
次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
聞
に
答
え
な
さ
い
。

　
日
本
の
外
の
＝
世
界
の
読
者
が
、「
世
界
文
学
」
と
し
て
日
本
文
学
を
読
む
、
と
い

う
こ
と
に
話
を
戻
そ
う
。

　
日
本
文
化
、
日
本
社
会
の
背
景
の
知
識
を
深
く
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日

本
語
か
ら
訳
さ
れ
た
現
地
語
か
、
ま
た
は
英
語
の
よ
う
な
言
語
の
翻
訳
で
読
む
と
し

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

　
翻
訳
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
言
葉
の
響
き
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
作
品

の
書
か
れ
た
時
代
、
文
化
の
背
景
を
深
く
知
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
、
作
品
に
込
め
ら

れ
た
意
味
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
原
典
に
あ
た
っ
て
読
み
込
む
よ
り
底
の
浅
い
読
書

体
験
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
…
…
そ
う
思
う
読
者
も
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
①
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
る
。
文
学
作
品
の
言
葉
づ
か
い
や
、
そ
の
文

化
に
根
ざ
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ど
、
翻
訳
さ
れ
て
し
ま
う
と
失
わ
れ
る
も
の
は
確
実

に
存
在
す
る
。
そ
ん
な
状
況
を
、
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ロ
ス
ト
は
「
詩

と
は
翻
訳
で
失
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（Poetry is w

hat is lost in translation

）」

と
い
う
有
名
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
文
学
は
原
典
で
読
む
べ
き
も
の
で
、
そ
の
背
景
も
詳
し
く
知
っ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
ら
、
読
む
こ
と
の
で
き
る
文
学
作
品
は
a
お
の
ず
と
限

ら
れ
て
き
て
し
ま
う
。

　
外
国
語
で
文
学
を
読
め
る
よ
う
に
な
る
に
は
た
い
へ
ん
な
語
学
力
が
必
要
だ
。
も

し
そ
れ
だ
け
の
語
学
力
が
な
い
な
ら
ば
、
本
当
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
自
国

の
言
葉
で
書
か
れ
た
文
学
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
じ
っ
さ
い
、
日
本
の
私
た
ち
は
、
翻
訳
で
、
ほ
と
ん
ど
の
国
の
文
学
を
楽
し
ん
で

い
る
。

1
す
ぐ
れ
た
翻
訳
家
た
ち
に
よ
る
「
翻
訳
と
し
て
の
文
学
」
を
読
む
こ
と
で
、

ゆ
た
か
な
体
験
を
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
日
本
の
大
学
で
は
、
原
典
で
読
む
こ
と
を
重
視
す
る
「
②
原
典
主
義
」

が
ま
だ
ま
だ
根
強
い
よ
う
に
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
大
学
の
授
業
で
は
、
ロ
シ
ア
語
が
読
め
な
い
教
授
は
文
学
の
授
業
で

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
扱
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
ロ
シ
ア
文
学
を
教
え
る
の
は
ロ
シ
ア
文
学
の
専
門
家
、
ア
メ
リ

カ
文
学
を
教
え
る
の
は
ア
メ
リ
カ
文
学
の
専
門
家
…
…
と
い
う
よ
う
な
、
完
全
な
分

業
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。

　
し
か
し
、
も
し
文
学
の
教
授
自
身
が
読
め
る
言
語
で
書
か
れ
た
作
品
の
み
を
授
業

で
扱
う
と
し
た
ら
、
そ
の
教
授
か
ら
受
け
る
「
文
学
」
は
非
常
に
狭
い
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
。「
原
典
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
ひ
と
ま
ず
横
に
置
き
、
翻
訳
に
は
制
約
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
ァ
留
意
し
た
う
え
で
、

2
は
ば
広
い
文
学
作
品
を
扱
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
中
略
）

　
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
く
と
、「
世
界
文
学
」
の
読
み
か
た
は
、
原
典
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
て
い
ね
い
に
読
む
こ
と
を
軽
視
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
か
も
し

