
【
国
語
】 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

近
代
国
家
論
の
最
大
の
古
典
の
一
つ
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
は
、
国
家
を
巨
大
な
怪

獣
に
た
と
え
た
が
、
そ
の
序
文
で
「
国
家
の
素
材
（matter

）
に
し
て
（
ａ
）

作
為
者
（artificer

）
は
人
間
で
あ
る
」

と
い
っ
て
い
る
。
国
家
に
限
ら
ず
、
諸
々
の
制
度
は
人
間
を
素
材
と
し
て
人
間
が
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
制

度
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
常
に
そ
の
素
材
と
な
る
人
間
に
つ
い
て
の
一
定
の
観
念
（
人
間
観
）
が
前
提
と
な
る
。 

 
 
 

Ａ 
 

憲
法
上
の
人
権
保
障
の
制
度
は
、
各
個
人
の
自
由
な
活
動
を
許
容
し
て
も
、
社
会
は
秩
序
を
保

ち
続
け
る
と
い
う
、
性
善
説
的
な
人
間
観
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
自
由
は
（
ｂ
）

放
縦
や
反
乱
を
も
た
ら

し
、
社
会
の
（
ｃ
）

瓦
解
に
連
な
る
と
す
る
民
衆
不
信
の
人
間
観
に
立
つ
憲
法
は
、
自
由
に
対
す
る
厳
し
い
（
１
）

セ
イ

ヤ
ク
を
制
度
化
す
る
。 

 

ま
た
自
由
主
義
的
憲
法
は
、
行
政
権
に
対
す
る
不
信
、
即
ち
権
力
を
持
つ
者
は
（
２
）

フ
ハ
イ
す
る
と
い
う
人
間
観

を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
権
力
主
義
的
国
家
観
は
、
権
力
者
に
つ
い
て
性
善
説
的
人
間
観
を
前
提
と
す
る
。

た
と
え
ば
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
君
主
に
お
い
て
は
公
益
と
私
益
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
常
に
公
共
の
利
益
に
向
っ
て
努

力
す
る
の
に
対
し
、
政
党
政
治
家
に
お
い
て
は
両
者
は
（
ｄ
）

背
反
し
、
そ
の
場
合
大
て
い
は
私
益
の
方
を
選
ぶ
、
な

ど
と
い
っ
て
い
る
（
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
十
九
章
）
。 

 

裁
判
制
度
は
、
裁
判
官
が
私
的
感
情
や
私
益
を
抑
え
て
、
法
に
忠
実
に
行
動
す
る
と
い
う
前
提
な
し
に
は
成
立
し

な
い
。
そ
れ
に
対
し
刑
務
所
制
度
は
、
受
刑
者
は
監
視
を
（
ｅ
）

怠
れ
ば
逃
亡
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
人
間
観
に
立
っ

て
、
高
い
塀
の
中
に
彼
等
を
閉
じ
こ
め
て
い
る
。
外
国
の
刑
務
所
は
刑
務
官
が
武
装
し
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る

が
、
日
本
の
刑
務
官
は
丸
腰
で
あ
る
。
こ
れ
は
犯
罪
人
に
対
し
て
も
、
一
定
の
性
善
説
的
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。 

 

法
律
家
の
人
間
観
は
、
長
い
法
の
歴
史
の
上
に
立
っ
た
現
実
的
な
人
間
観
で
あ
る
か
ら
、
極
端
な
性
善
説
や
性
悪

説
に
対
し
て
は
中
間
的
な
立
場
に
立
つ
。
極
端
な
性
善
説
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
が
そ
の
本
性
の
ま
ま
に
生
き
れ
ば
、

お
の
ず
か
ら
秩
序
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
制
度
な
ど
必
要
で
な
い
。
逆
に
極
端
な
性
悪
説
も
ま
た
制
度
と
無

縁
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
制
度
は
、
そ
の
制
度
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
動
す
る
人
間
性
を
前
提
し
て
い
る
が
、
人
間
が

