
【
国
語
】 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
設
問
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
※
印
の
付
い
た
語
句
は
、
文
末
に
《
語
句
説
明
》
が
あ
る
。 

  

古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
特
に
ア
テ
ナ
イ
は
、
民
主
主
義
発
祥
の
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
定
の
期
間
に
わ
た
る
成
功
が
い
か
な
る

条
件
に
依
存
し
て
い
た
に
せ
よ
、
あ
る
種
の
民
主
主
義
の
実
行
可
能
性
を
現
実
に
証
明
し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
以
後
の
政
治

思
想
の
想
像
力
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
し
か
し
、
テ
ュ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
『
戦
史
』
の
中
の
ペ
リ
ク
レ
ス
演
説
な

ど
、
簡
単
な
も
の
を
除
い
て
、
そ
こ
で
実
際
に
民
主
主
義
を
運
営
し
た
人
々
自
身
の
書
い
た
民
主
主
義
（
ａ
）
擁
護
論
で
わ

れ
わ
れ
が
読
め
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
体
制
に
対
す
る
批
判
と

し
て
、
も
っ
と
も
首
尾
一
貫
し
た
反
民
主
主
義
論
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
後
の
思
想
へ
の
影
響
力
か
ら
す
れ
ば
、

民
主
主
義
の
擁
護
論
よ
り
も
批
判
論
の
ほ
う
が
大
き
か
っ
た
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
反
民
主
主
義
論
の
陣
営
の
チ

ャ
ン
ピ
オ
ン
と
も
い
う
べ
き
プ
ラ
ト
ン
が
行
っ
た
民
主
主
義
批
判
は
、
政
治
に
お
け
る
知
の
問
題
を
徹
底
的
に
問
う
こ
と
を

基
本
戦
略
と
し
て
い
る
。 

 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
欠
け
て
い
た
も
の
は
、
ポ
リ
ス
（
※
１
）
か
ら
独
立
の
個
人
と
、
そ
の
権
利
と
自
由
の
思
想
だ
と
い
わ
れ

る
。
ア
テ
ナ
イ
の
「
自
由
人
」
た
ち
に
と
っ
て
は
、
ポ
リ
ス
生
活
こ
そ
が
人
生
の
関
心
事
な
の
で
あ
っ
て
、
人
は
そ
こ
で
生

き
そ
こ
で
死
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
れ
ば
彼
ら
は
、
一
種
の
政
治
マ
ニ
ア
た
ち
で
あ
っ
て
、
ポ
リ
ス
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
個

人
の
精
神
と
生
活
の
中
に
本
質
的
な
価
値
が
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
後
者
の
よ
う
な
発
想
は
、
社
会
を
含
む
宇
宙
全
体

の
秩
序
と
個
人
を
（
１
）
タ
イ
ジ
さ
せ
る
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
以
降
の
ス
ト
ア
派
な
ど
の
思
想
に
初
め
て
み
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ャ
起
源
の
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
と
が
融
合
す
る
こ
と
で
、
本
格
的
な
西
欧
的
個
人
主
義
思
想
の
基
礎
が

で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
も
、
ど
の
程
度
歴
史
的
記
述
と
し
て
正
し
い
か
は
別
に
し
て
、
民
主
主
義
の
タ
イ
ポ
ロ

ジ
ー
と
い
う
文
脈
で
、
（
ｂ
）
便
宜
的
に
前
提
し
て
お
く
（
ア
）
こ
と
に
し
よ
う
。 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
民
主
主
義
に
お
い
て
は
、
ポ
リ
ス
の
一
員
と
し
て
の
徳
が
語
ら
れ
、
そ
の
高
徳
な
人
々
が
発
揮
す
る

公
共
精
神
と
プ
ラ
イ
ド
に
（
ｃ
）
依
拠
し
て
、
民
主
主
義
は
堕
落
か
ら
（
ｄ
）
免
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
徳
と
し
て
の
自

由
と
、
そ
の
よ
う
な
徳
を
備
え
る
人
々
の
民
主
主
義
と
い
う
戦
略
は
、
決
し
て
現
代
に
お
い
て
も
意
味
が
な
く
な
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
社
会
の
制
度
は
、
つ
ね
に
究
極
的
に
は
そ
れ
を
運
営
す
る
人
々
の
自
発
的
な
行
動
規
制
に
依
拠
し
て
い
る
現
代

の
民
主
主
義
も
、
政
治
家
・
官
僚
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
そ
し
て
選
挙
民
た
ち
の
自
発
的
な
行
動
規
制
を
離
れ
て
、
健
全
に
機

能
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
、
個
人
の
徳
に
す
べ
て
を
（
ｅ
）
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
過
剰
な
政
治
的
権
力
の
制
限
を
果
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、

