
‐
十
‐

Ｃ 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
題
15
～
問
題
20
に
答
え
な
さ
い
。
（
配
点
五
十
） 

精
神
医
学
の
ケ
ン

Ａ

イ
と
言
わ
れ
て
い
る
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
（
一
九
一
四
）
が
か
つ
て
日
本
を

お
と
ず
れ
、
現
象
学
に
つ
い
て
講
演
を
し
ま
し
た
。
と
て
も
分
か
り
や
す
く
現
象
学
を
解
説
し
て
い
る
と

い
う
の
で
話
題
に
な
り
、
本
に
も
な
り
ま
し
た
。『
現
象
学
の
発
見
』
と
い
う
本
で
す
。
少
し
紹
介
し
て
み

ま
す
。

 

現
象
学
と
は
ど
う
い
う
方
法
で
あ
る
か
、
で
き
る
だ
け
わ
れ
わ
れ
の
実
感
に
即
し
て
理
解
し
た
ほ
う
が

よ
い
し
、
ま
た
そ
う
で
き
る
。
ま
ず
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
あ
る
「
時
代
や
人
々
の
世
界
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
現
象
学
の
原
理
で
す
」、
そ
う
彼
は
言
い
、
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
ま
す
。

 

子
供
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
る
。
台
所
が
あ
っ
て
す
み
っ
こ
に
は
犬
が
い
た
。
い
た
ず
ら
を
し

て
テ
ー
ブ
ル
に
隠
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
客
が
入
っ
て
き
て
、
テ
ー
ブ
ル
の
下
で
が
ま
ん
し
て

動
か
ず
に
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
手
足
が
痛
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
い
ま
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ん
な
記
憶
を
誰
で
も
も
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
子
供
の
生
活
を
理
解
し
よ
う
と

思
え
ば
、
そ
う
い
う
子
供
の
〝
世
界
″
を
あ
り
あ
り
と
取
り
戻
し
、
そ
の

(ア)
世
界
を
内
的
に

、
、
、
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
現
象
学
の
要
で
、
つ
ま
り
、「
現
象
学
者
は
、
人
間
が
そ
こ
に
住
ん
で

い
る
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
す
」。

な
る
ほ
ど
、
た
い
へ
ん
分
か
り
や
す
い
説
明
で
す
。
も
う
一
つ
彼
の
説
明
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
セ
ザ
ン

ヌ
に
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
ワ
イ
ン
、
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
、
果
物
な
ど
が
描
か
れ
た
有
名
な
静
物
の
絵
が
あ
る
。

ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
の
口
を
注
意
し
て
見
る
と
、
絵
は
全
体
を
テ
ー
ブ
ル
の
斜
め
上
か
ら
眺
め
た
も
の
な
の
で

ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
の
口
は
楕
円
で
な
く
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
セ
ザ
ン
ヌ
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
円
に
近
い

形
で
描
い
て
い
る
。
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
の
コ
ル
ク
の
頭
も
同
じ
で
、
楕
円
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
円
形
に
描

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
光
学
的
な
事
実
を
無
視
し
て
、
わ
れ
わ
れ
（
の
心
）
に
事
物
が

ど
う
見
え
て
い
る
か
を
描
い
て
い
る
。
世
界
を
客
観
的
な
視
点
で
見
る
の
と
、
わ
れ
わ
れ
の
心
が
世
界
を

ど
う
見
て
い
る
か
は
じ
つ
は
違
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
ど
う
見
、
ど
の
よ
う
に
世
界
を
生
き
て

い
る
か
、
そ
れ
を
発
見
し
直
し
理
解
し
直
す
の
が
現
象
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
す
。
そ
ん
な
具
合
に
ヴ
ァ
ン
・

デ
ン
・
ベ
ル
ク
は
言
い
ま
す
。

こ
れ
も
、
な
る
ほ
ど
「
現
象
学
」
っ
て
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、
と
思
わ
せ
る
言
い
方
で
す
。
し