ま
る
で
ル
ー
ル
に
従
う
性
質
を
も
た
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
現
出
す
る
の
は
裸
の
実
力
闘
争
の
世
界
で
あ
り
、
制
度
な

ど
つ
く
っ
て
も
無
駄
だ
か
ら
で
あ
る
。
制
度
は
、
中
間
的
な
人
間
観
の
産
物
で
あ
る
。 

 

社
会
契
約
説
も
、
歴
史
の
起
源
に
ア
ナ
キ
ー
の
状
態
（
自
然
状
態
）
が
存
在
し
た
と
想
定
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は

ア
ナ
キ
ス
ト
が
考
え
る
ほ
ど
の
理
想
状
態
で
は
な
い
。
そ
こ
で
人
々
は
集
ま
り
、
こ
の
不
完
全
な
自
然
状
態
を
克
服

し
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
理
性
に
従
っ
た
制
度
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

自
然
状
態
の
欠
陥
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
は
、
善
人
ば
か
り
の
世
界
に
お
い
て
も
、
右
側
通
行
と
か

左
側
通
行
と
か
、
ル
ー
ル
が
な
け
れ
ば
不
便
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
特
に
生
産
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
計

画
が
必
要
に
な
り
、
計
画
に
従
っ
て
人
々
の
労
働
を
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
織
に
は
ル
ー
ル
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
つ
く
る
の
は
社
会
契
約
で
あ
り
、
人
々
は
こ
の
ル
ー
ル
に
自
然
的
に
（
３
）

フ
ク
ジ
ュ
ウ

す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。 

 
 
 

Ｂ 
 

現
実
の
人
間
は
善
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
ル
ー
ル
の
違
反
者
も
当
然
で
て
く
る
。
そ
こ
で
違
反

者
に
対
す
る
制
裁
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
て
警
察
・
裁
判
・
監
獄
と
い
う
よ
う
な
制
度
が
樹
立
さ
れ
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
制
度
の
樹
立
は
、
社
会
契
約
と
は
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
、
国
家
契
約
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。 

 

ま
た
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
団
結
し
た
人
々
の
外
に
は
、
攻
撃
的
な
他
者
（
外
敵
）
が
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
す
る
防
衛
の
た
め
に
は
、
軍
隊
制
度
も
樹
立
さ
れ
る
。 

 

社
会
契
約
説
は
、
自
然
状
態
な
ど
と
い
う
（
４
）

カ
ク
ウ
の
史
実
に
依
拠
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

こ
れ
は
人
間
性
と
制
度
と
の
関
連
を
考
え
る
思
考
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の
正
当
性
は
歴
史
の
起
源
に
関
す
る
仮
説
の

（
５
）

セ
イ
ヒ
に
必
ず
し
も
依
拠
し
て
い
な
い
。
社
会
契
約
説
は
一
方
に
お
い
て
人
間
性
に
欲
望
や
名
誉
欲
や
闘
争
心

の
存
在
を
想
定
し
、
他
方
に
お
い
て
は
こ
れ
を
抑
制
す
る
理
性
と
意
志
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
者
の

存
在
を
否
定
す
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
性
善
説
と
、
後
者
の
存
在
を
否
定
す
る
無
規
範
の
実
力
説
の
中
間
に
位
す
る
、
現



実
主
義
的
な
人
間
観
で
あ
る
。 

 
そ
れ
で
も
な
お
、
社
会
契
約
説
は
観
念
的
だ
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
制
度
は
「
作
る
」
も
の
で
な
く
「
成

る
」
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
人
間
を
「
ポ
リ
ス
的
存
在
」
（zōon 

politikon

）
だ
と
い
っ
た
時
、
こ
の
「
ポ
リ
ス
的
」

と
は
、
「
社
会
的
」
と
い
う
意
味
か
「
政
治
的
」
と
い
う
意
味
か
、
あ
る
い
は
単
に
「
都
市
国
家
的
」
と
い
う
意
味