れ
な
い
。

　
ィ
安
易
に
翻
訳
で
読
む
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
原
典
の
よ
さ
を
見
失
う
こ
と

に
つ
な
が
ら
な
い
か
。

A

 

、
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
作
品
は
存
在
し
な
い
も
同

然
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。
特
に
英
語
圏
の
場
合
、
英
訳
で
読
む
こ
と
ば
か

り
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
英
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語
中
心
主
義
を
③
助
長
し
な
い
か
、
と
い
う

3
ひ
は
ん
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
い
は
、

じ
つ
は
比
較
文
学
研
究
の
な
か
の
世
界
文
学
論
で
も
、
し
ば
し
ば
議
論
の
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
私
が
そ
う
し
た
議
論
を
見
る
限
り
で
は
、「
世
界
文
学
」
の
読
み
か
た
を

肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
論
者
で
も
、
そ
れ
が
原
典
や
発
祥
地
の
文
脈
を
無
視
し
て

よ
い
、
と
考
え
る
人
は
少
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　
む
し
ろ
、
世
界
文
学
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
文
学
の
※
注
テ
ク
ス
ト
が
、
発
祥
地
の

外
に
伝
わ
り
、
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
そ
の
よ
う
な
、
発
祥
地
の
外

で
テ
ク
ス
ト
が
も
つ
意
味
や
価
値
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と

に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ダ
ム
ロ
ッ
シ
ュ
の「
国
民
文
学
」と「
世
界
文
学
」の
対
比
に
沿
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、

原
典
・
発
祥
地
に
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
す
る
読
み
か
た
は
、
文
学
作
品
の
読
み
か
た
の

コ
イ
ン
の
一
面
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
裏
面
に
は
、
同
じ
く
ら
い
、
い
や
そ
れ
以
上
に

豊
か
な
文
学
の
読
み
か
た
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
発
想
な
の
だ
。

　

B

 

、
俳
句
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
H
A
I
K
U

と
し
て
、
日
本
語
を
知
ら
な
い
一
般
読
者
に
も
広
く
愛
さ
れ
る
文
学
形
式
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
五
・
七
・
五
音
節
で
は
な
い
短
詩
と
な
っ
た
も
の
を

H
A
I
K
U
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
違
和
感
を
も
つ
日
本
の
読
者
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
。

C

 

、
そ
れ
も
ま
た
、
俳
句
の
も
つ
普
遍
性
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
い
ま
ま
で
の
「
古
典
」
や
「
名
作
」
と
い
う
評
価
に
と
ら
わ
れ
ず
、
国
境
を
越
え

た
大
き
な
流
れ
や
、
共
通
の
テ
ー
マ
、
問
題
意
識
を
通
し
て
読
む
こ
と
。
翻
訳
や
流

通
な
ど
、
発
祥
地
か
ら
離
れ
て
読
む
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
注
目
す
る
こ
と
。
文
学
作

品
を
「
世
界
文
学
」
と
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
け
た
だ
ろ

う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
文
学
を
読
む
と
、
文
学
作
品
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
、
文
学
作

品
の「
価
値
」を
ど
の
よ
う
に
見
き
わ
め
る
か
、そ
の
基
準
を
も
変
え
る
可
能
性
を
も
っ

て
い
る
。「
世
界
文
学
」
の
最
後
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
か
つ
て
は
、
文
学
作
品
は
、
自
国
の
文
学
で
あ
れ
、
外
国
文
学
で
あ
れ
、
作
品
が

生
ま
れ
た
国
、
書
か
れ
た
言
葉
の
文
学
史
の
な
か
で
読
み
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
普

通
だ
っ
た
。
世
界
の
多
様
な
文
学
作
品
を
「
世
界
文
学
」
と
ま
と
め
て
読
む
、
ゲ
ー

テ
の
よ
う
な
見
か
た
は
少
数
派
だ
っ
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
、
世
界
の
国
や
地
域
の
結
び
つ
き
が
強
ま
り
、
翻

訳
が
増
え
る
こ
と
で
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
を
ひ
と
つ
の
世
界
文
学
と
し
て
読