か
し
、
こ
れ
で
す
っ
か
り
納
得
さ
れ
る
と
困
る
の
で
、
わ
た
し
か
ら
言
う
と
こ
れ
で
は
あ
ん
ま
り
噛か

み
砕

き
す
ぎ
な
の
で
す
（
笑
）。
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
の
説
明
を
も
う
少
し
現
象
学
的

、
、
、
、
観
点
に
即
し
て
言
い

か
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
誰
で
も
、
基
本
的
に
二
重
の
観
点
（
視
線
）
を
も
っ
て
い
ま
す
。
簡
潔
に
言
え
ば
「
自

分
か
ら
の
観
点
」
と
「
客
観
的
な
観
点
」
で
す
。
こ
れ
は
人
間
の
観
点
が
本
質
的
に
自
己
対
象
化
的
観
点

で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
原
理
的
な
必
然
性
で
す
。
一
方
で
わ
れ
わ
れ
は
と
こ
と
ん
「
自
分
の
世
界
」
の
中

に
〝
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
〟
。
誰
も
「
自
分
の
生
」
と
い
う
世
界
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
こ



‐
十
一
‐

れ
を
パ
タ
イ
ユ
は
実
存
の
孤
独
と
呼
び
ま
し
た
）。
し
か
し
も
う
一
方
で
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
視
線
か
ら

距
離
を
取
り
、
自
分
と
世
界
全
体
を
一
つ
の
客
観
的
な
関
係
と
し
て
眺
め
る
視
線
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
対
象
化
す
る
視
線
は
、
人
間
の
観
念
の
本
性
的
能
力
で
誰
で
も
そ
な
え
て
い
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
「
実

存
の
世
界
視
線
」
と
「
客
観
化
の
世
界
視
線
」
の
二
重
性
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
の
世
界
像
の
基
礎
を
な

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

 

は
じ
め
に
こ
う
い
う
前
提
を
置
い
て
お
く
と
、
次
の
説
明
に
進
め
ま
す
。
現
象
学
の
方
法
は
、
ま
ず
、

わ
れ
わ
れ
の
「
客
観
的
な
世
界
視
線
」
を
い
っ
た
ん
エ
ポ
ケ
ー
（
判
断
停
止
）
し
ま
す
。
つ
ま
り
「
実
存

的
な
世
界
視
線
」
だ
け
を
残
す
よ
う
な
視
線
変
更
を
行
な
う
の
で
す
。
こ
れ
が
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク

が
言
っ
て
い
る
「
生
き
ら
れ
た
世
界
の
内
部
へ
入
り
こ
む
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
す
。
し
か
し
、
な
に

よ
り
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
視
線
変
更
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
目
的
、
展
望
、

射
程
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
は
例
外
な
く

こ
こ
で
つ
ま
ず
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

(イ)
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
例

外
で
は
な
い
の
で
す
。

 

は
じ
め
に
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
の
現
象
学
解
説
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ

数
十
年
間
、
わ
れ
わ
れ
が
現
象
学
理
解
を
や
り
直
そ
う
と
試
み
る
ま
で
は
、
現
象
学
を
支
持
す
る
立
場
の

人
に
と
っ
て
さ
え
現
象
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
適
切
に
つ
か
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
ジ

Ｂ

タ
イ
を
よ
く
象
徴
し

て
い
る
か
ら
で
す
。

 

一
般
の
現
象
学
の
解
説
書
を
見
る
と
は
っ
き
り
し
た
定
型
が
あ
り
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
は
じ
め
数

学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
問
題
か
ら
出
発
し
、
つ
ぎ
に
論
理
学
に
お
い
て
、
言
語
と
「
意
味
」
の
問
題
で
膨

大
な
議
論
を
行
な
い
ま
す
（「
論
理
学
研
究
』
の
時
代
）。
そ
れ
か
ら
「
現
象
学
的
還
元
」
の
概
念
を
打
ち

出
し
こ
れ
を
解
説
す
る
『
イ
デ
ー
ン
』
の
時
期
に
な
り
、
他
我
の
問
題
や
発
生
的
現
象
学
を
論
じ
た
『
デ

カ
ル
ト
的
省
察
』、
そ
し
て
晩
年
の
近
代
合
理
主
義
的
世
界
観
の
成
立
を
説
い
た
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危

