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

　

法
と
道
徳
と
の
あ
い
だ
に
は
、
常
識
で
考
え
て
も
、
非
常
に
密
接
な
関
連
が
存
在
す
る
。
法
規
範
の
中
で
も
重
要
な
も
の
は
、
し
ば
し
ば
道
徳
的
な
内
容

を
も
っ
て
い
る
。
特
に
、
窃
盗
、
サａ

ギ
、
放
火
、
殺
人
の
よ
う
な
反
道
徳
的
な
行
為
に
対
す
る
刑
罰
を
規
定
す
る
刑
法
や
、
市
民
と
し
て
当
然
な
す
べ
き
行

為
（
た
と
え
ば
、 

Ｘ

 

親
が
幼
い
子
を
扶
養
す
る
な
ど
）
、
ま
た
は
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
（
た
と
え
ば
、 

Ｙ

 

夫
が
妻
を
虐
待
す
る

な
ど
）
、
に
つ
い
て
の
規
定
を
ふ
く
む
民
法
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
道
徳
的
な
価
値
判
断
が
、
だ
れ
に
で
も
よ
く
わ
か
る
ば
あ
い
が
多
い
。

　

法
と
道
徳
と
の
こ
の
よ
う
な
結
合
は
、
双
方
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。
ま
ず
、
法
の
側
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
法
は
、
究
極
に
お
い
て
は
国
家
権
力
に
よ

る
物
理
的
な
強
制
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
な
る
力
だ
け
で
人
々
に
法
を
守
ら
せ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
法
が
大
多
数
の
人
に
よ
っ
て
遵じ

ゅ
ん
し
ゅ守さ

れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
大
抵
、
社
会
一
般
に
通
用
す
る
道
徳
的
な
観
念
が
そ
れ
を
い
わ
ば
う
ら
う
ち
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な

う
ら
う
ち
が
欠
け
て
い
る
と
き
に
は
、
法
が
現
実
に
は
多
く
の
人
に
よ
っ
て
破
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

実
際
上
ほ
と
ん
ど
守
ら
れ
て
い
な
い
法
を
、
「
実
効
性
の
な
い
法
」
と
よ
ぶ
が
、
こ
の
よ
う
な
法
の
例
と
し
て
特
に
著
名
な
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

禁
酒
法
や
、
第
二
次
大
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
わ
が
国
に
施
行
さ
れ
た
食
糧
管
理
法
な
ど
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
あ
ま
り
守
ら
れ
な
い
ま
ま
廃
止
さ
れ
、
後

者
も
、
戦
後
い
ち
じ
る
し
く
空
文
化
し
て
し
ま
っ
た
。
特
に
食
糧
管
理
法
の
ば
あ
い
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
戦
時
中
の
「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
、
勝
つ
ま
で
は
」

と
い
う
、
緊
張
し
た
道
義
感
が
一
挙
に
ホｂ

ウ
カ
イ
し
て
か
ら
、
急
に
実
効
性
が
低
下
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
と
道
徳
と
の
関
係
の
一
端
を
示
す
ケ
ー
ス
と

し
て
興
味
ふ
か
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

道
徳
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
法
と
の
む
す
び
つ
き
は
非
常
に
役
に
立
つ
。
道
徳
規
範
は
、
そ
の
実
効
性
（
つ
ま
り
、
実
際
に
守
ら
れ
る
こ
と
）
を
い
ろ
い

ろ
な
社
会
的
因
子
に
負
う
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
の
は
、
正
常
な
人
間
が
子
供
の
と
き
か
ら
道
徳
規
範
を
守
る
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
く
、
「
心
１

の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
て
矩の

り
を
踰こ

え
ず
」
と
い
う
孔
子
の
よ
う
な
人
物
は
、
そ
う
ざ
ら
に
い

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
制
裁
に
よ
っ
て
、
人
々
が
道
徳
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
う
制
裁
と
し
て

は
、
社
会
的
チｃ

ョ
ウ
シ
ョ
ウ
、
非
難
、
社
交
的
お
よ
び
経
済
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
（
「
村
八
分
」
も
そ
の
一
種
で
あ
る
）
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
が
、

や
は
り
い
ざ
と
い
う
と
き
に
も
っ
と
も
頼
り
に
な
る
の
は
国
家
権
力
の
強
制
的
介
入
で
あ
り
、
こ
れ
は
法
の
リｄ

ョ
ウ
イ
キ
で
あ
る
。

　

国
家
権
力
に
よ
る
強
制
は
、
「
切
り
札
」
と
し
て
、
最
後
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
出
て
く
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
法
と
道
徳
の
む
す

