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Ｃ 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
題
15
～
問
題
20
に
答
え
な
さ
い
。 

  

こ
と
ば
は
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
意
味
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
発
言
が
正
し
か
っ
た
り
、
間
違
っ
て
い

た
り
、
適
切
で
あ
っ
た
り
、
不
適
切
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
失
言
め
い
た
こ
と
を
誰
か
が
述
べ
て
、「
え
、

そ
れ
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
」「
あ
、
い
や
ー
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く
て
で
す
ね
」
と
と
き
に
苦
し
い
言

い
訳
を
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
意
味
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。「
意
味
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
意
味
」
と

い
う
語
は
日
常
的
に
か
な
り
頻
繁
に
使
わ
れ
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
「
意
味
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
語
る
も
の
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
含
ま
れ
、
そ

れ
ら
を
統
一
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

神
経
科
学
の
哲
学
者
パ
ト
リ
シ
ア
・
チ
ャ
ー
チ
ラ
ン
ド
は
、「
火
」
と
い
う
語
が
バ
ラ
バ
ラ
の
事
物
に
当

て
は
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、「
火
と
は
何
か
」
と
い
う
理
解
が
時
代
を
経
て
大
き
く
変
化

し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。 

 

素
朴
な
理
解
で
は
、「
火
」
と
は
、
た
き
火
な
ど
光
や
熱
を
出
し
て
い
る
、
触
る
と
火
傷
す
る
よ
う
な
も

の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
太
陽
や
雷
な
ど
、
と
に
か
く
光
っ
て
熱
い
も
の
も
火
の
一
種
だ
と
思
え
る
で
し
ょ

う
。「
太
陽
が
燃
え
て
い
る
」
な
ど
と
言
い
ま
す
ね
。
蛍
の
光
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
蛍
火
」（
ほ
た
る
び

／
け
い
か
）
と
い
う
こ
と
ば
は
相
当
古
く
か
ら
あ
る
よ
う
で
す
し
、
そ
も
そ
も
「
光
」
と
い
う
字
は
人
が

火
を
か
ざ
し
て
い
る
姿
を
描
い
た
も
の
の
よ
う
で
す
。 

 

日
常
的
な
感
覚
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
物
を
「
火
」
で
一
括
り
に
し
て
も
別
に
構
わ
な
い
わ
け
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
、
現
代
の
理
科
教
育
を
受
け
た
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
か
な
り
異
な
っ
た
現
象
で

あ
る
こ
と
も
理
解
し
て
い
ま
す
。「
火
」
と
い
う
も
の
の
本
質 

― 

と
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
な
け

れ
ば
そ
の
も
の
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の 

― 

を
「
酸
化
現
象
」
と
し
て
把
握
す
る
と
、
右
に

あ
げ
た
も
の
だ
と
、
た
き
火
だ
け
が
酸
化
を
起
こ
し
て
お
り
、
太
陽
の
光
は
核
分
裂
、
蛍
の
光
は
酵
素
に

よ
る
化
学
現
象
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
む
し
ろ
、
金
属
の
サ
ビ
の
よ
う
な
、
ゆ
っ
く
り
と

し
た
酸
化
現
象
を
「
火
」
に
含
め
て
も
よ
い
わ
け
で
す
。 

 

ま
と
め
る
と
、
日
常
的
に
私
た
ち
は
「
火
」
と
い
う
こ
と
ば
で
か
な
り
バ
ラ
バ
ラ
の
事
物
を
指
し
示
し

ま
す
。
そ
し
て
、
厳
密
に
学
問
を
す
る
よ
う
な
場
面
で
は
、
線
引
き
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
こ
こ
か
ら
こ

こ
ま
で
の
現
象
を
「
火
」
と
し
ま
す
、
と
決
め
て
も
い
い
わ
け
で
す
。 

 

(ア)

「
意
味
」
に
関
し
て
も
同
様
で
す
。
夏
目
漱
石
の
『
三
四
郎
』
で
は
、
主
人
公
の
三
四
郎
が
、
ヒ
ロ

イ
ン
の
美
禰
子
の
二
重
ま
ぶ
た
に
意
味
を
見
つ
け
ま
す
。
ま
た
そ
の
意
味
の
う
ち
に
は
「
霊
の
疲
れ
」
と

「
肉
の
弛
み
」
を
認
め
ま
す
。
味
わ
い
深
い
で
す
が
、
激
し
い
酸
化
（
燃
焼
）
の
専
門
家
が
オ
ー
ロ
ラ
や

蛍
火
の
仕
組
み
に
つ
い
て
語
ら
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
、
言
語
を
探
求
す
る
私
た
ち
が
「
意
味
」
で
示
さ