か
は
問
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
後
世
に
は
、
「
人
間
は
一
人
で
は
生
き
ら
れ
ず
、
複
数
の
人
間
が
い
る
と
こ
ろ

に
は
必
ず
一
定
の
社
会
関
係
が
成
立
す
る
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
た
。
そ
こ
で
複
数
の
人
間
が
バ
ラ
バ
ラ
に
併
存

し
て
い
て
、
理
性
に
よ
っ
て
初
め
て
結
合
す
る
と
い
う
社
会
契
約
説
の
想
定
は
個
人
主
義
的
・
理
性
主
義
的
偏
向
で

あ
り
、
複
数
の
人
間
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
ず
理
性
以
前
に
情
緒
的
な
結
び
つ
き
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
、
と

い
う
。 

同
様
に
し
て
、
社
会
契
約
説
は
習
慣
の
重
要
性
を
①

看
過
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
の
行
動

の
大
部
分
は
理
性
よ
り
も
習
慣
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
制
度
の
大
部
分
は
習
慣
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
習
慣
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
批
判
に
よ
っ
て
社
会
契
約
説
が
存
在
理
由
を
失
う
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
実
を

い
う
と
社
会
契
約
説
の
主
張
者
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
百
も
承
知
な
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
も
「
人
間
の
情

念
は
通
常
理
性
よ
り
強
力
だ
」
と
い
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
（
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
十
九
章
）
。
社
会
契
約
説
は
、

情
念
や
習
慣
に
よ
っ
て
非
合
理
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
現
実
の
制
度
を
合
理
的
な
も
の
に
変
え
よ
う
と
す
る
当
為
の

理
論
な
の
で
あ
る
。 

 
 
 

Ｃ 
 

こ
の
批
判
者
た
ち
も
、
人
間
が
理
性
に
よ
っ
て
制
度
を
「
作
る
」
可
能
性
を
前
面
的
に
否
定
す

る
訳
で
は
な
い
。
情
念
や
習
慣
に
曇
ら
さ
れ
た
眼
を
も
う
一
度
洗
い
直
し
て
、
最
も
合
理
的
な
制
度
を
つ
く
ろ
う
と

す
る
意
欲
が
人
々
を
支
配
す
る
時
期
が
時
々
や
っ
て
く
る
。 

 

社
会
契
約
説
は
理
性
に
よ
る
制
度
樹
立
の
試
み
で
あ
る
。
し
か
も
平
等
な
国
民
に
よ
る
自
覚
的
制
度
樹
立
の
試
み

で
あ
り
、
従
っ
て
民
主
主
義
樹
立
の
試
み
で
あ
る
。 

 

こ
の
理
性
に
よ
る
制
度
樹
立
と
い
う
場
合
の
「
理
性
」
と
は
何
か
。
「
理
性
」
の
概
念
の
思
想
史
を
論
じ
始
め
た

ら
、
大
著
を
何
冊
書
い
て
も
終
ら
な
い
位
大
変
で
あ
る
。 

 

ギ
リ
シ
ャ
語
のnous

（
直
感
的
に
物
事
の
本
質
を
と
ら
え
る
精
神
作
用
）
とlogos

（
論
理
的
理
性
）
、
法
則
と

し
て
の

reason

と
心
理
学
的
な
概
念
と
し
て
の

reason

、
カ
ン
ト
の
い
う
純
粋
理
性
と
実
践
理
性
等
々
、
整
理
す

る
だ
け
で
も
大
仕
事
だ
。 

 

と
も
か
く
も
、
社
会
契
約
説
の
問
題
は
、
こ
の
「
理
性
」
の
概
念
に
あ
る
。
理
性
に
よ
っ
て
制
度
を
つ
く
る
と
い

う
場
合
の
「
理
性
」
の
概
念
に
は
色
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。 

 

（
イ
）
法
則
と
し
て
の
理
性 

 