む
と
い
う
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
く
る
と
、
④
「
各
国
の
文
学
と
し
て
読
む
」
こ
と

と
「
世
界
文
学
と
し
て
読
む
」
こ
と
の
重
要
度
の
バ
ラ
ン
ス
が
、
後
者
に
シ
フ
ト
し

て
く
る
よ
う
に
な
る
。

　
あ
る
作
品
を
読
む
と
き
に
、「
こ
の
作
品
の
原
典
の
、
発
祥
地
で
の
意
昧
は
な
に

か
？
」
で
は
な
く
、「
こ
の
作
品
が
世
界
の
読
者
に
ど
ん
な
価
値
を
持
つ
だ
ろ
う
？
」

と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
国
や
地
域
、
言
葉
に
特
有
の
問
題
で
は
な
く
、
人
種

や
文
化
、
言
葉
の
壁
を
越
え
て
共
有
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
や
問
題
意
識
と
結
び
つ
け

て
読
む
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
作
品
の
文
化
的
な

4
と
く
し
ゅ
性
、
歴
史
性
を
無
視
し

て
、「
⑤
普
遍
的
な
価
値
」を
あ
て
は
め
て
読
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
文
学
作
品
は
、

そ
の
発
祥
地
の
文
化
や
地
理
、言
葉
、歴
史
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
、そ
れ
を
取
り
去
っ

て
し
ま
っ
て
は
作
品
を
読
み
違
え
て
し
ま
う
。
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
章
で
述
べ
た
よ

う
に
、
文
学
作
品
を
「
発
祥
地
の
文
脈
」
だ
け
で
読
ん
で
は
、
そ
こ
か
ら
離
れ
た
と
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こ
ろ
に
い
る
読
者
に
は
価
値
を
持
た
な
い
。

　
発
祥
地
の
文
脈
と
、
広
く
共
有
で
き
る
問
題
意
識
。
こ
の
ふ
た
つ
を
ウ
橋
渡
し
す

る
こ
と
が
、「
世
界
文
学
」
と
し
て
読
む
と
い
う
こ
と
の
意
義
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
、
現
代
の
世
界
に
あ
っ
て
、
文
化
や
価
値
観
の
違
い
か
ら
く
る

5
し
ょ
う

と
つ
に
ど
う

b
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
、
と
い
う
問
題
に
、
文
学
の
側
か
ら
ひ
と
つ

の
答
え
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
ウ
ェ
イ
ム
・
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ア
ッ
ピ
ア

と
い
う

6
て
つ
が
く
者
が
、『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
』(C

osm
opolitanism

)

と
い

う
著
書
で
論
じ
て
い
る
問
題
で
も
あ
る
。

　
世
界
各
地
の
文
化
が

7
相
互
に
影
響
す
る
こ
と
が
増
え
、
他
国
に
つ
い
て
の
情
報

も
増
え
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
他
の
文
化
で
は
、
自
分
た
ち
の
文
化
・
価
値
観
で

は
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
気
づ
く
こ
と
も
増
え
て
き
た
。
そ
の
と
き
、

あ
え
て
他
の
文
化
に
介
入
し
て
止
め
る
か
、
相
手
の
文
化
を
尊
重
す
る
か
、
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
ア
ッ
ピ
ア
は
こ
の
著
書
で
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
問
題
の
ひ
と
つ
の
解
決
の
方
法
と
し
て
、「
あ
な
た
た
ち
の
文
化
は
あ
な
た
た

ち
の
文
化
、
私
た
ち
の
文
化
は
私
た
ち
の
文
化
」
と
い
っ
て
、
お
互
い
の
文
化
を
尊

重
し
あ
う
こ
と
に
し
て
、
介
入
し
な
い
、
と
い
う
考
え
か
た
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
相

対
主
義
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
こ
の
方
法
は
一
見
平
等
に
見
え
る
。
と
く
に
、
西
洋
の
人
々
が
自
分
の
価
値
観
を

中
心
に
も
の
ご
と
を
判
断
し
て
い
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
お
互
い
の
文
化
を
尊
重
す

