
 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

                                         

 

問
１ 

―
線
部
「
小
説
」
を
書
く
た
め
に
、
筆
者
は
何
を
持
つ 

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
文
章
中
か
ら 

三
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。 

  

 

問
２ 

こ
の
文
章
で
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、 

最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一 

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

小
説
家
に
な
る
た
め
に
は
、
文
章
を
書
く
技
術
を
身
に
つ 

け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
修
練
を
積
ま
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

イ 

小
説
家
に
な
る
た
め
に
は
、
自
分
の
生
活
を
見
つ
め
直
す 

こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
し
て
い
れ
ば
自
然
と
小 

説
は
書
け
る
よ
う
に
な
る
。 

ウ 

小
説
家
に
な
る
た
め
に
は
、
様
々
な
作
家
が
書
い
た
文
章 

か
ら
学
び
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
、
自
分
の
人
生
観
を
作 

り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

エ 

小
説
家
に
な
る
た
め
に
は
、
小
説
を
書
く
と
き
の
年
齢
が 

重
要
で
あ
り
、
年
齢
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、
よ
り
良 

い
作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
。 

   

解
答 

問
１ 

人
生
観 

問
２ 

ウ 

 

 

 

僕
は
ま
ず
、
「
二
十
五
歳
未
満
の
者
、
小
説
を
書
く
※

べ
か
ら
ず
」
と
い

う
規
則
を
こ
し
ら
え
た
い
。
全
く
、
十
七
、
十
八
な
い
し
二
十
歳
で
、
小
説

を
書
い
た
っ
て
、
し
よ
う
が
な
い
と
思
う
。
と
に
か
く
、
小
説
を
書
く
に
は
、

文
章
だ
と
か
、
技
巧
だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
よ
り
も
、
あ
る
程
度
に
、
生
活

を
知
る
と
い
う
こ
と
と
、
あ
る
程
度
に
、
人
生
に
対
す
る
考
え
、
い
わ
ゆ
る

人
生
観
と
い
う
べ
き
も
の
を
、
き
ち
ん
と
持
つ
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。（
中
略
） 

小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
紙
に
向
っ
て
筆
を
動
か
す
こ
と
で

は
な
い
。
我
々
の
平
生
の
生
活
が
、
そ
れ
ぞ
れ
小
説
を
書
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
そ
の
中
で
、
小
説
を
作
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
ど
う
も

こ
の
本
末
を
転
倒
し
て
い
る
人
が
多
く
て
困
る
。
ち
ょ
っ
と
一
二
年
も
、
文

学
に
親
し
む
と
、
す
ぐ
も
う
、
小
説
を
書
き
た
が
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は

駄
目
だ
。
だ
か
ら
、
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
紙
に
向
っ
て
、
筆
を
動

か
す
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
中
に
、
自
分
を
見
る
こ
と
だ
。
す
な
わ

ち
、
日
常
生
活
が
小
説
を
書
く
た
め
の
修
業
な
の
だ
。
学
生
な
ら
学
校
生
活
、

職
工
な
ら
そ
の
労
働
、
会
社
員
は
会
社
の
仕
事
、
各
々

お
の
お
の

の
生
活
を
す
れ
ば
い

い
。
こ
う
し
て
、
小
説
を
書
く
修
業
を
す
る
の
が
本
当
だ
と
思
う
。 

で
は
、
た
だ
生
活
さ
え
行
っ
た
ら
、
そ
れ
で
い
い
か
と
い
う
に
、
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
。
生
活
し
な
が
ら
、
色
々
な
作
家
が
、
ど
う
い
う
風
に
、
人

生
を
見
た
か
を
知
る
こ
と
が
大
切
だ
、
そ
れ
に
は
、
や
は
り
、
多
く
読
む
こ

と
が
必
要
だ
。 

そ
し
て
、
そ
れ
ら
多
く
の
作
家
が
、
い
か
な
る
風
に
人
生
を
見
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
、
参
考
と
し
て
、
そ
し
て
自
分
が
新
し
く
、
自
分
の
考
え
で

人
生
を
見
る
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
と
も
、
ど
ん
な
に

曲
が
っ
て
い
て
も
、
自
分
一
個
の
人
生
観
と
い
う
も
の
を
、
築
き
あ
げ
て
行

く
こ
と
だ
。 

こ
う
い
う
風
に
、
自
分
自
身
の
人
生
観
―
―
―
そ
う
い
う
も
の
が
出
来
れ

ば
、
小
説
と
い
う
も
の
も
、
自
然
に
作
ら
れ
る
。
も
う
そ
の
表
現
の
形
式
は
、

自
然
と
浮
ん
で
来
る
の
だ
。
自
分
の
考
え
で
は
、
―
―
―
そ
の
作
者
の
人
生

観
が
、
世
の
中
に
触
れ
、
折
に
触
れ
て
、
表
わ
れ
る
出
た
も
の
が
小
説
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
説
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
人
生
観
を
持
っ
た
作
家

が
、
世
の
中
の
事
象
に
よ
せ
て
、
自
分
の
人
生
観
を
発
表
し
た
も
の
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
小
説
を
書
く
前
に
、
先ま

ず
、
自
分
の

人
生
観
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。 

【『
小
説
家
た
ら
ん
と
す
る
青
年
に
与
う
』
菊
池
寛
】
よ
り 

※
べ
か
ら
ず
…
「
～
し
て
は
い
け
な
い
」 

 


