

ま
だ
辺
り
は
暗
く
、
た
だ
月
だ
け
が
輝
い
て
い
る

イ

月
の
光
で
遠
く
の
山
ま
で
明
る
く
照
ら
さ
れ
て
い
る

ウ

月
の
光
が
薄
ら
い
で
い
く
中
、
遠
く
の
山
が
見
え
る

エ

す
っ
か
り
明
る
く
な
り
遠
く
の
山
ま
で
見
渡
せ
る

３

芭
蕉
が
こ
れ
か
ら
先
の
長
旅
を
強
調
し
て
表
し
た
語
句
を
、
本
文
中
か
ら

五
字
で
抜
き
書
き
し
な
さ
い
。

４

人
々

が
芭
蕉
を
見
送
る
様
子
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
〔
ａ
〕
〔
ｂ
〕

に
は
当
て
は
ま
る
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
書
き
し
な
さ
い
。
ま
た
、
〔
ｃ
〕

に
は
適
す
る
語
句
を
書
き
な
さ
い
。

前
日
の
〔
ａ
〕
か
ら
集
ま
り
、
翌
三
月
二
十
七
日
、
芭
蕉
と
と
も
に
〔
ｂ
〕

で
千
住
に
行
き
、
芭
蕉
の
姿
が
〔
ｃ
〕
ま
で
見
送
っ
た
。

ａ

ｂ

ｃ

５

本
文
中
の
Ⅰ
の
句
と
、
芭
蕉
が
平
泉
を
訪
れ
た
と
き
に
詠
ん
だ
Ⅱ
の
句
を

読
み
比
べ
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
〔
ａ
〕
～
〔
ｅ
〕
に
適
す
る
語
句
を

書
き
な
さ
い
。

Ⅱ

夏
草
や

兵

ど
も
が
夢
の
跡

つ
は
も
の

ど
ち
ら
の
句
も
最
初
に
〔
ａ
〕
を
表
し
、
実
際
の
情
景
に
対
す
る
し
み

じ
み
と
し
た
思
い
を
「
や
」
と
い
う
〔
ｂ
〕
で
表
し
て
い
る
。

Ⅱ
は
、
青
々
と
茂
る
夏
草
と
夢
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
た
兵
ど
も
が

〔
ｃ
〕
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
Ⅰ
は
、
〔
ｄ
〕
ま
で
も
が
「
行

く
春
」
を
惜
し
む
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
親
し
い
人
々
と
の
〔
ｅ
〕

に
重
ね
て
い
る
。

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

裏 合 計
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