る
姿
勢
は
進
歩
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
は
問
題
が
あ
る
と
ア
ッ
ピ
ア
は
い
う
。
こ
の
方
法
で
は
相

手
の
文
化
に
対
し
て
の
無
関
心
を
生
み
、そ
の
結
果
、そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
孤
立
し
て
、

価
値
観
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
自
分
た
ち

の
文
化
や
価
値
観
に
対
し
て
ひ
は
ん
さ
れ
た
と
き
、「
そ
れ
は
私
た
ち
の
国
の
固
有
の

文
化
で
す
」
と
言
う
こ
と
は
た
や
す
い
。
し
か
し
、
⑥
そ
れ
は
相
手
と
価
値
観
を
共

有
す
る
可
能
性
を
閉
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
と
は
反
対
に
、「
正
義
」「
人
権
」
な
ど
の
普
遍
的
な
概
念
を

8
掲
げ
て
、
そ

こ
か
ら
個
々
の
文
化
を
評
価
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
方

法
で
は
、
ひ
と
つ
の
価
値
観
を
一
方
的
に
押
し
つ
け
る
だ
け
で
、
個
々
の
文
化
の
違

い
を
尊
重
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
の
ふ
た
つ
の
立
場
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
ど
こ
ま
で
価
値
観
を
語
る
言
葉
を
共

有
で
き
る
か
。
対
話
を
閉
ざ
さ
な
い
こ
と
が
重
要
だ
、
と
ア
ッ
ピ
ア
は
い
う
。

　
こ
こ
で
役
に
立
つ
の
が
、
世
界
文
学
を
と
も
に
読
む
こ
と
だ
、
と
彼
は
い
う
。

　
文
学
で
も
、
映
画
で
も
い
い
。
価
値
観
で
対
立
す
る
人
々
が
、
世
界
の
作
品
を
と

も
に
読
む
。
そ
の
舞
台
に
な
る
文
化
の
文
脈
に
照
ら
し
な
が
ら
も
、
自
分
に
も
共
感

で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
探
り
な
が
ら
読
む
。
な
に
が
正
義
か
、
な
に
が
人
権
か
、

と
い
う
言
葉
の
定
義
に
つ
い
て
同
意
で
き
な
く
て
も
、
登
場
人
物
た
ち
が
、
な
に
を

重
視
し
て
行
動
し
て
い
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
ひ
と
り
ひ
と
り
が
ど
う
思
う
か
を
話

し
合
う
こ
と
は
で
き
る
。

　
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
⑦
「
価
値
観
」
を
語
る
言
葉
を
共
有
す
る
た
め
の
議
論

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
ア
ッ
ピ
ア
は
指
摘
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
文
学
の
読
み
か
た
は
、「
文
学
は
そ
の
生
ま
れ
た
場
所
の
価
値
観
で
読

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
読
み
か
た
と
も
、「
文
学
は
世
界
共
通
の
基
準
か

ら
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
読
み
か
た
と
も
ち
が
う
。
価
値
観
を
共
有

で
き
な
い
が
、
一
緒
に
話
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
の
人
々
と
、
ま
ず

ひ
と
つ
の
文
学
作
品
を
共
有
す
る
こ
と
。「
世
界
文
学
」
と
い
う
文
学
の
読
み
か
た
に

は
、
そ
の
よ
う
な
意
義
も
あ
る
の
だ
。

　
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
分
の
言
葉
の
文
学
作
品
の
な
か
で
ど
の
よ
う



■ 2019 年度入試問題　国語

な
作
品
を
世
界
に
伝
え
て
い
く
か
、
自
分
の
文
学
の
読
み
か
た
を
ど
の
よ
う
に
共
有

し
て
い
く
か
、
そ
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
世
界
文
学
」
の
読

み
か
た
に
は
、
今
後
さ
ら
に
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（『
世
界
の
読
者
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
』
河
野
至
恩
　
講
談
社
）

【
注
】

　
テ
ク
ス
ト
…
書
物
の
本
文
、
原
文
、
原
典

一
、　
　
　
　

1
〜
8
の
ひ
ら
が
な
は
漢
字
に
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
な
さ
い
。