れ
る
も
の
ご
と
す
べ
て
に
つ
い
て
語
ら
な
く
て
も
よ
い
わ
け
で
す
。 

 

「
意
味
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
た
い
わ
け
で
す
が
、
そ
の
答
え
方
は
複
数
あ
る
よ
う
に
思
わ
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れ
ま
す
。
あ
る
い
は
、
そ
の
問
い
に
は
、
複
数
の
解
釈
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。「
～
と
は
何
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
そ
の
答
え
の
方
針
の
よ
う
な
も
の
は
単
一
で
は
な
く
、
私

た
ち
は
臨
機
応
変
に
答
え
方
を
変
え
て
い
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、「C

D
と
は
何
か
」
と
聞
か
れ
た
と
き
、「
あ
あ
、
こ
れ
で
す
よ
、
こ
の
円
盤
状
の
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
の
こ
と
で
す
よ
」
と
物
体
を
差
し
出
す
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、「
あ
あ
、
昔
そ
う
い
う

キＡ 

カ
ク
が
あ
っ
て
で
す
ね
、
音
楽
デ
ー
タ
を
再
生
す
る
た
め
の
も
の
で
す
よ
」
と
答
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。 

 

前
者
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
・
デ
ィ
ス
ク
と
は
一
体
何
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
説

明
し
て
お
り
、
後
者
は
、
コ
ン
パ
ク
ト
・
デ
ィ
ス
ク
と
は
一
体
何
の
た
め
の
も
の
か
、
そ
の
役
割
や
機
能

を
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

ど
ち
ら
が
よ
り
適
切
な
、
よ
り
よ
い
答
え
な
の
か
は
、
そ
の
時
々
の
場
面
次
第
で
す
。
「C

D

」
が
音
楽

メ
デ
ィ
ア
だ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
何
な
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
若
い
人
に
対
し
て
は
、
前
者
の

よ
う
な
答
え
を
出
す
の
が
適
切
な
場
合
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

 

「
～
と
は
何
か
」
と
い
う
形
式
の
問
い
に
対
す
る
答
え
方
は
他
に
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
以
下

で
は
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
ど
う
い
う
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
の
か
、
触
っ
た
り
で
き
る
物
体

な
の
か
、
そ
れ
と
も
触
っ
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
答
え
方
を
「
存

在
論
的
な
答
え
」、
そ
れ
は
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
の
か
、
ど
う
い
う
仕
組
み
で
働
く
の
か
、
と
い
っ
た
こ

と
を
説
明
す
る
答
え
方
を
「
機
能
的
な
答
え
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
、ど
う
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
る
か
が
、ど
う
い
う
存
在
か
に
依
存
す
る
と
き
も
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
二
つ
の
答
え
方
は
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
が
、「
意
味
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
議
論
す
る
際

に
は
、
存
在
論
的
な
答
え
を
出
し
た
い
の
か
、
機
能
的
な
答
え
を
出
し
た
い
の
か
、
ど
ち
ら
か
は
っ
き
り

さ
せ
た
方
が
議
論
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
。 

 

「
意
味
と
は
～
で
す
」
と
、
意
味
が
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
特
徴
づ
け
る
立
場
は
、
大
き
く

外
在
主
義
と
内
在
主
義
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
で
の
「
外
」
と
「
内
」
は
、
人
間
の
心
／
頭

の
外
と
内
を
指
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
意
味
の
外
在
主
義
者
は
心
の
外
に
意
味
が
存
在
す
る
と
考
え
、
内
在

主
義
者
は
心
の
中
に
意
味
が
存
在
す
る
と
考
え
ま
す
。 

 

外
在
主
義
者
は
、
意
味
を
具
体
的
あ
る
い
は
抽
象
的
な
事
物
の
一
種
と
み
な
し
、
内
在
主
義
者
は
、
意

味
を
心
の
働
き
の
イ
ッ

 

Ｂ

カ
ン
と
み
な
し
ま
す
。
伝
統
的
に
、
哲
学
者
の
間
で
は
前
者
の
考
え
方
が
優
勢
で
、

言
語
学
者
の
間
で
は
後
者
の
考
え
方
が
優
勢
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