び
つ
き
が
、
全
面
的
な
も
の
で
な
く
、
部
分
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
規
範
の
中
に
も
、
法
に
よ
る
（
つ
ま
り
国
家
権
力
に
よ

る
）
強
制
に
い
わ
ば
「
な
じ
む
」
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
「
殺
す
な
か
れ
」
、
「
盗
む
な
か
れ
」
、
「 

１

 

」
な
ど
は
前
者
で

あ
り
、
「
屋お

く

漏ろ
う

に
恥
じ
ざ
れ
」
、
「 

２

 

」
な
ど
は
後
者
に
属
す
る
。
ま
た
、
「 

３

 

」
と
い
う
道
徳
規
範
な
ど
は
、
現
代
の
各
国
の

法
に
お
い
て
、
部、

、

、
分
的
に
強
制
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「 

４

 

」
と
い
う
規
範
は
、
各
国
の
法
制
度
に
よ
っ
て
、
あ
つ
か
い
が
こ
と

な
る
道
徳
規
範
の
例
で
あ
り
、
日
本
で
も
、
以
前
は
妻
の
姦
通
が
刑
法
上
罰
せ
ら
れ
た
が
、
戦
後
の
改
正
で
、
姦
通
は
刑
罰
の
対
象
と
は
な
ら
な
く
な
っ

た
。
た
だ
し
、
民
法
で
は
裁
判
上
の
リｅ

コ
ン
原
因
と
し
て
の
意
味
を
や
は
り
も
っ
て
い
る
。

　

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
も
道
徳
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
た
が
い
に
結
合
す
る
が
、
両
２

者
の
性
格
上
の
差
異
の
ゆ
え
に
、
こ
の
結

合
は
全
面
的
な
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
「
法
は
道
徳
の
最
小
限
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
碧
海
純
一
『
法
と
社
会
』
に
よ
る
）

問
一
、
波
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
、
漢
字
に
改
め
よ
。

問
二
、
空
欄 

Ｘ

 

Ｙ

 

に
入
る
文
を
次
の
中
か
ら
二
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

　
　

ア　

か
く
れ
た
欠
点
の
あ
る
品
物
を
ひ
と
に
売
り
つ
け
る
、　

イ　

ぜ
い
た
く
に
暮
ら
す
、

　
　

ウ　

商
品
の
買
主
が
代
金
を
払
う
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ　

工
事
を
請
け
負
っ
た
建
築
業
者
が
期
日
ま
で
に
工
事
を
完
成
す
る
、

　
　

オ　

過
失
に
よ
っ
て
他
人
に
損
害
を
与
え
る
、　　
　
　
　
　

カ　

良
い
友
人
を
紹
介
す
る
、

問
三
、
傍
線
部
１
「
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
て
矩
を
踰
え
ず
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
、
前
後
の
文
脈
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
記
せ
。

問
四
、
空
欄 

１

 

～ 

４

 

に
入
る
文
を
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

　
　

ア　

汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ　
　

イ　

姦か
ん
い
ん淫
す
る
な
か
れ　
　

ウ　

他
人
の
悪
口
を
い
う
な　
　

エ　

借
金
は
か
え
せ

問
五
、
傍
線
部
２
「
両
者
の
性
格
上
の
差
異
」
と
は
何
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

1

二
〇
二
三
年
度
　
　
倉
敷
芸
術
科
学
大
学
　
　 

一
般
選
抜

中
　
　
　
期

〔
　
国
　
語
　
〕

（
裏
面
に
つ
づ
く
）



二 
、
次
の
文
章
Ａ
は
あ
る
文
学
作
品
の
抜
粋
で
あ
り
、
文
章
Ｂ
は
そ
の
文
学
作
品
に
関
す
る
解
説
で
あ
る
。
こ
の
２
つ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答

え
よ
。

文
章
Ａ

　

時
子
は
、
母ａ

屋
に
い
と
ま
を
告
げ
て
、
も
う
薄
暗
く
な
っ
た
、
雑
草
の
し
げ
る
に
ま
か
せ
、
荒
れ
果
て
た
広
い
庭
を
、
彼
女
達
夫
婦
の
住
家
で
あ
る
離
れ

座
敷
の
方
へ
歩
き
な
が
ら
、
い
ま
し
方
も
、
母
屋
の
主
人
の
予
備
少
将
か
ら
云
わ
れ
た
、
い
つ
も
の
極
り
切
っ
た
褒
め
言
葉
を
、
誠
に
変
て
こ
な
気
持
で
、