（
送
り
が
な
も
書
く
こ
と
）

1 　

す
ぐ
れ
る 

6 　

て
つ
が
く

2 　

は
ば 

7 　

相
互

3 　

ひ
は
ん 

8 　

掲
げ
る

4 　

と
く
し
ゅ

5 　

し
ょ
う
と
つ

二
、　
　
　
　
ア
・
イ
・
ウ
の
意
味
を
書
き
な
さ
い
。

ア
　
留
意

イ
　
安
易

ウ
　
橋
渡
し
す
る

三
、　
　
　
　

a
・
b
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
短
文
を
書
き
な
さ
い
。

a
 　

お
の
ず
と

b 
　
折
り
合
い
を
つ
け
る



■ 2019 年度入試問題　国語

四
、
次
の
間
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
1 　

　
　
　
①「
そ
の
よ
う
な
側
面
」と
は
、ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。

問
2 　

　
　
　
②
「
原
典
主
義
」
と
あ
る
が
、
日
本
の
大
学
に
お
け
る
「
原
典
主
義
」

　
　
　
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
か
。
説
明
し
な

　
　
　
さ
い
。

問
3 　

空
欄

A

・

B

・

C

に
つ
い
て
、
当
て
は
ま
る
接
続
詞
を
、

次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
し
か
し
　
　
　
イ
　
た
と
え
ば
　
　
　
ウ
　
だ
か
ら
　
　
　
エ
　
ま
た

問
4 　

　
　
　
③
「
助
長
」
は
故
事
成
語
で
あ
る
。
次
の
1
〜
4
の
故
事
成
語
に

　
　
　
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
後
の
選
択
肢
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な

　
　
　
さ
い
。

1 　

助
長

2 　
蛍
雪
の
功

3 　
塞
翁
が
馬

4 　

呉
越
同
舟

【
意
味
】

ア
　
古
い
物
事
に
と
ら
わ
れ
て
融
通
の
利
か
な
い
こ
と
。

イ
　
大
変
苦
労
を
し
て
勉
強
し
、
報
わ
れ
る
こ
と
。

ウ
　
人
生
の
幸
福
や
不
幸
は
予
測
で
き
な
い
こ
と
。

エ
　
仲
の
悪
い
者
同
士
が
一
つ
所
に
い
る
こ
と
。

オ
　
あ
る
傾
向
を
著
し
く
す
る
こ
と
。

問
5 　

　
　
　
④
「『
各
国
の
文
学
と
し
て
読
む
』
こ
と
と
『
世
界
文
学
と
し
て
読
む
』

　
　
　
こ
と
」
と
あ
る
が
、
次
の
1
〜
5
は
ど
ち
ら
に
あ
た
る
か
。「
各
国
の
文
学

　
　
　
と
し
て
読
む
」
は
ア
、「
世
界
文
学
と
し
て
読
む
」
は
イ
と
答
え
な
さ
い
。

1 　

そ
の
国
の
言
語
の
特
徴
を
と
ら
え
、
そ
の
背
景
に
あ
る
人
々
の
思
考
パ

タ
ー
ン
を
ふ
ま
え
な
が
ら
文
学
を
読
ん
で
い
く
こ
と
。

2 　

各
国
の
宗
教
的
背
景
を
比
較
し
な
が
ら
、
地
域
ご
と
の
言
語
や
習
慣
に

お
け
る
共
通
点
を
見
い
だ
し
な
が
ら
文
学
を
読
ん
で
い
く
こ
と
。

3 　

あ
る
作
家
の
母
国
の
人
々
が
、
彼
の
作
品
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た

の
か
を
ふ
ま
え
な
が
ら
文
学
を
読
ん
で
い
く
こ
と
。

4 　

そ
の
作
家
の
祖
国
の
文
化
を
学
び
、
作
品
が
そ
の
国
の
歴
史
と
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
か
を
正
確
に
と
ら
え
な
が
ら
文
学
を
読
ん
で
い
く

