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問
題 

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

 
歴
史
書
と
歴
史
小
説
の
ち
が
い
の
存
否
を
考
え
る
に
は
、
両
者
を
も
う
少
し
し
っ
か
り
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
詳
細
に
分
析

す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 

こ
こ
で
は
、
例
と
し
て
、
イ

紀
元
一
世
紀
末
に
始
ま
り
、
古
代
ロ
ー
マ
の
全
盛
期
と
み
な
さ
れ
て
い
る
五
賢
帝
時
代
を
め
ぐ
る
①

叙

述
に
つ
い
て
、
古
代
ロ
ー
マ
史
家
で
あ
る
南
川

み
な
み
か
わ

高
志

た

か

し

の

(

ａ)

□
に
な
る
②

ケ
イ
モ
ウ
的
な
歴
史
書
『
ロ
ー
マ
五
賢
帝
』（
以
下
、『
五
賢
帝
』
）

と
『
物
語
』
注

一

と
を
く
ら
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

古
代
ロ
ー
マ
は
長
い
こ
と
共
和
制
で
し
た
が
、
紀
元
前
一
世
紀
末
の
混
乱
を
経
て
帝
制
に
③

イ
コ
ウ
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、

帝
制
は
、
暴
君
あ
り
、
皇
帝
暗
殺
あ
り
と
い
う
、
山
あ
り

(

ｂ)

□
あ
り
の
経
過
を
た
ど
り
ま
す
。
よ
う
や
く
混
乱
が
収
ま
っ
た
の
は
一
世

紀
末
の
こ
と
、
ネ
ル
ウ
ァ
（
ネ
ル
ヴ
ァ
）
が
帝
位
に
つ
い
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
彼
か
ら
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
（
ト
ラ
イ
ア
ヌ
ス
）
、
ハ

ド
リ
ア
ヌ
ス
、
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
を
経
て
、
二
世
紀
末
の
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
に
至
る
五
代
の
皇
帝
の
も
と
で
、
古
代

ロ
ー
マ
は
安
定
と
④

ハ
ン
エ
イ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
ら
が
「
五
賢
帝
」
、
彼
ら
の
時
代
が
「
五
賢
帝
時
代
」
で
す
。 

 

五
賢
帝
を
め
ぐ
る
二
冊
の
本
を
読
ん
で
感
じ
る
の
は
、『
物
語
』
は
す
ら
す
ら
と
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
ロ

『
五
賢
帝
』

を
読
ん
で
い
る
と
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
な
ん
と
な
く
つ
っ
か
え
た
り
、
つ
ま
ず
い
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
文
体
の
ち
が

い
か
、
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
文
体
は
さ
ほ
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。 

 

両
者
の
ち
が
い
の
原
因
を
探
る
た
め
、
ネ
ル
ウ
ァ
か
ら
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
へ
の
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
叙
述
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
継
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承
は
、
前
者
が
後
者
を
養
子
に
す
る
と
い
う
や
り
方
で
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
両
者
の
あ
い
だ
に
⑤

ケ
ツ
エ
ン
関
係
は
な
く
、
ま
た
、
当

時
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
は
い
わ
ば
⑥

ム
メ
イ
の
新
人
で
し
た
。 

 

で
は
、
ネ
ル
ウ
ァ
が
彼
を
養
子
に
選
ん
だ
理
由
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
ず
、『
物
語
』
は
、
ネ
ル
ウ
ァ
は
「
自
分
一
人
で
決
め
る
ほ
う
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
る
」（
塩
野
［
ａ
］
注

一

第
九
巻
二
七
ペ
ー
ジ
）

と
記
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
理
由
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
し
か
に
、
ネ
ル
ウ
ァ
の
決
心
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
史
料

は
存
在
し
ま
せ
ん
か
ら
、
本
当
の
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
で
は
な
ぜ
「
自
分
一
人
で
決
め
る
ほ
う
を
選
ん
だ
よ
う
で
あ
る
」
と
推
測
で
き
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を