「
個
人
の
権
利
」
の
概
念
な
の
で
あ
る
。 

 

混
合
政
体
と
は
、
庶
民
と
し
て
の
デ
モ
ス
の
支
配
と
貴
族
の
支
配
と
の
混
合
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
何
を

貴
族
と
考
え
る
か
で
、
異
な
る
政
治
の
像
が
浮
か
び
上
が
る
。 

原
義
に
お
け
る
貴
族
（
ア
リ
ス
ト
ス
―
よ
き
者
、
立
派
な
者
、
勇
気
あ
る
者
と
い
う
点
で
最
高
の
者
）
と
は
、
世
襲
に

よ
っ
て
決
ま
る
支
配
階
級
の
（
イ
）
こ
と
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
者
た
ち
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ほ
ぼ

こ
の
原
義
ど
お
り
の
意
味
で
貴
族
を
考
え
、
ポ
リ
テ
イ
ア
（
※
２
）
も
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
（
※
３
）
も
こ
の
意
味
の
貴
族
制
を
部

分
と
し
て
含
ん
で
お
り
、
両
者
の
差
は
程
度
問
題
だ
、
と
論
じ
た
。
ま
た
自
分
自
身
も
階
級
と
し
て
没
落
の
（
２
）
カ
テ
イ

に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
で
あ
っ
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
将
来
フ
ラ
ン
ス
の
民
主
主
義
が
成
功
す
る
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
貴
族
が

果
た
す
べ
き
役
割
が
あ
る
の
だ
と
考
え
た
が
、
彼
は
さ
ら
に
、
一
八
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
に
接
し
て
そ
れ
を
高

く
評
価
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
法
律
家
た
ち
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
貴
族
の
そ
れ
に
（
３
）
ダ
イ
タ

イ
す
る
も
の
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
に
あ
っ
て
は
、
間
接
民
主
主
義
お
よ
び
独
特
の
ア
メ
リ
カ

大
統
領
の
間
接
選
挙
の
制
度
は
、
人
々
が
す
ぐ
れ
た
者
と
考
え
る
者
を
代
表
と
し
て
選
ん
で
、
そ
れ
に
統
治
を
委
ね
る
制
度

で
あ
る
か
ら
、
庶
民
の
知
的
・
道
徳
的
レ
ベ
ル
を
直
接
反
映
す
る
場
合
よ
り
も
高
い
政
治
の
水
準
を
可
能
に
す
る
の
だ
、
と

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
プ
ラ
ト
ン
以
来
の
、
庶
民
の
政
治
能
力
に
対
す
る
（
ｆ
）
懐
疑
を

前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 



 
た
だ
こ
こ
で
は
、
こ
の
場
合
の
「
す
ぐ
れ
た
者
」
が
、
何
に
お
い
て
そ
う
な
の
か
、
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

国
民
全
体
の
統
治
と
い
う
意
味
の
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
と
は
区
別
さ
れ
る
、
政
府
機
関
と
い
う
意
味
で
の
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
ト
は
、
公

務
員
た
ち
を
（
４
）
コ
ウ
セ
イ
員
と
し
一
定
の
目
的
を
も
っ
た
一
つ
の
事
業
共
同
体
ま
た
は
事
業
組
織
で
あ
る
。
組
織
暴
力

団
と
（
５
）
タ
イ
コ
ウ
す
る
時
の
警
察
は
そ
れ
自
身
が
一
つ
の
組
織
で
あ
る
し
、
軍
隊
や
消
防
署
、
郵
便
な
ど
も
、
は
っ
き

り
と
し
た
目
的
を
も
つ
、
か
な
り
排
他
的
な
、
「
統
一
体
」
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
業
組
織
が
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
的
目
的
を

達
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
に
（
６
）
コ
ウ
ケ
ン
す
る
個
人
の
能
力
に
差
が
あ
る
の
を
前
提
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
当

然
で
あ
る
。
公
務
員
を
採
用
す
る
際
に
試
験
が
課
さ
れ
た
り
す
る
の
は
、
主
に
こ
の
能
力
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

側
面
に
着
目
し
て
、
「
す
ぐ
れ
た
者
の
支
配
」
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
〔 

Ａ 

〕
支
配
と
同
じ
意
味
に
な
る

だ
ろ
う
。
サ
ン
＝
シ
モ
ン
な
ど
の
描
く
、
合
理
化
さ
れ
た
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
種
の
貴
族
制
（
「
科
学
的
」
な
知
に

お
い
て
卓
越
す
る
も
の
の
支
配
）
に
接
近
す
る
。
国
民
の
全
体
を
、
こ
の
種
の
事
業
共
同
体
の
中
に
取
り
込
み
、
国
家
事
業