彼
女
の
一
番
嫌
い
な
茄
子
の
鴫し

ぎ
や
き焼

を
、
（　

Ａ　

）
と
噛
ん
だ
あ
と
の
味
で
、
思
出
し
て
い
た
。

　

「
須
永
中
尉
（
予
備
少
将
は
、
今
で
も
、
あ
の
人
間
だ
か
何
だ
か
分
か
ら
な
い
様
な
癈は

い
へ
い兵
を
、
滑ｂ

稽
に
も
、
昔
の
い
か
め
し
い
肩
書
で
呼
ぶ
の
で
あ
る
）

の
忠
烈
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
我
陸
軍
の
誇
り
じ
ゃ
が
、
そ
れ
は
も
う
世
に
知
れ
渡
っ
て
お
る
こ
と
だ
。
だ
が
、
お
前
さ
ん
の
貞
節
は
、
あ
の
癈
人
を
三
年

の
年
月
少
し
だ
っ
て
厭い

や

な
顔
を
見
せ
る
で
は
な
く
、
自
分
の
慾
を
す
っ
か
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
、
親
切
に
世
話
を
し
て
い
る
。
女
房
と
し
て
当
り
前
の
こ
と

だ
と
云
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
じ
ゃ
が
、
出
来
な
い
こ
と
だ
。
わ
し
は
、
全
く
感
心
し
て
い
ま
す
よ
。
今
の
世
の
美
談
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
が
、
ま

だ
ま
だ
先
の
長
い
話
じ
ゃ
。
ど
う
か
気
を
変
え
な
い
で
面
倒
を
見
て
上
げ
て
下
さ
い
よ
」 

　

鷲わ
し

尾お

老
少
将
は
、
顔
を
合
わ
せ
る
度
毎
に
、
そ
れ
を
一
寸
で
も
云
わ
な
い
で
は
気
が
済
ま
ぬ
と
い
う
様
に
、
極
り
切
っ
て
、
彼
の
昔
の
部
下
で
あ
っ
た
、

そ
し
て
今
で
は
彼
の
厄ｃ

介
者
で
あ
る
所
の
、
須
永
癈
中
尉
と
そ
の
妻
を
褒
め
ち
ぎ
る
の
で
あ
っ
た
。
時
子
は
、
そ
れ
を
聞
く
の
が
、
今
云
っ
た
茄
子
の
鴫
焼

の
味
だ
も
の
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
主
人
の
老
少
将
に
逢
わ
ぬ
様
、
留
守
を
窺う

か
がっ
て
は
、
そ
れ
で
も
終
日
物
も
云
わ
ぬ
不
具
者
と
差
向
い
で
ば
か
り
い
る
こ
と

も
出
来
ぬ
の
で
、
奥
さ
ん
や
娘
さ
ん
の
所
へ
、
話
込
み
に
行
き
行
き
す
る
の
で
あ
っ
た
。 

　

（
中
略
）

　

そ
の
机
の
前
に
は
、
メ
リ
ン
ス
友
禅
の
蒲ｄ

団
を
括
り
つ
け
た
、
新
案
特
許
何
と
か
式
坐
椅
子
と
い
う
も
の
が
置
い
て
あ
っ
た
が
、
そ
の
上
は
空
っ
ぽ
で
、

そ
こ
か
ら
ず
っ
と
離
れ
た
畳ｅ

の
上
に
、
一
種
異
様
の
物
体
が
転
が
っ
て
い
た
。
そ
の
物
は
、
古
び
た
大
島
銘
仙
の
着
物
を
着
て
い
る
に
は
相
違
な
い
の
だ

が
、
そ
れ
は
、
着
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
包
ま
れ
て
い
る
と
云
っ
た
方
が
、
或
は
そ
こ
に
大
島
銘
仙
の
大
き
な
風
呂
敷
包
が
放
り
出
し
て
あ
る
と
云
っ
た
方

が
、
当
っ
て
い
る
様
な
ま
こ
と
に
変
て
こ
な
感
じ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
風
呂
敷
包
の
隅
か
ら
、
に
ゅ
ッ
と
人
間
の
首
が
突
き
出
て
い
て
、
そ

れ
が
、
米こ

め
つ
き搗
ば
っ
た
み
た
い
に
、
或
は
奇
妙
な
自
動
器
械
の
様
に
、
（　

Ｂ　

）
、
（　

Ｂ　

）
畳
を
叩
い
て
い
る
の
だ
。
叩
く
に
し
た
が
っ
て
、
大
き
な

風
呂
敷
包
全
体
が
、
反
動
で
、
少
し
ず
つ
位
置
を
変
え
て
い
る
の
だ
。 

「
そ
ん
な
に
癇か

ん
し
ゃ
く

癪
起
す
も
ん
じ
ゃ
な
い
わ
、
何
で
す
の
よ
。
こ
れ
？
」 

　