ス
ト
ア
学
派
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
理
性
の
法
則
の
支
配
を
受
け
て
お
り
、
人
間
界
を
支
配
す
る
こ
の
法
則
を
見
出

し
、
こ
れ
に
従
っ
て
社
会
を
組
織
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
世
界
が
理
性
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
実
存
主
義
者
の
い
う
よ
う
に
、
世
界
は
不
条
理
な
も
の
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
世
界
を
支
配

す
る
法
則
（
因
果
法
則
）
と
、
人
間
界
を
支
配
す
べ
き
法
則
（
規
範
法
則
）
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

人
間
性
の
観
察
か
ら
規
範
法
則
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
論
理
的
に
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
。 

 

（
ロ
）
論
理
法
則
と
し
て
の
理
性 

 

「
理
性
法
論
」
と
よ
ば
れ
る
近
代
法
思
想
の
一
派
に
よ
る
と
、
法
の
基
本
原
則
は
、
論
理
学
や
幾
何
学
の
公
理
の

よ
う
に
自
明
な
も
の
で
、
そ
れ
か
ら
の
全
く
論
理
的
な
②

演
繹
に
よ
っ
て
、
債
権
譲
渡
に
は
債
務
者
の
同
意
を
要
す

る
等
々
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
制
度
の
原
則
が
導
か
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
論
理
に
対
す
る
過
信
で
あ
り
、

論
理
的
に
は
多
様
な
法
制
度
の
可
能
性
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。 

 

（
ハ
）
良
心
と
し
て
の
理
性 

 

人
間
の
心
に
は
、
理
論
理
性
と
並
ん
で
、
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
実
践
理
性
（
良
心
）
が
存
在
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
正
し
い
法
の
あ
り
方
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
。 



 
（
イ
）
に
お
け
る
規
範
法
則
の
認
識
、
（
ロ
）
に
お
け
る
法
的
演
繹
の
公
理
を
見
出
す
の
も
こ
の
実
践
理
性
だ
と

い
う
。
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
、
諸
宗
教
の
法
思
想
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
「
神
の
与
え
た
良
心
」
と
い
う
教
義

を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
し
か
し
科
学
的
懐
疑
者
た
ち
は
、
良
心
と
は
内
面
化
さ
れ
た
社
会
規
範
に
他
な
ら

ず
、
社
会
規
範
が
良
心
の
根
拠
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
と
批
判
し
、
従
っ
て
良
心
を
つ
く
り
出
し
た
社
会
的
環

境
の
多
様
性
に
応
じ
た
多
様
な
良
心
が
あ
り
、
多
様
な
良
心
の
ど
れ
が
正
し
い
か
を
決
定
す
る
方
法
は
な
い
、
と
批

判
す
る
。 

 

歴
史
上
の
社
会
契
約
説
が
「
理
性
」
と
い
う
場
合
に
は
、
以
上
の
三
つ
の
理
性
概
念
の
何
れ
か
に
依
拠
し
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
が
理
論
的
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
契
約
説
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
要
請

さ
れ
た
民
主
主
義
の
存
立
の
根
拠
も
疑
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

（
ニ
）
現
実
認
識
の
理
性 

 

し
か
し
、
我
々
は
も
う
一
つ
の
理
性
概
念
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ロ
イ
ト
心
理
学
に
お
い
て
は
、
人

間
を
と
り
ま
く
外
的
環
境
を
認
識
し
、
ま
た
自
分
の
心
の
中
の
隠
さ
れ
た
欲
求
を
自
覚
し
て
、
両
者
を
調
整
す
る
精

神
作
用
を
「
自
我
」
と
よ
び
、
ま
た
時
に
理
性
と
よ
ぶ
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
神
経
症
と
は
、
社
会
が
許
容
し
な

い
た
め
に
、
抑
圧
さ
れ
た
意
識
下
の
欲
望
が
惹
き
起
こ
す
病
い
で
、
自
我
が
こ
れ
を
自
覚
す
れ
ば
、
自
我
の
も
つ
調