こ
と
。

5 　

そ
の
作
品
の
主
題
が
現
代
社
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ

て
い
る
か
を
ふ
ま
え
な
が
ら
文
学
を
読
ん
で
い
く
こ
と
。



■ 2019 年度入試問題　国語

問
6 　

　
　
　
⑤
「
普
遍
的
な
価
値
」
を
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
部
分
を
三
〇
字

　
　
　
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
7 　

　
　
　
⑥
「
そ
れ
は
相
手
と
価
値
観
を
共
有
す
る
可
能
性
を
閉
じ
て
し
ま
っ

　
　
　
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

問
8 　

　
　
　
⑦
「『
価
値
観
』
を
語
る
言
葉
を
共
有
す
る
た
め
の
議
論
が
で
き
る

　
　
　
の
で
は
な
い
か
」
と
あ
る
が
、「
世
界
文
学
」
を
読
む
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な

　
　
　「
議
論
」
に
つ
な
が
る
の
は
な
ぜ
か
。
説
明
し
な
さ
い
。

問
9 　

次
の
選
択
肢
の
う
ち
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ

選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　「
世
界
文
学
」
と
し
て
読
む
場
合
、
読
者
は
、
発
祥
地
や
作
者
な
ど
の

原
典
に
も
と
づ
い
て
考
え
な
く
て
は
な
ら
い
。

イ
　
世
界
文
学
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
翻
訳
さ
れ
な
い
作
品
が
軽
視
さ
れ
、

英
語
中
心
主
義
に
偏
る
と
い
う
問
題
点
が
挙
が
る
。

ウ
　
俳
句
の
よ
う
に
世
界
で
認
め
ら
れ
た
文
学
は
普
遍
性
が
あ
る
た
め
、
各

国
で
同
じ
形
式
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

エ
　「
相
対
主
義
」
は
、
こ
れ
ま
で
自
国
の
価
値
観
を
中
心
と
し
て
い
た
西

洋
の
人
々
に
と
っ
て
当
た
り
前
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。

問
10 　

15
ペ
ー
ジ
　
　
　「
他
の
文
化
で
は
、
自
分
た
ち
の
文
化
・
価
値
観
で
は
許
さ

れ
な
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
実
際
に
、
世
界
で
文
化
や
価
値
観
の

違
い
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
問
題
を
一
つ
あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
意
見

を
二
〇
〇
字
以
上
で
述
べ
な
さ
い
。【
二
枚
目
の
原
稿
用
紙
に
解
答
す
る
こ
と
。】



■ 2019 年度入試問題　国語

五
、
次
の 　

　
　
　
①
〜
⑩
の
品
詞
名
を
、
あ
と
の
語
群
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
ん
で
記

号
で
答
え
な
さ
い
。(

同
じ
選
択
肢
を
使
用
し
て
も
よ
い
）

①
し
か
し
、
文
学
は
原
典
で
読
む
べ
き
も
の
で
、
②
そ
の
背
景
も
③
詳
し
く
知
っ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
ら
、
読
む
こ
と
の
で
き
る
文
学
作
品
は
④
お
の
ず
と

限
ら
れ
て
き
て
し
ま
う
。

　
外
国
語
で
文
学
を
読
め
る
⑤
よ
う
に
な
る
に
は
⑥
た
い
へ
ん
な
語
学
力
が
必
要
だ
。

も
し
そ
れ
だ
け
の
語
学
力
が
な
い
な
ら
⑦
ば
、
本
当
に
⑧
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
は

自
国
の
言
葉
で
書
か
れ
た
⑨
文
学
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
⑩
な
っ
て
し
ま
う
。

（『
世
界
の
読
者
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
』
河
野
至
恩
　
講
談
社
）