時
子
は
そ
う
云
っ
て
、
手
で
御
飯
を
た
べ
る
真
似
を
し
て
見
せ
た
。

「
そ
う
で
も
な
い
の
。
じ
ゃ
、
こ
れ
？
」 

　

彼
女
は
も
う
一
つ
の
あ
る
恰
好
を
し
て
見
せ
た
。
併
し
、口
の
利
け
な
い
彼
女
の
夫
は
、一
々
首
を
横
に
振
っ
て
、又
し
て
も
、や
け
に（　

Ｂ　

）（　

Ｂ　

）

と
畳
に
頭
を
ぶ
ッ
つ
け
て
い
る
。
砲
弾
の
破
片
の
為
に
、
顔
全
体
が
見
る
影
も
な
く
損
わ
れ
て
い
た
。
左
の
耳
た
ぶ
は
ま
る
で
と
れ
て
し
ま
っ
て
、
小
さ
な

黒
い
穴
が
、
僅
か
に
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
同
じ
く
左
の
口
辺
か
ら
頬
の
上
を
斜
に
目
の
下
の
所
ま
で
、
縫
い
合
わ
せ
た
様
な
、
大
き
な

ひ、

、

、

、

ッ
つ
り
が
出
来
て
い
る
。
右
の
蟀こ

め

谷か
み

か
ら
頭
部
に
か
け
て
、
醜
い
傷
痕
が
這
い
上
っ
て
い
る
。
喉
の
所
が
ぐ
い
と
抉え

ぐ

っ
た
様
に
窪く

ぼ

ん
で
鼻
も
口
も
元
の
形

を
留
め
て
は
い
な
い
。
そ
の
ま
る
で
お
化
み
た
い
な
顔
面
の
内
で
、
僅
か
に
完
全
な
の
は
、
周
囲
の
醜
さ
に
引
か
え
て
、
こ
れ
ば
か
り
は
無
心
の
子
供
の
そ

れ
の
様
に
、
涼
し
く
つ
ぶ
ら
な
両
眼
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
今
、（　

Ｃ　

）
と
い
ら
だ
た
し
く
瞬
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。 （
江
戸
川
乱
歩
「
芋
虫
」
に
よ
る
）

文
章
Ｂ

　

「
芋
虫
」
（
『
新
青
年
』
一
九
二
九
年
一
月
）
は
、
雑
誌
『
改
造
』
か
ら
の
依
頼
を
受
け
た
江
戸
川
乱
歩
が
、
同
誌
へ
の
掲
載
を
前
提
に
書
き
あ
げ
た
作

品
で
あ
る
。
こ
の
年
の
乱
歩
は
「
芋
虫
」
を
含
め
わ
ず
か
三
篇
し
か
小
説
を
書
い
て
お
ら
ず
、
自
身
も
こ
の
作
品
を
「
力
作
」
と
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、

「
１

反
軍
国
主
義
の
上
に
金
鵄
勲
章
を
軽
蔑
す
る
よ
う
な
文
章
」
が
あ
っ
た
た
め
、
「
当
時
左
翼
的
な
評
論
な
ど
で
政
府
か
ら
特
別
に
睨
ま
れ
て
い
た
改
造

社
」
は
掲
載
を
見
合
わ
せ
る
。
原
稿
は
「
娯
楽
雑
誌
」
（
以
上
、
江
戸
川
乱
歩
「
「
芋
虫
」
の
こ
と
」
『
探
偵
小
説
三
十
年
』
岩
谷
書
店
、
一
九
五
四
年

一
一
月
）
の
『
新
青
年
』 

に
廻
さ
れ
、
タ
イ
ト
ル
を
「
悪
夢
」
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
合
計
一
四
箇
所
の
伏
字
を
施
し
て
活
字
化
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
戦
争
が
烈
し
く
な
り
国
家
総
動
員
体
制
が
強
化
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、「
芋
虫
」
は
そ
の
内
容
が
あ
ら
た
め
て
問
題
視
さ
れ
、
初
出
か
ら
十
年
以

上
を
経
て
全
文
削
除
と
な
る
。
こ
の
処
分
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
戦
時
中
、
乱
歩
作
品
は
す
べ
て
重
版
が
不
可
能
に
な
る
。
初
期
の
乱
歩
は
数
多
く
の
怪

