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を
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７

１

文
章
中
に
問
い
か
け
が
出
て
き
た
場
合
は
、
そ
の
答
え
が
何
な
の
か
に
気
を
つ
け
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
こ
う
。
イ
の
「
文
化
や
技
術
の
一
番
い
い
と
こ
ろ

１
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
文
中
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
問
い
か
け
と
結
び
つ
け
て
み
る
と
「
外
国
の
進
ん
だ
文
化
や

技
術
を
見
つ
け
ら
れ
た
か
ら
自
分
の
頭
で
考
え
な
く
な
っ
た
」
と
な
り
、
優
れ
た
技
術
の
発
見
と
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
と
の
結
び
つ
き
が
は
っ
き
り
し
な

い
。
特
に
理
由
は
結
び
つ
け
て
意
味
が
通
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

外
国
の
い
い
と
こ
ろ
を
真
似
る
こ
と
が
効
率
的
だ
と
学
ん
だ
→
そ
の
結
果
→
結
果
だ
け
真
似
す
れ
ば
事
足
り
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ
た
、
と
い
う
流

２

Ⅰ
れ
で
あ
る
。

試
験
で
は
早
く
正
解
に
到
達
す
る
ひ
と
が
合
格
す
る
→
ま
と
め
る
と
→
受
験
の
ほ
と
ん
ど
が
優
等
生
の
選
抜
試
験
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
流

Ⅱ

れ
で
あ
る
。

受
験
の
ほ
と
ん
ど
が
優
等
生
の
選
抜
試
験
に
な
っ
て
い
る
→
優
等
生
と
は
言
っ
て
も
→
記
憶
力
の
良
い
生
徒
で
あ
る
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。

Ⅲ

線

の
中
に
「
ほ
か
に
も
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
後
が
並
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

線

の
前
で
は
外
国
の
真
似

３

②

②

へ
い
れ
つ

を
す
る
こ
と
で
国
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
か
ら
創
造
性
を
育
む
努
力
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
書
い
て
あ
り
、

線

の
後
ろ
で
は
外
国
か
ら
だ
け
で
な
く
、
過

②

去
の
例
か
ら
も
真
似
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
問
い
の
文
に
合
わ
せ
る
と
、

に
は

線

の
後
の
内
容
を
、

Ⅰ

②

Ⅱ

に
は
創
造
性
を
育
む
努
力
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
よ
う
な
内
容
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
指
定
の
条
件
に
合
わ
せ
て
探
し
て
い
こ
う
。

じ
ょ
う
け
ん

明
治
維
新
以
降
の
日
本
の
教
育
に
お
い
て
何
が
重
視
さ
れ
た
か
は
、

線

の
後
か
ら
く
り
返
し
「
暗
記
」
や
「
記
憶
」
と
い
う
こ
と
ば
が
出
て
い
る
の

③

４
で
「
記
憶
力
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う

「
記
憶
力
」
が
重
視
さ
れ
る
た
め
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
文
中
で
こ
の
「
記
憶
力
」
と
対
比
さ
れ
る

。

た
い

ひ

形
で
書
か
れ
て
い
た
「
創
造
性
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

問

と
同
じ
く
、
こ
の
「
考
え
る
力
」
も
「
記
憶
力
」
と
対
比
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

「
記
憶
力
」
と
対
比
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
筆
者
が

５

４

。

ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
を
つ
か
む
に
は
、
同
じ
く
対
比
的
に
書
か
れ
て
い
る
「
創
造
性
」
や
「
体
験
的
知
識
」
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
部
分
も
ヒ
ン
ト
と

し
て
と
ら
え
て
い
こ
う
。

こ
の
よ
う
な
連
続
す
る
空
ら
ん
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
あ
て
は
め
て
い
く
問
題
が
苦
手
な
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
回
は
暗
記
で
身
に
つ
く
の
が
「
表
面