【
語
群
】

ア
　
動
詞
　
　
イ
　
形
容
詞
　
　
ウ
　
形
容
動
詞
　
　
エ
　
名
詞

オ
　
副
詞
　
　
カ
　
連
体
詞
　
　
キ
　
感
動
詞
　
　
ク
　
接
続
詞

ケ
　
助
動
詞
　
コ
助
詞

200



■ 2019 年度入試解答　国語

一1
　
す
ぐ
れ
る

　
　
優
れ
る

2
　
は
ば

　
　
幅

3
　
ひ
は
ん

　
　
批
判

4
　
と
く
し
ゅ

　
　
特
殊

5
　
し
ょ
う
と
つ

　
　
衝
突

6
　
て
つ
が
く

　
　
哲
学

7
　
相
互

　
　
そ
う
ご

8
　
掲
げ
る

　
　
か
か
げ
る

二ア
　
留
意

　
　
あ
る
物
事
に
心
を
と
め
て
気
を
つ
け
る

こ
と

イ
　
安
易

　
　
深
く
考
え
な
い
こ
と

分
け
も
な
く
で
き
る
こ
と

ウ
　
橋
渡
し
す
る

　
　
あ
ま
り
面
識
や
交
流
の
な
い
両
者

の
間
に
入
っ
て
と
り
も
つ
こ
と
。

仲
立
ち
を
す
る
こ
と
。

三a
　
お
の
ず
と

　
例
）　
こ
の
本
は
内
容
が
難
し
い
が
、
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
、
お
の
ず
と
内
容
が
理
解
で
き

る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。

b
　
折
り
合
い
を
つ
け
る

　
例
）　
私
た
ち
は
長
い
時
間
を
か
け
て
話
し
合
い
を
し
て
き
た
が
、
や
っ
と
こ
の
問
題

の
解
決
策
に
つ
い
て
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

四1問

翻
訳
さ
れ
た
文
学
作
品
を
書
か
れ
た
時
代
や
文
化
背
景
を
知
ら
ず
に
読
む
こ
と
で
、

浅
い
読
書
体
験
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
側
面
。

2問

語
学
力
が
必
要
と
な
る
た
め
読
む
本
が
限
ら
れ
て
し
ま
い
、
文
学
の
授
業
も
分
業
制
の
よ
う
に
専

門
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
文
学
の
知
識
の
は
ば
が
狭
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
点
。



■ 2019 年度入試解答　国語

五①
　　

ク

②
　　

カ

③
　　

イ

④
　　

オ

⑤
　　

ケ

⑥
　　

ウ

⑦
　　

コ

⑧
　　

ア

⑨
　　

エ

⑩
　　

ア

3問

A

　　
エ

B

　　
イ

C

　　
ア

4問

1

　　
オ

2

　　
イ

3

　　
ウ

4
　　

エ

5問

1

　　
ア

2

　　
イ

3

　　
ア

4

　　
ア

5

　　
イ

6問

人
種
や
文
化

、
言
葉
の
壁
を
越
え
て
共
有
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
や

問
題
意
識

7問

お
互
い
の
文
化
を
尊
重
し
合
い
、
介
入
し
な
い
と
い
う
方
法
は
、
相
手
の
文
化
に
対
す
る
無
関
心

を
生
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
孤
立
し
て
し
ま
う
か
ら
。

8問

価
値
観
の
対
立
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
つ
の
同
じ
作
品
の
文
脈
に
照
ら
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

が
共
感
で
き
る
所
を
探
る
こ
と
で
、
一
つ
の
文
学
作
品
を
共
有
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の

考
え
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

9問

イ

10問

　
解
答
省
略



■ 2019 年度入試解答　国語

一1
　
す
ぐ
れ
る

2
　
は
ば

3
　
ひ
は
ん

4
　
と
く
し
ゅ

5
　
し
ょ
う
と
つ

6
　
て
つ
が
く

7
　
相
互

8
　
掲
げ
る

二ア
　
留
意

イ
　
安
易

ウ
　
橋
渡
し
す
る

三a
　
お
の
ず
と

b
　
折
り
合
い
を
つ
け
る

四1問2問



■ 2019 年度入試解答　国語

五①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

3問

A

B

C

4問

1

2

3

4

5問

1

2

3

4

5

6問7問8問9問10問

二
枚
目
の
原
稿
用
紙
に
解
答
す
る
こ
と
。