示
す
必
要
は
あ
る
は
ず
で
す
。
推
測
だ
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
た
う
え
で
あ
れ
ば
、
何
を
い
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
は

ず
で
す
。
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
残
り
ま
す
。 

 

次
に
南
川
を
見
る
と
、
彼
は
あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
政
治
力
を
重
視
す
る
通
説
を
批
判
し
た
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま

な
史
料
を
探
し
出
し
、
読
み
込
み
、
比
較
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
皇
位
継
承
の
背
景
に
は
二
つ
の
⑦

セ
イ
リ
ョ
ク
の
対
立
が
あ
り
、

そ
の
決
着
が
つ
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
養
子
に
選
ば
れ
た
、
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
ま
す
。
そ
の
論
証
の
⑧

カ
テ
イ
は
と

て
も
ス
リ
リ
ン
グ
だ
し
、
こ
の
仮
説
は
な
か
な
か
説
得
的
で
す
（
南
川
［
ａ
］
注

二

六
三
～
八
〇
ペ
ー
ジ
）
。 

 

こ
こ
か
ら
、
『
五
賢
帝
』
を
読
む
と
き
に
つ
っ
か
え
る
感
じ
が
す
る
理
由
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
本
が
、
論
を
進
め
る
に

あ
た
っ
て
、
史
料
や
先
行
す
る
諸
説
（
先
行
研
究
）
を
批
判
的
に
検
討
す
る
と
い
う
作
業
を
い
ち
い
ち
経
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 

た
と
え
ば
、
ネ
ル
ウ
ァ
が
比
較
的
高
齢
の
政
治
家
を
登
用
し
た
理
由
は
何
か
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
ダ
キ
ア
（
現
ル
ー
マ
ニ
ア
）
に
遠
征
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し
た
理
由
は
何
か
、「
ブ
ル
ト
ゥ
ス
の
自
由
」
と
い
う
⑨

メ
イ
の
入
っ
た
貨
幣
を
発
行
し
た
理
由
は
何
か
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
が
ト
ラ
ヤ
ヌ

ス
の
あ
と
を
継
い
だ
理
由
は
何
か
―
―
こ
う
い
っ
た
問
題
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
、
南
川
は
ま
ず
史
料
や
先
行
研
究
を
「
本
当
か
」
と
疑

い
、
そ
れ
ら
を
ほ
か
の
史
料
や
諸
説
と
突
き
合
わ
せ
た
う
え
で
、
よ
う
や
く
自
分
の
諸
説
を
提
示
し
ま
す
。
こ
れ
が
つ
っ
か
え
た
感
じ

を
与
え
る
原
因
で
あ
り
、
ま
た
、
『
物
語
』
に
は
見
ら
れ
な
い
『
五
賢
帝
』
の
特
徴
で
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
、『
物
語
』
も
、
史
料
や
先
行
す
る
諸
説
を
す
べ
て
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
、 

  
 

「
調
査
研
究
の
必
要
度
な
ら
ば
学
者
も
作
家
も
差
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
取
り
組
む
姿
勢
と
な
る
と
、
学
者
と
作
家
と
で
は
違

う
よ
う
に
思
う
。
そ
の
ち
が
い
を
一
言
で
片
づ
け
れ
ば
、
学
者
に
は
史
料
を
信
ず
る
傾
向
が
強
い
が
、
作
家
は
、
史
料
が
あ
っ
て

も
そ
れ
ら
を
頭
か
ら
は
信
じ
な
い
、
と
し
て
よ
い
か
と
思
う
」
（
塩
野
［
ａ
］
注

一

第
八
巻
三
三
〇
ペ
ー
ジ
） 

 

と
い
う
文
章
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
し
ょ
う
。 

 

も
っ
と
も
、
こ
れ
で
は
、
史
料
を
疑
う
こ
と
に
か
け
て
は
歴
史
小
説
家
の
ほ
う
が
一
枚
上
手
だ
、
と
い
わ
ん
ば
か
り
で
す
が
、
ぼ
く