と
し
て
の
一
定
の
目
的
追
及
を
志
向
す
る
よ
う
な
国
家
観
は
、
特
に
戦
時
な
ど
に
は
現
実
性
を
も
つ
。
そ
れ
に
タ
イ
コ
ウ
す

る
、
も
う
一
つ
の
、
し
か
し
こ
の
論
考
と
の
関
連
で
は
、
そ
れ
も
満
足
な
も
の
と
は
い
え
な
い
発
想
は
、
民
主
主
義
の

〔 

Ｂ 

〕
者
モ
デ
ル
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

行
政
の
専
門
家
た
ち
が
確
か
に
も
っ
て
い
る
能
力
は
、
事
前
に
与
え
ら
れ
て
い
る
個
々
の
目
的
の
組
織
的
追
及
に
偏
っ
た

能
力
で
あ
る
か
ら
、
専
門
家
た
ち
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
様
々
な
行
政
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
受
け
手
ま
た
は
〔 

Ｂ 

〕
者
と
し

て
の
国
民
が
、
議
会
ま
た
は
選
挙
を
通
し
た
意
思
の
表
示
に
よ
っ
て
こ
の
供
給
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、
必
要
で
も

あ
る
し
、
一
定
の
限
度
で
可
能
で
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
混
合
政
体
に
お
い
て
官
僚
的
貴
族
制
と
も
う
一
方
の
極
を
な
す
民

衆
支
配
に
要
求
さ
れ
る
知
は
、
「
賢
い
〔 

Ｂ 

〕
者
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
行
政

に
外
部
か
ら
か
か
わ
り
、
そ
れ
に
注
文
を
出
す
と
と
も
に
、
そ
れ
か
ら
の
説
明
を
受
け
て
行
政
上
の
要
求
に
も
応
じ
る
、
と

い
う
議
会
の
性
質
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
絶
対
王
制
下
の
議
会
に
お
い
て
、
よ
り
明
快
に
示
さ
れ
る
が
、
議
会
と
い

う
も
の
は
、
も
と
も
と
こ
こ
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
市
場
に
お
け
る
財
の
供
給
に
お
い
て
は
、
一
般
に
供
給
者
の
ほ
う

が
〔 

Ｂ 

〕
者
よ
り
も
専
門
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
知
者
」
で
あ
る
が
、
そ
の
知
は
「
〔 

Ｂ 

〕
者
主
権
」
に

服
す
る
。
〔 

Ｂ 

〕
者
は
、
自
分
で
財
の
供
給
の
知
識
を
持
た
な
く
と
も
、
複
数
の
供
給
者
間
の
競
争
に
よ
っ
て
、
自
分

の
希
望
を
よ
り
よ
く
実
現
す
る
商
品
が
登
場
す
る
と
期
待
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
競
争
に
お
い
て
は
、
〔 

Ｂ 

〕
者
の

嗜
好
は
、
前
提
で
あ
る
と
と
も
に
目
的
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
権
威
に
お
い
て
優
越
す
る
の
で
あ
る
。
サ
ー
ヴ
ィ
ス
の
供

給
者
の
側
で
、
そ
の
嗜
好
を
変
え
よ
う
と
試
み
る
こ
と
（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
）
は
許
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
応
じ
る
義
務

が
〔 

Ｂ 

〕
者
の
側
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
市
場
的
モ
デ
ル
で
民
主
主
義
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ラ

ト
ン
の
挑
戦
に
対
す
る
一
定
の
解
答
も
用
意
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
専
門
家
の
も
つ
知
は
、
普
通
一
義
的
に
正
し
い
解
答

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
専
門
家
の
中
で
も
意
見
を
（
ウ
）
こ
と
に
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
専
門
家
は
、

何
を
目
的
と
し
て
設
定
す
べ
き
か
自
体
を
選
択
す
る
上
で
の
知
を
、
一
般
人
以
上
に
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
、
そ
の
目
的
の
設
定
と
実
現
の
カ
テ
イ
で
の
手
段
選
択
に
お
い
て
ど
の
専
門
家
の
意
見
を
聞
く
か
の
決
定
は
、
民
主
主
義

を
通
し
て
国
民
が
行
う
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
若
干
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、

現
代
に
お
い
て
支
配
的
な
一
つ
の
民
主
主
義
像
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

〔 

Ｃ 

〕
、
社
交
体
と
し
て
の
国
家
に
か
か
わ
る
能
力
に
お
い
て
「
す
ぐ
れ
た
者
」
は
、
こ
れ
と
（
エ
）
こ
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
府
組
織
は
こ
の
社
交
体
の
一
つ
の
部
分
に
す
ぎ
ず
対
内
的
に
は
事
業
組
織
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
外
に
は
そ
れ
と
別
の
事
業
を
目
的
に
す
る
他
の
組
織
や
個
人
が
多
数
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
全
体
が
社
交
体
を
コ
ウ
セ