奇
小
説
を
書
き
、
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
が
た
び
た
び
物
議
を
醸
し
て
い
る
が
、「
芋
虫
」
の
場
合
は
、
文
芸
総
合
雑
誌
へ
の
進
出
を
狙
っ
て
書
い
た
「
力

作
」
が
、
戦
時
下
の
社
会
状
況
の
な
か
で
徐
々
に
自
身
の
作
家
生
活
を
危
う
く
し
て
い
っ
た
と
い
う
意
味
で
特
異
な
作
品
だ
と
い
え
る
。

　

だ
が
、
不
遇
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
当
時
、
隆
盛
を
極
め
て
い
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
陣
営
は
、
こ
の
作
品
を
反
戦
小
説
と
し
て
評
価
し
、
左
翼

言
説
と
の
接
続
を
も
く
ろ
む
の
で
あ
る
。
の
ち
に
そ
の
こ
と
を
回
顧
し
た
乱
歩
は
、
「
芋
虫
」
は
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
や
イ
デ
ィ
オ
ロ
ギ
ー
の
為
に
書
い
た
も

の
で
は
な
い
」
と
反
論
し
、
自
分
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
「
極
端
な
苦
痛
と
快
楽
と
惨
劇
」
で
あ
り
、
「
強
い
て
云
え
ば
、
あ
れ
に
は
「
物
の
あ
わ
れ
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
」
（
『
探
偵
小
説
三
十
年
』
前
出
）
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、
自
２

作
の
狙
い
を
理
解
し
な
い
ど
こ
ろ
か
自
分

た
ち
に
都
合
の
よ
い
文
脈
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
論
者
た
ち
へ
の
強
い
憤
り
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

 

（
石
川
巧
「
江
戸
川
乱
歩
『
芋
虫
』
に
お
け
る
〝
物
の
あ
わ
れ
〟」
に
よ
る
）

1

（
次
頁
に
つ
づ
く
）



問
一
、
波
線
部
ａ
～
ｅ
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

問
二
、（
Ａ
）
～
（
Ｃ
）
に
入
る
最
も
適
切
な
語
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
の
場
所
に
は
同
じ
言
葉
が
入
る
。

　
　
　

ア　

ば
ん
ば
ん　
　

イ　

ぐ
に
ゃ
り　
　

ウ　

さ
っ
く
り　
　

エ　

と
ん
と
ん　
　

オ　

ぱ
ち
ぱ
ち　
　

カ　

き
ら
き
ら

問
三 

、
文
章
Ａ
を
読
む
と
、
時
子
は
鷲
尾
老
少
将
に
自
身
の
行
い
を
褒
め
ら
れ
る
こ
と
に
居
心
地
の
悪
さ
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
文
章
中
の
言

葉
を
用
い
な
が
ら
、
七
十
字
程
度
で
記
せ
。

問
四
、
文
章
Ｂ
中
の
傍
線
部
１
「
反
軍
国
主
義
の
上
に
金
鵄
勲
章
を
軽
蔑
す
る
よ
う
な
文
章
」
に
つ
い
て
。

　
　
　

①
文
章
Ａ
の
ど
の
箇
所
が
具
体
的
に
傍
線
部
１
「
反
軍
国
主
義
の
上
に
金
鵄
勲
章
を
軽
蔑
す
る
よ
う
な
文
章
」
に
該
当
し
そ
う
か
。
抜
き
出
せ
。

　
　
　

②
な
ぜ
そ
の
箇
所
が
該
当
す
る
と
考
え
た
の
か
。
百
字
程
度
で
説
明
せ
よ
。

問
五 

、
文
章
Ｂ
中
の
傍
線
部
２「
自
作
の
狙
い
を
理
解
し
な
い
ど
こ
ろ
か
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ
い
文
脈
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
論
者
た
ち
へ
の
強
い
憤
り
」

に
つ
い
て
。
芸
術
作
品
や
科
学
研
究
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
自
分
自
身
の
意
図
を
離
れ
た
解
釈
が
世
間
か
ら
な
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
も

し
も
自
分
自
身
の
作
品
や
研
究
が
、
自
分
自
身
の
意
図
か
ら
か
け
離
れ
た
解
釈
を
さ
れ
た
場
合
、
あ
な
た
は
ど
う
対
応
す
る
か
。
具
体
的
な
対
応
策
や

そ
の
対
応
策
の
意
図
に
つ
い
て
、
論
理
的
に
述
べ
よ
。

1
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