に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
歴
史
家
の
営
み
を
知
ら
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
史
料
を
疑
う
こ
と
に
つ
い
て
、
歴
史
小
説
家
と
歴
史
家
の
ど
ち
ら
が
上
手
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
大
切
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、
ハ

史
料
や
先
行
研
究
の
疑
い
方
に
あ
り
ま
す
。 

 

史
料
や
先
行
研
究
を
疑
う
に
際
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
五
賢
帝
』
は
ほ
か
の
史
料
や
先
行
研
究
に
も
と
づ
き
ま
す
。
で
は
、
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『
物
語
』
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
「
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
か
「
印
象
づ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
っ
た
文
言
が
多
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
塩
野
の
実
感
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
二
冊
の
本
の
ち
が
い
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
歴
史
小
説
と
歴
史
書
の
ち
が
い
で
す
。 

 

歴
史
小
説
で
は
、
最
終
的
な
判
断
を
著
者
の
実
感
に
も
と
づ
か
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
歴
史
小
説
で
は
、

筆
者
で
あ
る
小
説
家
は
想
像
の
⑩

ツ
バ
サ
を
広
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
歴
史
小
説
の
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
そ
の
一
方
で
は
、
い
く
ら
史
料

や
先
行
研
究
を
利
用
し
、
叙
述
の
み
な
ら
ず
分
析
を
加
え
て
い
る
と
し
て
も
、
記
述
の
信
憑
性

し
ん
ぴ
ょ
う
せ
い

に
疑
い
が
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ

が
歴
史
小
説
の
小
説
た
る
所
以

ゆ

え

ん

で
す
。
あ
る
い
は
限
界
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
『
物
語
』
も
、
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、

や
は
り
一
つ
の
歴
史
小
説
で
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
歴
史
書
は
、
あ
く
ま
で
も
史
料
や
先
行
研
究
の
な
か
で
、
そ
れ
を
根
拠
に
考
察
を
進
め
ま
す
。
そ
し
て
、
根
拠
が
な

い
場
合
は
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
述
べ
る
か
、
あ
る
い
は
「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で
あ
る
」
と
断
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
歴
史
書
の
限
界
で
も
あ
り
、
い
ち
ば
ん
基
本
的
な
特
徴
で
も
あ
り
ま
す
。 

い
う
ま
で
も
な
く
、
歴
史
書
を
書
く
歴
史
家
だ
っ
て
、
す
べ
て
が
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
根
拠
が
あ
る

こ
と
と
、
根
拠
が
な
い
こ
と
は
、
き
ち
ん
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う
え
で
、
根
拠
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
つ

い
て
、
ほ
か
の
史
料
や
先
行
研
究
を
読
み
な
お
し
、
新
し
い
史
料
を
探
し
、
新
し
い
解
釈
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
根
拠
が

な
い
と
断
定
で
き
る
か
否
か
を
問
い
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
見
つ
け
ら
れ
な
く
て
も
、
あ
と
に
続
く
歴
史
家
が
根
拠

を
見
つ
け
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 
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そ
の
意
味
で
は
、
ニ

歴
史
学
は
つ
ね
に
現
在
進
行
形
の
営
み
で
あ
り
、
歴
史
家
は
「<

な
ぜ>

と
尋
ね
続
け
る
と
こ
ろ
の
動
物
」
（
カ

ー
［
ａ
］
注

三

一
二
六
ペ
ー
ジ
）
で
す
。
こ
れ
が
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
営
み
の
中
核
、
と
い
う
か
土
台
を
な
し
て
い
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
、
ホ

成
田
龍
一
は
、
こ
れ
ま
た
著
名
な
歴
史
小
説
家
で
あ
る
司
馬
遼
太
郎
の
作
品
を
検
討
し
つ
つ
、「
史
実
と
仮
構
（
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
）
と
の
関
係
」
と
い
う
視
点
か
ら
歴
史
書
と
歴
史
小
説
の
異
同
を
考
え
る
こ
と
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
「
こ
こ
か
ら
先
を
考