機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
へ
と
い
た
り
ま
す
。

 

そ
こ
で
、
一
般
的
定
型
は
こ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
現
象
学
と
は
何
か
を
解
説
す
る
。
ほ
と
ん

ど
の
人
が
、
あ
の
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
の
よ
う
に
、
現
象
学
は
、
い
わ
ば
「 

Ⅰ 

」
に
現
わ
れ

て
い
る
世
界
を
〝
超
え
出
て
〟
「
わ
れ
わ
れ
に
見
え
て
い
る
世
界
」
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
の
だ
、
と
言

い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ー
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
自
明
に
な
り
す
ぎ
て

い
る
「
世
界
」
の
あ
り
方
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
現
わ
れ
出
て
い
る
〝
理
由
〟
を
カ
イ

Ｃ

メ
イ
す

る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
に
「
世
界
の
意
味
」
を
深
く
教
え
る
の
が
現
象
学
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
を
言
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
い
ま
言
っ
た
現
象
学
の
進
み
行
き
の
さ
ま
ざ
ま
な
細
か
な
議
論
の
一
般
説
を
解
説
し
て

ゆ
く
。
そ
し
て
最
後
に
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
近
代
の
二
元
論
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
大
き
な
努
力
を
行

な
っ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
厳
密
な
基
礎
づ
け
」
と
い
う
試
み
は
や
は
り
不
可
能
だ
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
、
と
い
っ
た
ど
こ
に
で
も
あ
ふ
れ
で
い
る
コ
メ
ン
ト
で
最
後
の
締
め
く
く
り
を
つ
け
る
。
だ
い
た
い

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。



‐
十
二
‐

 
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
見
解
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
と
は
は
っ
き
り
違
い
ま
す
。
な
に
よ
り
重
要
な
の
は
、

現
象
学
理
解
の
ズ
レ
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
現
代
の
哲
学
者
が
近
代
哲
学
の
「
観
念
論
」
と
い
う
方
法
の

意
義
を
十
分
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る

恐
る
べ
き
誤
解
が
如
実
に
示
す
と
こ
ろ
で
す
。
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
人
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
近
代
的

な
「
主
観-

客
観
」
二
元
論
の
観
念
論
的
克
服
の
試
み
で
あ
る
、
と
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
は
十
分
で
は
な
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
つ
い
に
「
観
念
論
」
の
限
界
を
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

 

わ
れ
わ
れ
の
考
え
は
こ
う
で
す
。
近
代
哲
学
の
方
法
が
「
観
念
論
」
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
の
は
、
近

代
の
最
大
の
問
題
が
「
認
識
の
可
能
性
の
原
理
」
と
い
う
こ
と
に
定
位
し
て
い
た
か
ら
で
、
そ
こ
に
は
必

然
性
が
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
こ
と
を
深
く
自
覚
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
近
代
哲
学
の
「
観
念

論
」
の
方
法
の
意
義
と
限
界
を
と
こ
と
ん
追
い
つ
め
て
、
哲
学
の
よ
り
深
い
方
法
原
理
と
し
て
鍛
え
直
し

た
。
こ
の
こ
と
で
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
の
方
法
原
理
と
し
て
最
高

の
境
位
を
保
っ
て
い
る
。 

Ⅱ 

、
哲
学
の
方
法
を
さ
ら
に
展
開
す
る
に
は
、
現
象
学
の
方
法
の
本
質

を
正
し
く
捉
え
直
し
こ
こ
を
新
し
い
始
発
点
と
す
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
考
え
で
す
。

（
竹
田
青
嗣
『
現
象
学
は
〈
思
考
の
原
理
〉
で
あ
る
』
よ
り
）

問
題
15

傍
線
部
Ａ
～
Ｃ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
た
場
合
、
正
し
い
組
合
せ
と
し
て
、
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（
配
点
六
）