 

ま
ず
外
在
主
義
的
な
意
味
の
と
ら
え
方
を
見
て
み
ま
す
。（
１
）
と
誰
か
が
誰
か
に
す
ご
ん
だ
と
き
、
そ

の
中
に
出
て
く
る
単
語
「
て
め
え
」
の
意
味
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
１
）
て
め
え
ぶ
ん
殴
っ
て
や
る
。 

  

外
在
主
義
に
よ
る
と
、「
て
め
え
」
の
意
味
と
は
そ
の
発
話
の
聞
き
手
と
な
っ
て
い
る
人
物
そ
の
も
の
と
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な
り
ま
す
。
確
か
に
、
話
者
が
殴
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
人
物
で
あ
っ
て
、
頭
の
中
に
あ
る
人
物
に

つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
１
）
は
、「
わ
た
し
が
心
に
浮
か
べ
た
あ
な
た
の
イ
メ
ー

ジ
を
こ
れ
か
ら
殴
り
ま
す
ね
、
お
ほ
ほ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
伝
え
た
い
わ
け
で
は
な
く
、
聞
き
手
の

身
体
に
危
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
し
て
お
り
、
聞
き
手
は
実
際
に
回
避
行
動
を
と
る
な
ど
、
何
ら
か
の
対

処
が
必
要
で
し
ょ
う
。
身
体
な
ど
、
頭
の
外
に
あ
る
も
の
が
意
味
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

言
い
換
え
る
と
、
外
在
主
義
に
お
け
る
意
味
と
は
「
指
示
」
あ
る
い
は
「
指
示
対
象
」
だ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。「
て
め
え
」
に
よ
っ
て
、
話
者
は
人
物
を
指
し
示
し
て
い
ま
す
。
指
し
示
さ
れ
た
人
や
も

の
を
「
指
示
」(

あ
る
い
は
「
指
示
対
象
」)

と
呼
ぶ
と
す
る
と
、「
て
め
え
」
と
い
っ
た
語
の
意
味
は
そ
の

指
示
と
な
り
ま
す
。
意
味
に
つ
い
て
の
外
在
主
義
は
「
指
示
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

外
在
主
義
は
文
の
レ
ベ
ル
へ
も
Ｃ

カ
ク

 

Ｃ

チ
ョ
ウ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
２
）
と
誰
か
が
吐
き
捨
て
た

と
き
、
そ
の
発
話
全
体
の
意
味
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
２
）
和
泉
は
偽
善
者
だ
。 

 

（
２
）
の
部
分
で
あ
る
「
和
泉
」
の
意
味
／
指
示
は
和
泉
そ
の
人
で
し
ょ
う
。
「
偽
善
者
だ
」
の
部
分
は
、

世
の
偽
善
者
た
ち
が
共
通
し
て
持
つ
性
質
を
指
示
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
は
っ
き
り
と
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
偽
善
者
で
あ
る
と
い
う
性
質
は
、「
何
ら
か
の
正
し
い
理
念
を
明
確
に
支
持
し
て
お
き
な

が
ら
、
そ
れ
に
違
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
頻
繁
に
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
外
在

主
義
的
な
立
場
の
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
た
人
物
や
性
質
を
組
み
合
わ
せ
た
「
ラ
ッ
セ
ル
的
命
題
」
が
文
の

意
味
だ
と
い
う
も
の
で
す
。
文
の
部
分
で
あ
る
「
和
泉
」
と
「
偽
善
者
だ
」
の
意
味
、
つ
ま
り
和
泉
そ
の

人
と
偽
善
者
で
あ
る
と
い
う
性
質
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
特
殊
な
も
の
が
、「
和
泉
」
と
「
偽
善
者
だ
」
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
（
２
）
の
意
味
と
な
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
が
、

若
い
時
に
提
出
し
た
ア
イ
デ
ア
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
。 

 

「
命
題
」
と
い
う
用
語
は
、
伝
統
的
に
、
推
論
を
研
究
す
る
論
理
学
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
て

使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
推
論
と
は
「
み
ん
な
偽
善
者
だ
。
和
泉
も
み
ん
な
の
一
人
だ
。
だ
か
ら
、
和
泉
は

偽
善
者
だ
」
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
て
も
ら
え
ば
結
構
で
す
。
こ
の
推
論
に
登
場
す
る
（
２
）
の
よ
う