え
る
こ
と
が
必
要
」
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
彼
が
あ
げ
て
い
る
の
は
、
「
書
き
と
め
ら
れ
た
こ
と
が<

事
実>

で
、

そ
こ
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は<

事
実>

と
し
な
い
と
い
う
の
で
は
、
あ
ま
り
に
単
純
で
す
」
と
い
う
こ
と
、「
文
脈
と
立
場
に
よ

っ
て
出
来
事
の
意
味
は
異
な
り
ま
す
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、「
誰
に
と
っ
て
の<

事
実>

か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
い
こ
と
は
多
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
（
成
田
［
ａ
］
注

四

一
六
～
一
七
、
四
九
ペ
ー
ジ
）
。 

 

た
だ
し
、
成
田
が
あ
げ
る
根
拠
だ
け
に
も
と
づ
い
て
「
史
実
と
仮
構
と
の
関
係
」
を
軽
視
す
る
こ
と
に
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
り
ま

す
。
と
く
に
、
歴
史
学
が
現
在
進
行
形
の
営
み
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
ん
な
営
み
で
し
か
な
い
、
と
い
う
点
を
見
落
と
し
て
い
る
の
は
問

題
で
す
。 

 

で
は
、
そ
う
す
る
と
、
歴
史
書
は
、
史
料
に
あ
る
か
ぎ
り
の
史
実
を
用
い
る
と
い
う
意
味
で
事
実
し
か
書
い
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う

か
。
た
し
か
に
そ
ん
な
気
が
す
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
歴
史
学
の
本
質
だ
と
い
え
そ
う
で
す
。
と
く
に
、
歴
史
小
説
と
く
ら
べ
て
み
る

と
・
・
・
・
・
。 

 

た
だ
し
、
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
る
と
、
史
料
を
書
い
た
の
は
著
者
と
い
う
人
間
だ
し
、
歴
史
書
を
書
く
の
も
著
者
と
い
う
人
間

で
す
。
こ
ん
な
史
料
に
も
と
づ
く
こ
ん
な
歴
史
書
に
著
者
の
実
感
が
混
入
し
、
本
当
で
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
ヘ

可
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能
性
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
も
う
ち
ょ
っ
と
く
わ
し
く
調
べ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

（
小
田
中
直
樹
（
二
〇
〇
四
）
『
歴
史
学
っ
て
な
ん
だ
？
』P

H
P

新
書
、
三
三
―
三
九
頁
に
よ
る
） 

 

注
一 

塩
野
七
生
『
ロ
ー
マ
人
の
物
語
』
の
こ
と 

注
二 

南
川
高
志
『
ロ
ー
マ
五
賢
帝
』
の
こ
と 

注
三 

カ
ー
『
歴
史
と
は
何
か
』
の
こ
と 

注
四 

成
田
龍
一
『
司
馬
遼
太
郎
の
幕
末
・
明
治
』
の
こ
と 
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問
一 

傍
線
①
～
⑩
の
漢
字
は
カ
タ
カ
ナ
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

  

問
二 

□(

ａ)
と
（
ｂ
）
に
当
て
は
ま
る
適
切
な
漢
字
を
一
文
字
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
。 

  

問
三 

傍
線
イ
の
紀
元
１
世
紀
末
の
時
代
及
び
古
代
ロ
ー
マ
に
関
連
す
る
次
の
問
い
に
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
。 

(

ａ)

紀
元
前
１
世
紀
の
古
代
ロ
ー
マ
の
内
乱
を
収
め
、
元
老
院
か
ら
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
称
号
を
受
け 

 
 

て
ロ
ー
マ
帝
国
の
初
代
皇
帝
と
な
っ
た
人
物
は
次
の
ア
～
エ
の
う
ち
誰
か
。
一
つ
選
び
記
号
で
答 

え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

ア 

プ
リ
ニ
ウ
ス 

 