イ
す
る
が
、
政
府
は
そ
の
中
で
、
強
制
力
を
も
っ
て
こ
の
社
交
体
の
条
件
の
維
持
に
あ
た
る
こ
と
を
主
な
目
的
に
す
る
、
特

異
で
独
占
的
で
は
あ
る
が
、
一
つ
の
組
織
に
す
ぎ
な
い
。
社
交
体
と
し
て
の
国
家
を
成
立
さ
せ
て
い
る
条
件
ま
た
は
ル
ー
ル

は
、
政
府
組
織
を
含
む
全
体
に
妥
当
す
る
「
法
」
の
確
認
や
修
正
と
し
て
の
本
来
の
「
立
法
」
に
よ
っ
て
、
明
示
化
さ
れ
る
。

こ
の
部
分
に
お
い
て
こ
そ
、
民
主
主
義
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

出
典
：
嶋
津
格
『
問
い
と
し
て
の
〈
正
し
さ
〉
―
法
哲
学
の
挑
戦
』
。
た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
一
部
省
略
、
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。 

 

《
語
句
説
明
》
※
１ 

ポ
リ
ス 

都
市
国
家
。 

※
２ 

ポ
リ
テ
イ
ア 

国
の
あ
り
方
。 

※
３ 

デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア 

民
衆
支
配
。
民
権
。 



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
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。 

（
１
）
ア 

退
寺 

 

イ 

胎
児 

 

ウ 

退
治 

 

エ 

対
峙 

（
２
）
ア 

過
程 

 
イ 

仮
定 

 

ウ 

家
庭 

 

エ 

課
程 

（
３
）
ア 

大
体 

 
イ 
代
替 

 

ウ 

大
隊 

 

エ 

大
腿 

（
４
）
ア 

更
生 

 

イ 
校
正 

 

ウ 

公
正 

 

エ 

構
成 

（
５
）
ア 

対
抗 

 

イ 

大
綱 

 

ウ 

対
向 

 

エ 

退
行 

（
６
）
ア 

後
見 

 

イ 

高
検 

 
ウ 

貢
献 

 

エ 

公
権 

 

問
三 

波
線
部
ア
～
エ
の
「
こ
と
」
の
う
ち
、
「
異
」
と
い
う
漢
字
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ
を
一
つ
選

び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
１
）
ア
と
イ 

 

（
２
）
ウ
と
エ 

 

（
３
）
ア
と
エ 

 

（
４
）
イ
と
ウ 

 

問
四 

二
重
傍
線
部
「
世
襲
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

親
か
ら
継
承
し
た
財
産
の
有
無
で
地
位
が
決
ま
る
こ
と
。 

イ 

投
票
に
よ
っ
て
地
位
が
決
ま
る
こ
と
。 

ウ 

地
位
を
子
孫
が
代
々
継
承
す
る
こ
と
。 

エ 

収
入
額
に
よ
っ
て
地
位
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
。 

 

問
五 

〔 

Ａ 

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
語
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

政
治
家 

 

イ 

官
僚 

 

ウ 

国
王 

 

エ 

庶
民 

 

問
六 

〔 

Ｂ 

〕
に
共
通
し
て
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
語
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

消
費 

 

イ 

提
供 

 

ウ 

需
要 

 

エ 

供
給 

 

問
七 

〔 

Ｃ 

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
語
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

そ
れ
ゆ
え
に 

 

イ 

つ
ま
り 

 

ウ 

し
か
し 

 

エ 

あ
る
い
は 

 

問
八 

本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
ポ
リ
ス
か
ら
独
立
の
個
人
と
、
そ
の
権
利
と
自
由
の
思
想
で
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。 

イ 

徳
と
し
て
の
自
由
と
徳
を
備
え
る
人
々
の
民
主
主
義
と
い
う
戦
略
は
、
現
代
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
意
味
を
な
さ
な

く
な
っ
た
。 

ウ 

ア
テ
ナ
イ
の
政
治
マ
ニ
ア
と
市
民
で
は
い
ず
れ
が
人
間
と
し
て
本
質
的
か
、
と
い
う
問
い
に
意
味
が
あ
る
。 

エ 

行
政
の
目
的
や
手
段
の
選
択
に
お
い
て
ど
の
専
門
家
の
意
見
を
聞
く
か
の
決
定
は
、
民
主
主
義
を
通
し
て
国
民
が

行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

問
九 

本
文
中
で
、
筆
者
は
、
国
家
と
い
う
社
交
体
の
中
で
の
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か
。

そ
の
こ
と
を
最
も
具
体
的
に
示
す
一
文
の
最
初
の
五
文
字
を
答
え
な
さ
い
。 

 

 [

国
語
出
題 

以
上] 