な
平
叙
文
そ
れ
ぞ
れ
を
命
題
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
平
叙
文
が
表
す
意
味
を
命
題
と
み
な
す
こ

と
も
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
推
論
は
、
正
し
い
／
真
で
あ
る
前
提
か
ら
、
正
し
い
／
真
で
あ
る
結
論
を

導
く
た
め
の
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
推
論
に
登
場
す
る
命
題
の
基
本
的
な
性
質
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
命

題
は
真
偽
の
評
価
が
可
能
だ
、
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
命
題
は
正
し
か
っ
た
り
間
違
っ
て
い
た
り
す

る
、
あ
る
い
は
、
平
叙
文
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
、
私
た
ち
は
実
際
の
状
況
を
踏
ま
え
て
そ
れ
を
真
だ
と

思
っ
た
り
、
偽
だ
と
思
っ
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

ラ
ッ
セ
ル
的
命
題
も
、
真
偽
の
評
価
が
可
能
で
す
。（
２
）
が
表
す
命
題
は
、
和
泉
が
実
際
に
偽
善
者
の

性
質
を
発
揮
し
て
い
れ
ば
、
真
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
偽
と
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
と
い
う

こ
と
は
、
命
題
の
構
成
要
素
の
多
く
は
具
体
的
な
人
や
も
の
で
す
が
、
命
題
そ
の
も
の
は
具
体
的
な
事
実
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や
出
来
事
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。（
２
）
が
表
す
命
題
が
事
実
そ
の
も
の
な
ら
、
命
題
が

表
さ
れ
た
時
点
で
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
否
定
さ
せ
て
く
だ
さ

い
）
。
命
題
の
構
成
要
素
で
あ
る
人
物
は
、
当
然
見
た
り
触
っ
た
り
で
き
ま
す
が
、
命
題
そ
の
も
の
は
抽
象

的
な
何
か
で
、
見
た
り
触
っ
た
り
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

意
味
に
つ
い
て
の
ラ
ッ
セ
ル
的
外
在
主
義
を
ま
と
め
る
と
、
単
語
は
具
体
的
な
人
物
や
性
質
な
ど
を
意

味
と
し
て
表
し
、
文
は
、
そ
う
し
た
人
物
や
性
質
な
ど
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、
抽
象
的
命
題
を
意
味
と
し

て
表
し
ま
す
。「
て
め
え
」
な
ど
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
と
て
も
素
直
で
分
か
り
や
す
い
考
え
方
の
よ
う
に

思
え
ま
す
が
、文
全
体
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
出
す
と
、急
に
文
字
通
り
抽
象
的
な
話
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

 

こ
と
ば
の
意
味
を
そ
の
指
示
対
象
と
同
一
視
す
る
、
外
在
主
義
的
な
立
場
を
採
用
す
る
ひ
と
つ
の
大
き

な
利
点
は
、

(イ)

そ
れ
に
よ
り
言
語
の
公
共
性
を
直
接
的
に
担
保
で
き
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
特
に
フ

レ
ー
ゲ
や
ラ
ッ
セ
ル
と
い
っ
た
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
活
躍
し
た
言
語
哲
学
者
た
ち
は
、

数
学
や
経
験
科
学
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
言
語
哲
学
に
取
り
組
み
ま
し
た
。「
す
べ
て
の
自
然
数
に
は
後
続

す
る
自
然
数
が
あ
る
」
と
い
っ
た
文
の
正
し
さ
を
い
か
に
し
て
証
明
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
関
心

が
あ
っ
た
の
で
す
。 

 

も
し
、文
の
意
味
が
客
観
的
な
指
示
対
象
な
ら
ば
、「
す
べ
て
の
自
然
数
に
は
後
続
す
る
自
然
数
が
あ
る
」

「
い
や
、
違
う
」
な
ど
と
数
学
者
同
士
が
議
論
を
し
て
い
る
と
き
、
そ
う
し
た
発
言
の
内
容
が
噛
み
合
っ

て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
自
然
数
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
、
そ
の
特
徴
に
つ
い

て
議
論
し
て
い
る
の
で
す
。
意
味
の
外
在
主
義
と
は
、
言
語
の
公
共
性
を
説
明
す
る
た
め
に
、
言
語
の
意

味
そ
の
も
の
が
公
共
的
そ
し
て
客
観
的
な
も
の
だ
と
す
る
発
想
な
の
で
す
。 

 

一
方
、
文
の
意
味
が
た
と
え
ば
個
人
の
心
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
数
に
つ
い
て
の
議
論
な