イ 

オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス 

 

ウ 

カ
エ
サ
ル 

 

エ 

ネ
ロ 

  

(

ｂ)

紀
元
１
世
紀
末
の
古
代
ロ
ー
マ
の
領
土
で
最
も
適
切
と
思
わ
れ
る
も
の
は
ど
れ
か
。
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 
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ア 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ウ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

エ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

 
 

 
 

 
 

（
地
図
の
出
典 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
r
a
f
t
m
a
p
.
b
o
x
-
i
.
n
e
t
/

） 

http://www.craftmap.box-i.net/
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(
ｃ)

紀
元
１
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
状
況
に
つ
い
て
、
妥
当
な
記
述
は
次
の
ア
～
ウ
の
う
ち
ど
れ
か
。 

一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

ア 
朝
鮮
半
島
で
は
、
百
済
が
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た 

 
 

 
 

イ 

中
国
で
は
、
秦
が
倒
さ
れ
、
後
漢
が
成
立
し
た
。 

 
 

 
 

ウ 

後
漢
の
皇
帝
の
光
武
帝
か
ら
日
本
の
倭
国
の
王
に
金
印
が
渡
さ
れ
た
。 

 
 

 

問
四 

傍
線
ロ
で
、
筆
者
は
、『
五
賢
帝
』
を
読
ん
で
い
る
と
、
つ
っ
か
え
た
り
、
つ
ま
ず
い
た
り
し
て
し
ま
う
と
な
ぜ
感
じ
た
の
か
。

そ
の
理
由
を
五
〇
字
程
度
で
記
述
せ
よ
。 

  

問
五 

傍
線
ハ
の
「
史
料
や
先
行
研
究
の
疑
い
方
」
と
あ
る
が
、
『
物
語
』
と
『
五
賢
帝
』
の
史
料
や
先
行
研
究
の
疑
い
方
を
そ
れ
ぞ

れ
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。 
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問
六 

傍
線
ニ
の
「
歴
史
学
は
つ
ね
に
現
在
進
行
形
の
営
み
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら

一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 
歴
史
学
の
研
究
が
、
継
続
的
に
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

イ 

歴
史
学
の
研
究
が
、
先
行
研
究
を
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

ウ 

歴
史
学
の
研
究
が
、
根
拠
の
な
い
新
し
い
解
釈
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

エ 

歴
史
学
の
研
究
が
、
「
な
ぜ
」
と
い
う
原
因
を
探
求
す
る
も
の
だ
か
ら
。 

  

問
七 

傍
線
ホ
に
関
し
て
、
筆
者
は
成
田
龍
一
の
主
張
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。 

  

問
八 

本
文
に
関
連
す
る
以
下
の
問
題
に
つ
い
て
、
答
え
よ
。 

(

ａ)

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

神
の
国 

 

イ 

ガ
リ
ア
戦
記 

 

ウ 

君
主
論 

 

エ 
自
省
録 

 

オ 

方
法
序
説 
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(

ｂ)

現
在
の
ル
ー
マ
ニ
ア
は
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
数
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
地
図
の
出
典 

 
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
r
a
f
t
m
a
p
.
b
o
x
-
i
.
n
e
t
/

） 

   

http://www.craftmap.box-i.net/
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(

ｃ)

司
馬
遼
太
郎
の
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

金
閣
寺 

 
 

イ 
塩
狩
峠 

 
 

ウ 

太
陽
の
季
節 

 
 
 

エ 

海
と
毒
薬 

 
 

オ 

坂
の
上
の
雲 

  

問
九 

傍
線
ヘ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
可
能
性
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
思
う
か
。
筆
者
の
考
え
を
取
り
上
げ
な
が
ら
四
〇
〇
字
以

内
で
あ
な
た
の
意
見
を
書
き
な
さ
い
。 



 

 

問
九
用
下
書
き
用
紙
（
一
行
二
五
字
） 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

400          300       200       100  



 

 

                



 

 

                



 

 

                



 

 

 