整
作
用
に
よ
っ
て
治
癒
す
る
と
い
う
。
良
心
（
フ
ロ
イ
ト
は
「
超
自
我
」
と
よ
ぶ
）
に
よ
る
欲
望
の
抑
圧
は
不
合
理

な
抑
圧
で
、
意
識
下
に
ひ
ず
み
を
つ
く
り
出
す
の
に
対
し
、
「
自
我
」
は
こ
れ
を
意
識
し
、
抑
圧
さ
れ
た
欲
望
を
、

社
会
的
に
許
容
さ
れ
た
も
の
に
変
形
し
て
（
６
）

ジ
ュ
ウ
ソ
ク
さ
せ
る
。
人
を
殴
り
た
い
と
い
う
攻
撃
衝
動
が
抑
え
切

れ
な
け
れ
ば
、
ボ
ク
シ
ン
グ
部
に
入
る
と
い
う
よ
う
に
。
こ
れ
は
水
が
堰
を
切
っ
て
奔
流
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、

水
路
を
設
け
る
の
に
似
て
お
り
、
こ
れ
は
水
路
づ
け
（canalization

）
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

  

こ
の
「
水
路
づ
け
」
と
い
う
考
え
方
こ
そ
、
自
由
主
義
的
・
民
主
主
義
的
政
治
制
度
の
人
間
論
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

る
。 

 

自
由
主
義
や
民
主
主
義
は
、
決
し
て
人
間
性
に
つ
い
て
、
素
朴
な
性
善
説
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
人
間
に
は
支

配
欲
が
あ
り
、
闘
争
心
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の
前
提
で
あ
る
。
独
裁
制
に
お
い
て
は
、
民
衆
の
支
配
欲
を
抑
圧
し
、

無
気
力
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
は
け
口
を
対
外
侵
略
に
向
け
る
か
、
内
部
の
弱

者
に
向
け
る
か
す
る
。
そ
れ
を
し
な
い
と
、
社
会
は
神
経
症
患
者
の
精
神
の
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
非
合
理
な
爆
発

を
ひ
き
お
こ
す
。
独
裁
制
と
革
命
は
こ
の
よ
う
に
し
て
親
類
関
係
に
あ
る
。 

 

民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
国
民
は
選
挙
に
よ
っ
て
権
力
者
の
首
を
す
げ
か
え
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て

権
力
者
は
頭
を
下
げ
て
票
を
も
ら
い
に
く
る
。
国
民
は
権
力
者
を
非
難
し
た
り
罵
倒
し
た
り
し
て
、
支
配
欲
を
多
少

と
も
満
足
さ
せ
る
。 

 

ま
た
民
主
主
義
と
結
び
つ
い
た
自
由
主
義
は
、
社
会
に
存
在
す
る
諸
々
の
不
満
を
、
抑
圧
・
（
ｆ
）

隠
蔽
せ
ず
に
表

ざ
た
に
す
る
。
こ
れ
は
意
識
下
の
不
満
を
常
に
意
識
化
し
よ
う
と
す
る
精
神
分
析
療
法
の
や
り
方
に
似
て
い
る
。
国

民
の
闘
争
心
も
、
政
党
間
の
政
治
闘
争
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
け
口
を
得
る
。 

 

そ
れ
故
民
主
主
義
国
に
お
い
て
は
、
権
力
者
に
権
威
が
な
く
、
不
満
や
闘
争
に
み
ち
溢
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

が
、
そ
の
代
り
不
満
が
鬱
積
せ
ず
、
社
会
は
陽
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
独
裁
国
家
が
国
民
の
欲
求
不
満
と
い
う
爆
弾
を

抱
え
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
不
安
定
な
よ
う
で
も
安
定
し
て
い
る
。
民
主
主
義
が
合
理
的
な
制
度
だ
と
い
う
場
合

の
合
理
性
と
は
、
何
よ
り
も
こ
の
心
理
学
的
意
味
で
の
合
理
性
で
あ
る
。 

 