６
的
知
識
」
で
身
を
も
っ
て
学
ん
だ
も
の
が
「
体
験
的
知
識
」
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
れ
ば

「
暗
記
し
た
…

」
と
「
暗
記
し
た
…

」
と

、

⑤

⑥

な
っ
て
い
る

と

は
「
表
面
的
知
識
」
が
入
る
。

は

や

と
対
比
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
「
体
験
的
知
識
」
が
入
る
。

⑤

⑥

⑦

⑤

⑥

線

の
す
ぐ
前
に
「
暗
記
中
心
の
教
育
に
興
味
が
持
て
ず
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
が

線

の
理
由
に
あ
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し

「
興
味
が

７

⑧

⑧

、

持
て
な
い
」
や
「
疑
問
を
持
っ
て
い
る
」
こ
と
と

「
先
生
に
舌
を
出
す
（
か
げ
で
ば
か
に
す
る

」
こ
と
と
が
直
接
つ
な
が
ら
な
い
の
で

「
ば
か
に
す
る
」

、

）

、

ち
ょ
く
せ
つ

こ
と
に
つ
な
が
る
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
も
書
き
入
れ
よ
う
。

よ
う

そ

暗
記
中
心
の
学
校
教
育
で
は
教
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
現
在
の
教
育
が
重
視
す
る
「
暗
記
」
や
「
記
憶
力
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と

８

げ
ん
ざ
い

が
ら
で
あ
る
と
見
当
が
つ
け
ら
れ
る
。

「
重
視
」
の
対
義
語
で
あ
る
の
で
「
軽
視
」
で
あ
る
。
対
義
語
と
し
て
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
知
ら
な
く
て
も

「
重
」
の
反
対
で
あ
る
こ
と
や

線

の

９

Ａ

Ａ

、

前
後
の
流
れ
か
ら
推
測
で
き
た
だ
ろ
う
。

「
ア
ウ
ト
」
と
「
イ
ン
」
が

「
外
」
と
「
内
」
で
対
義
と
な
っ
て
い
る
。

「
自
分
」
と
対
義
で
あ
る
の
で
「
自

Ｂ

Ｃ

、

分
で
は
な
い
人
」
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
る
。

「

」
は
あ
ま
り
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
は
な
く
、
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
の
は
し
っ
こ
で
あ
る
こ
と
か
ら
「

」

ａ

極
東

極
東

む
ず
か

10
と
い
う
。

「

」
は
経
済
的
に
発
展
し
て
い
る
国
々
の
こ
と
で
あ
る
。
し
ん
に
ょ
う
の
形
に
気
を
つ
け
よ
う
。

「

」
は
「

」
の
ま
ん
中
の
た

ｂ

ｃ

先
進
国

大
半

半

て
画
を
し
っ
か
り
上
に
つ
き
で
る
よ
う
に
書
こ
う
。

２

「

」
は
「
遠
く
の
方
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
聞
き
な
れ
な
い
こ
と
ば
で
も
、
意
味
か
ら
字
を
考
え
て
い
こ
う
。

「

」
は
「

」
の
中
の
と

１

ａ

ｂ

遠
方

風
景

風

。

こ
ろ
が
つ
ぶ
れ
た
り
続
け
字
に
な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
よ
う
。

「

」
は
「

」
の
よ
う
な
同
音
異
義
語
と
取
り
ち
が
え
て
は
い
け
な
い

ｃ

名
案

明
暗

ど
う
お
ん

い

ぎ

ご

そ
れ
ぞ
れ
問
い
に
書
い
て
あ
る
意
味
で
あ
る
。
普
段
か
ら
知
ら
な
い
こ
と
ば
や
さ
っ
と
意
味
が
出
て
こ
な
い
こ
と
ば
に
敏
感
に
な
っ
て
、
自
信
の
な
い
も
の