ど
と
い
う
公
共
的
な
作
業
は
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
然
数
」
と
い
う
語
が
心
に
喚
起

す
る
イ
メ
ー
ジ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
（
私
は
中
学
校
か
高
校
の
教
室
を
な
ん
と
な
く
思
い
出
し
ま
す

が
、
み
な
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
？
）。
し
か
し
、
数
学
を
し
て
い
る
と
き
、
私
は
私
の
「
自
然
数
」
に
つ
い

て
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
語
り
た
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。 

 
 
 Ⅰ

  
 

、
意
味
の
外
在
主
義
か
ら
た
だ
ち
に
導
か
れ
る
ひ
と
つ
の
帰
結
は
、
こ
と
ば
の
意
味
の
詳
細

に
つ
い
て
、
話
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
そ
の
よ
う
な
意
味
で

申
し
上
げ
た
つ
も
り
は
な
い
」「
そ
の
よ
う
な
意
味
で
と
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て

申
し
訳
な
い
」な
ど
と
い
っ
た
、謝
罪
に
も
な
ら
な
い
言
い
訳
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
が
ど
う
し
て
謝
罪
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
と
、
こ
と
ば
の
意
味 

― 

ど
の
語
句
が
何
を
指

示
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と 

― 

は
公
共
的
で
客
観
的
な
事
実
で
あ
り
、
個
人
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

る
出
来
事
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
意
味
が
心
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
話
者
に
意
味
が
何
か
を
教
え
て
も

ら
う
筋
合
い
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ル
ー
ツ
サ
ン
ド
を
買
っ
て
き
て
食
べ
る
と
き
、
そ
れ
が
お
い
し
い
か

ど
う
か
は
、
そ
の
フ
ル
ー
ツ
サ
ン
ド
自
体
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
フ
ル
ー
ツ
サ
ン
ド
職
人
の
心
意
気
、
深



 

‐
十
二
‐ 

層
意
識
に
つ
い
て
延
々
と
語
ら
れ
て
も
困
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
同
じ
よ
う
に
、
誰
か
が
も
し
「
不
適

切
」
な
発
言
を
し
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
表
現
さ
れ
た  

 Ⅱ
  

 

内
容
が
不
適
切
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
発
言
者
の
深
層
心
理
や
生
い
立
ち
な
ど
が
出
る
幕
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
だ
け
崇
高
な

心
意
気
と
と
も
に
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
い
フ
ル
ー
ツ
サ
ン
ド
は
ま
ず
い
の
で
す
。 

 

（
和
泉
悠
『
悪
い
言
語
哲
学
入
門
』
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
。 

 

① 

Ａ 

規 
 
 

Ｂ 

環 
 
 

Ｃ 

張 

② 

Ａ 

規 
 
 

Ｂ 

環 
 
 

Ｃ 

徴 

③ 

Ａ 

規 
 
 

Ｂ 

貫 
 
 

Ｃ 

張 

④ 

Ａ 

期 
 
 

Ｂ 

間 
 
 

Ｃ 

徴 

⑤ 

Ａ 

機 
 
 

Ｂ 

貫 
 
 

Ｃ 

張 

 

 

問
題
16 

傍
線
部
(ア)
「
「
意
味
」
に
関
し
て
も
同
様
で
す
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

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
。 

 

① 

わ
れ
わ
れ
が
普
段
使
用
す
る
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
は
曖
昧
で
は
っ
き
り
定
義
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
厳
密
な
学
問
で
は
き
ち
ん
と
し
た
定
義
か
ら
出
発
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

我
々
が
使
用
し
て
い
る
意
味
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
な
の
で
、
厳
密
な
学
問
で
は
そ
う
し
た

複
数
の
意
味
を
一
つ
に
ま
と
め
て
使
う
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

③ 

火
の
本
質
が
酸
化
現
象
で
あ
る
よ
う
に
、「
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
も
の
に
も
そ
の
本
質

が
あ
り
、
学
問
で
は
そ
う
し
た
本
質
に
基
づ
い
て
言
葉
を
使
用
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。 

④ 

「
意
味
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
る
も
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
が
、
言
語
を
探
求

す
る
学
問
で
は
、「
意
味
」
と
い
う
こ
と
で
話
を
限
定
し
て
論
じ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

「
火
」
で
一
括
り
に
し
て
い
る
も
の
が
か
な
り
異
な
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る