①

Ａ 

威

Ｂ 

帯 

Ｃ 

名

②

Ａ 

威

Ｂ 

態 

Ｃ 

明

③

Ａ 

意

Ｂ 

態 

Ｃ 

迷 

④

Ａ 

位

Ｂ 

待 

Ｃ 

名

⑤

Ａ 

意

Ｂ 

帯 

Ｃ 

明



‐
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問
題
16

傍
線
部
(ア)
「
世
界
を
内
的
に
理
解
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（
配
点
十
）

①

昔
の
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
出
し
て
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
。

②

人
間
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
世
界
を
客
観
的
に
理
解
す
る
こ
と
。

③

人
間
が
世
界
の
奥
に
潜
ん
で
い
る
本
質
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
。

④

わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
記
憶
を
頼
り
に
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
。

⑤

わ
れ
わ
れ
の
心
が
世
界
を
ど
う
見
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
。

問
題
17

傍
線
部
(イ)
「
ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
例
外
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（
配
点
十
）

①

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
、
客
観
的
な
世
界
視
線
か
ら
実
存
的
な
世
界
視
線
へ
の
視
線
変

更
の
必
要
性
と
目
的
を
説
明
で
き
て
い
な
い
。

②

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
、
現
象
学
の
方
法
が
わ
れ
わ
れ
の
客
観
的
な
世
界
視
線
を
判
断

停
止
す
る
事
に
あ
る
と
い
う
点
を
見
逃
し
て
い
る
。・

③

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
、
生
き
ら
れ
た
世
界
の
内
部
に
入
り
込
む
と
い
う
こ
と
の
具
体

的
内
実
を
説
明
で
き
て
い
な
い
。

④

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
、
実
存
の
世
界
視
線
と
客
観
化
の
世
界
視
線
の
二
重
性
が
人
間

の
世
界
像
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
い
。

⑤

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
も
、
現
象
学
の
方
法
が
わ
れ
わ
れ
の
客
観
的
な
世
界
視
線
だ
け
を

残
す
よ
う
な
視
線
変
更
を
行
う
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
。

問
題
18 

空
欄 

Ⅰ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（
配
点
七
）

①

一
般
的

②

必
然
的

③

主
観
的

④

客
観
的

⑤

創
造
的



‐
十
四
‐

問
題
19 

空
欄 

Ⅱ 

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。（
配
点
七
）

①

と
こ
ろ
が

②

だ
か
ら

③

さ
ら
に

④

た
と
え
ば

⑤

ま
た

問
題
20

問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。（
配
点
十
）

①

ヴ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
ク
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
学
者
は
人
間
が
そ
こ
に
住
ん
で
い

る
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
現
象
学
の
要
の
部
分
を
体
得
す
る

た
め
に
は
子
供
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
す
必
要
が
あ
る
。

②

セ
ザ
ン
ヌ
は
静
物
の
絵
を
描
く
際
に
、
光
学
的
な
事
実
を
無
視
し
て
、
世
界
を
客
観
的
な
視

点
で
は
な
く
実
在
的
な
視
点
で
見
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
現
象
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
捉
え
た
先

駆
者
だ
と
い
え
る
。

③

自
分
か
ら
の
観
点
と
客
観
的
な
観
点
は
誰
で
も
基
本
的
に
持
っ
て
い
る
二
重
の
観
点
で
あ
る

が
、
客
観
的
な
観
点
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
と
、
自
分
の
世
界
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
自
分

の
生
と
い
う
世
界
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
る
。 

④

現
象
学
の
一
般
的
定
型
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
自
明
に
な
り
す
ぎ
て
い
る
世
界
の

あ
り
方
を
、
客
観
的
か
つ
厳
密
に
基
礎
づ
け
、
世
界
の
意
味
を
深
く
教
え
る
の
が
現
象
学
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

⑤

近
代
哲
学
の
方
法
が
観
念
論
と
い
う
方
法
を
取
っ
た
の
は
、
近
代
の
最
大
の
問
題
が
認
識
の

可
能
性
の
原
理
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
こ
の
点
の
深

い
自
覚
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
。