２

び
ん
か
ん

は
す
ぐ
調
べ
て
い
く
よ
う
に
し
よ
う
。

「
俺
」
の
人
が
ら
や
青
年
と
の
関
係
が
普
通
と
は
ち
が
う
こ
と
は
読
み
始
め
て
す
ぐ
に
気
づ
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
展
開
に
な
っ
た
と
き
は
、
な
ん
と

３
な
く
読
ま
ず
に
、
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
頭
に
と
め
て
お
い
て
、
な
ぞ
と
き
を
す
る
よ
う
な
感
覚
で
読
み
進
め
た
い
。

ふ

し

ぎ

本
来
は
深
刻
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
親
子
の
出
会
い
の
中
で
、
青
年
が
軽
口
を
た
た
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
口
は
悪
い
が
一
方
的
に
父
親
を
せ
め

４

し
ん
こ
く

て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
イ
の
「
う
ら
ん
で
お
り
」
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
ア
の
「
父
親
の
生
い
立
ち
を
知
り
た
い
と
い
う
好
奇
心
」
も
話
が
あ
っ

さ
り
と
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
不
適
当
で
あ
る
。
エ
は
青
年
が
「
覚
悟
」
を
決
め
た
よ
う
な
深
刻
な
様
子
で
は
な
い
の
で
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

親
や
息
子
と
何
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
で
あ
る

「
血
の
つ
な
が
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
な
じ
み
が
な
く
て
も

「
つ
な
が
り
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
す

５

。

、

る
と
、
十
行
後
の
「
つ
な
が
っ
て
い
る
の
が
血
だ
け
で
は
」
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。
あ
き
ら
め
ず
に
探
し
て
い
こ
う
。

の
後
に
「
俺
が
し
て
た
み
た
い
に
さ
」
と
あ
る
こ
と
と
、
二
行
後
の
「
毎
月
送
ら
れ
て
き
た
ら
怖
い
だ
ろ
う
」
が
ヒ
ン
ト
で
あ
る
。

６

④

登
場
人
物
の
人
と
な
り
を
表
す
こ
と
ば
は
問
い
と
は
関
係
な
く
通
読
時
に
お
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
に
は
っ
き
り
こ
と
ば
で
書

７
か
れ
て
い
る
場
合
は
読
み
な
が
ら
印
象
づ
け
を
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
苦
手
な
場
合
は
線
な
ど
の
印
を
使
っ
て
強
調
さ
せ
て
お
き
た
い
。

の
「
～
く
せ
に
」
は
、
非
難
や
反
発
の
気
持
ち
を
こ
め
て
「
～
な
の
に
」
と
言
い
た
い
と
き
に
使
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
ま
た
、

の
「
耳
障
り
な
」
は
、

８

イ

オ

ひ

な
ん

聞
い
て
い
て
不
快
に
感
じ
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
よ
く
な
い
印
象
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
る
。

父
親
の
「
俺
」
の
考
え
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
を
つ
け
よ
う
。
青
年
の
こ
と
ば
か
ら
「
注
文
」
や
「
ゆ
っ
く
り
」
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
を
拾
い
あ
げ

９
て
、
ま
と
め
て
い
こ
う
。

四
行
後
に
あ
る
「
う
っ
か
り
ス
タ
バ
に
～
戸
惑
っ
て
る
ん
だ
よ
」
が
「
お
ど
お
ど
し
て
」
い
る
理
由
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
連
続
し
た
三
文
」
の
条
件
に

10
合
わ
な
い
。
冒
頭
で
父
親
の
「
俺
」
も
店
の
雰
囲
気
に
圧
倒
さ
れ
て
、
注
文
時
に
お
ろ
お
ろ
し
て
い
た
こ
と
が
結
び
つ
け
ば
、
そ
の
と
き
の
「
俺
」
の
考
え
が

ぼ
う
と
う

あ
っ
と
う

「
お
ば
あ
さ
ん
」
が
「
お
ど
お
ど
し
て
」
い
る
理
由
と
同
じ
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

以

上