よ
う
に
、「
意
味
」
に
関
し
て
も
異
な
る
現
象
が
指
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
。 

   

 
 



 

‐
十
三
‐ 

問
題
17 

傍
線
部
(イ)
「
そ
れ
に
よ
り
言
語
の
公
共
性
を
直
接
的
に
担
保
で
き
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、

そ
の
理
由
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
。 

 

① 

数
学
に
お
け
る
「
自
然
数
」
の
よ
う
な
言
葉
は
そ
の
指
示
対
象
と
同
一
で
あ
り
、
数
学
に
お

け
る
議
論
で
き
ち
ん
と
話
が
噛
み
合
う
の
は
言
語
の
公
共
性
が
自
ず
と
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
。 

② 

外
在
主
義
的
な
立
場
で
は
、
単
語
は
具
体
的
な
人
物
や
性
質
を
意
味
と
し
て
表
す
も
の
の
、

文
は
そ
う
し
た
人
物
や
性
質
か
ら
な
る
抽
象
的
命
題
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。 

③ 

ラ
ッ
セ
ル
的
外
在
主
義
の
場
合
、
ラ
ッ
セ
ル
的
命
題
は
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
具
体
的
な
事
実
や
出
来
事
で
あ
る
が
、
構
成
要
素
は
抽
象
的
な
何
か
で
あ
る
か
ら
。 

④ 

外
在
主
義
に
立
つ
と
、
数
学
者
同
士
の
議
論
に
お
け
る
「
す
べ
て
の
自
然
数
に
は
後
続
す
る

自
然
数
が
あ
る
」
と
い
う
文
の
正
し
さ
を
直
接
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。 

⑤ 

こ
と
ば
の
意
味
が
客
観
的
な
指
示
対
象
で
あ
れ
ば
、
言
葉
の
意
味
そ
の
も
の
が
公
共
的
で
あ

る
こ
と
に
な
り
、
言
葉
を
用
い
た
作
業
が
公
共
的
な
作
業
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。 

  

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
。 

 

① 

と
こ
ろ
が 

② 

そ
れ
ゆ
え 

③ 

さ
ら
に 

④ 

た
と
え
ば 

⑤ 

つ
ま
り 

  

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
。 

 

① 

公
共
的 

② 

主
観
的 

③ 

心
理
的 

④ 

抽
象
的 

⑤ 

論
理
的 

   
 



 

‐
十
四
‐ 

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
。 

 

① 

あ
る
神
経
科
学
の
哲
学
者
は
、「
火
」
と
い
う
語
が
バ
ラ
バ
ラ
の
事
物
に
当
て
は
め
ら
れ
て
き

た
こ
と
、「
火
と
は
何
か
」
と
い
う
理
解
が
時
代
を
経
て
大
き
く
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
厳
密
な
学
問
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
現
象
が
火
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

② 

「
～
と
は
何
か
」
と
い
う
形
式
の
問
い
へ
の
答
え
は
、
そ
も
そ
も
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

説
明
す
る
「
存
在
論
的
な
答
え
」
と
ど
ん
な
役
割
を
果
た
す
か
を
説
明
す
る
「
機
能
的
な
答
え
」

の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
。 

③ 

外
在
主
義
に
お
け
る
意
味
と
は
、
発
話
者
の
頭
の
中
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
指
示
や
指

示
対
象
の
こ
と
な
の
で
、
哲
学
者
の
間
で
は
外
在
主
義
的
な
意
味
の
理
解
の
方
が
意
味
を
心
の

働
き
と
す
る
内
在
主
義
よ
り
優
勢
で
あ
っ
た
。 

④ 

「
命
題
」
と
い
う
用
語
は
も
と
も
と
推
論
を
研
究
す
る
論
理
学
の
言
葉
で
あ
る
。
推
論
は
、

真
で
あ
る
前
提
か
ら
真
で
あ
る
結
論
を
導
く
た
め
の
も
の
で
、
推
論
に
登
場
す
る
命
題
の
基
本

的
な
性
質
の
一
つ
に
、
真
偽
の
評
価
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。 

⑤ 

「
そ
の
よ
う
な
意
味
で
申
し
上
げ
た
つ
も
り
は
な
い
」
な
ど
が
謝
罪
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、

言
葉
の
意
味
が
公
共
的
で
客
観
的
な
事
実
で
あ
り
、
個
人
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
謝
罪
者
が
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。 