出
典
：
長
尾
龍
一
『
法
学
こ
と
は
じ
め 

新
版
』 

※ 

た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
一
部
省
略
、
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

 

     



問
一 

傍
線
部
（
ａ
）
～
（
ｆ
）
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。 

 

問
二 
傍
線
部
（
１
）
～
（
６
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
た
と
き
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
ア
～ 

エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
１
）
ア 
成
約 

 

イ 

製
約 

 

ウ 

制
約 

 

エ 

誓
約 

（
２
）
ア 

不
敗 

 

イ 

腐
敗 

 

ウ 

不
配 

 

エ 

腐
配 

（
３
）
ア 

腹
従 

 
イ 

複
縦 

 

ウ 

服
縦 

 

エ 

服
従 

（
４
）
ア 

下
空 

 
イ 

下
腔 

 

ウ 

架
腔 

 

エ 

架
空 

（
５
）
ア 

成
否 

 

イ 
正
否 

 

ウ 

正
妃 

 

エ 

性
比 

（
６
）
ア 

充
即 

 

イ 
充
息 

 

ウ 

充
則 

 

エ 

充
足 

 

問
三 

波
線
部
①
「
看
過
」
、
②
「
演
繹
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
択
肢
ア
～
エ
か
ら
そ
れ
ぞ 

れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

波
線
部
①
「
看
過
」 

ア 

人
に
影
響
を
与
え
て
、
考
え
や
行
動
を
変
え
さ
せ
る
こ
と
。 

イ 

対
価
を
見
積
も
る
こ
と
。 

ウ 

見
逃
す
こ
と
、
あ
る
い
は
見
す
ご
す
こ
と
。 

エ 

暇
が
あ
る
こ
と
。 

 

波
線
部
② 

「
演
繹
」 

ア 

複
数
の
事
実
か
ら
抽
出
し
た
共
通
点
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
。 

イ 

大
き
な
ひ
と
つ
の
大
前
提
か
ら
結
論
を
推
測
す
る
こ
と
。 

ウ 

個
々
の
具
体
的
な
事
柄
か
ら
、
一
般
的
な
法
則
を
導
き
出
す
こ
と
。 

エ 

結
果
か
ら
遡
っ
て
原
因
を
推
論
す
る
こ
と
。 

 

問
四 

空
欄
Ａ
～
Ｃ
に
あ
て
は
ま
る
最
も
ふ
さ
わ
し
い
語
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
ア
～
エ
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

し
か
も 

 

イ 

と
こ
ろ
が 

 

ウ 

例
え
ば 

 

エ 

だ
か
ら 

 

問
五 

本
文
の
内
容
と
一
致
し
な
い
も
の
を
選
択
肢
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

極
端
な
性
善
説
や
性
悪
説
で
語
ら
れ
る
人
間
観
は
、
ル
ー
ル
や
制
度
と
は
な
じ
ま
な
い
。 

イ 

社
会
契
約
説
で
想
定
す
る
自
然
状
態
は
不
完
全
な
状
態
な
の
で
、
理
性
に
従
っ
た
様
々
な
制
度
が
必
要
と
な

る
。 

ウ 

人
々
の
欲
望
が
増
大
し
、
理
想
的
な
自
然
状
態
が
解
体
さ
れ
た
た
め
、
国
家
や
法
が
必
要
と
な
っ
た
。 

エ 

民
主
主
義
国
は
不
満
や
闘
争
が
見
ら
れ
る
が
安
定
し
て
お
り
、
民
主
主
義
は
合
理
的
な
制
度
だ
と
言
え
る
。 

 

問
六 

筆
者
は
民
主
主
義
社
会
の
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
合
理
性
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を 

具
体
的
に
示
す
部
分
を
、
本
文
の
中
か
ら
六
十
字
以
上
、
六
十
五
字
以
下
で
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五 

文
字
を
書
き
な
さ
い
（
句
読
点
を
含
む
）
。 

 

 [

国
語
出
題 

以
上] 

   


