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国
語
の
出
題
傾
向 

〇
国
語
は
現
代
文
の
み
の
出
題
で
９
０
分
で
二
科
目 

〇
設
問
内
容
は
、 

①
漢
字
の
書
き
取
り 

②
漢
字
の
読
み 

③
接
続
語(

副
詞
を
含
む)

の
空
欄
補
充 

④
語
句
補
充 

⑤
語
意
説
明 

⑥
脱
文
挿
入 

⑦
空
欄
補
充 

な
ど
で
全
て
マ
ー
ク
式 

〇
難
度
と
分
量 

文
章
の
難
度
は
標
準
的
で
読
み
や
す
く
、
分
量
も
時
間
に
対
し
て
多
す
ぎ
は
し
な
い 

(

設
問
の
大
半
は
空
欄
補
充
問
題
＝
コ
ト
バ
の
力
を
試
さ
れ
る
設
問
で
あ
り
、
分
か
ら
な
い
も
の
は
後
回
し
に
す
れ
ば
良
い) 

〇
文
章
は
日
本
の
社
会
や
歴
史
に
つ
い
て
、
あ
り
ふ
れ
た
見
方
と
は
一
線
を
画
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
見
方
で
読
み
解
く
内
容
が
多
く
出
題 

読
み
方
と
解
き
方 

〇
文
章
を
読
む
際
に
は
、
具
体
例
の
前
後
や
逆
接
・
否
定
語
の
後
ろ
な
ど
に
注
目
し
、
で
き
れ
ば
傍
線
を
付
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
の
が

良
い
だ
ろ
う(

同
じ
箇
所
を
何
度
も
読
み
返
す
よ
り
は
、
ゆ
っ
く
り
で
も
い
い
の
で
一
度
で
読
み
取
る
よ
う
に
し
た
い→

時
間
の
節
約
に) 



〇
漢
字
は
知
識
と
同
時
に
言
葉
の
力
も
試
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
解
答
し
た
い 

〇
接
続
語(

副
詞
を
含
む)

は
そ
も
そ
も
種
類
や
使
い
方
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
で
答
え
る
と
間
違
う
こ
と
を
意
識 

〇
語
句
補
充
も
補
充
す
べ
き
語
句
の
意
味
と
使
い
方
を
問
わ
れ
て
い
る 

〇
語
意
説
明
は
知
識
で
あ
る
程
度
絞
り(

こ
こ
で
決
定
で
き
る
の
が
理
想
で
は
あ
る)

文
脈
に
合
わ
せ
て
決
定
す
る 

〇
脱
文
挿
入(
主
に
問
１
に
出
題)

で
は
、
ま
ず
主
語
な
ど
か
ら
話
題
を
捉
え
、
そ
れ
に
近
い
候
補
を
い
く
つ
か
選
定
し
、
そ
の
中
か
ら
接

続
関
係(

指
示
語
や
接
続
語
、
繰
り
返
し)

が
正
し
く
整
う
部
分
を
選
ぶ
よ
う
に
す
る 

 

実
際
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う(

模
擬
問
題
作
成
は
夕
陽
丘
予
備
校) 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い 

  

太
平
洋
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
日
本
民
族
は
実
に
情
な
い
姿
を
さ
ら
け
出
し
た
。
こ
の
情
勢
に
応
じ
て
日
本
民
族
の
劣
等
性
を
力
説
す

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
わ
た
く
し
の 
Ａ 

と
こ
ろ
で
は
な
い
。
有
限
な
人
間
存
在
に
あ
っ
て
は
、
ど
れ
ほ
ど
優
れ
た
も
の
に
も
欠

点
や
弱
所
は
あ
る
。
そ
の
欠
点
の
指
摘
は
、
人
々
が
日
本
民
族
の
優
秀
性
を
空
虚
な
言
葉
で
誇
示
し
て
い
た
時
に
こ
そ
最
も
必
要
で
あ
っ

た
。
今
は
む
し
ろ
日
本
民
族
の
優
秀
な
面
に
対
す
る
落
ち
つ
い
た
認
識
を
誘
い
出
し
、
悲
境
に
あ
る
こ
の
民
族
を
少
し
で
も
力
づ
け
る
べ

き
時
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。(

１) 

 

し
か
し
人
々
が
否
応
な
し
に
お
の
れ
の
欠
点
や
弱
所
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
時
に
、
た
だ
そ
の
上
に
罵
倒
の
言
葉
を
投
げ
か
け
る

だ
け
で
な
く
、
そ
の
欠
点
や
弱
所
の
深
刻
な
反
省
を
試
み
、
何．
が
わ
れ
わ
れ
に

．
．
．
．
．
．
足．
り
な
い
の
で
あ
る
か

．
．
．
．
．
．
．
．
を
精
確
に
把
握
し
て
置
く
こ
と
は
、

こ
の
欠
点
を
克
服
す
る
た
め
に
も
必
須
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
欠
点
は
一
口
に
い
え
ば
科
学
的
精
神

．
．
．
．
．
の．
欠
如
．
．
で
あ
ろ
う
。
合
理
的
な
思
索

を
蔑
視
し
て
偏
狭
な
狂
信
に
動
い
た
人
々
が
、
日
本
民
族
を
現
在
の
悲
境
に
導
き
入
れ
た
。
が
そ
う
い
う
こ
と
の
起
り
得
た
背
後
に
は
、

直
観
的
な
事
実
に
の
み
信
頼
を
置
き
、
推
理
力

．
．
．
に
よ
る

．
．
．
把
捉
．
．
を．
重．
ん
じ
な
い

．
．
．
．
と
い
う
民
族
の
性
向
が
控
え
て
い
る
。
推
理
力
に
よ
っ
て
確



実
に
認
識
せ
ら
れ
得
る
こ
と
に
対
し
て
さ
え
も
、
や
っ
て
見
な
く
て
は
解
ら
な
い
と
感
ず
る
の
が
こ
の
民
族
の
癖
で
あ
る
。(

２) 

 
と
こ
ろ
で
こ
の
欠
点
は
、
一
朝
一
夕
に
し
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
近
世
の
初
め
に
新
し
い
科
学
が
発
展
し
始
め
て
以
来
、
欧

米
人
は
三
百
年
の
歳
月
を
費
し
て
こ
の
科
学
の
精
神
を
生
活
の
隅
々
に
ま
で
浸
透
さ
せ
て
行
っ
た
。 

① 

日
本
民
族
は
、
こ
の
発
展

が
始
ま
っ
た
途
端
に
国
を
鎖
じ
、
そ
の
後
二
百
五
十
年
の
間
、
国
家
の
権
力
を
以
て
こ
の
近
世
の
精
神
の
影
響
を
遮
断
し
た
。
こ
れ
は
非

常
な
相
違
で
あ
る
。
こ
の
二
百
五
十
年
の
間
の
科
学
の
発
展
が
世
界
史
の
上
で
未
曽
有
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
相
違
も
ま
た
深

刻
だ
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
こ
の
発
展
の
成
果
を
急
激
に
輸
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
と
か
補
い
を
つ
け
得
る
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
最
新
の
科
学
の
成
果
を
利
用
し
て
い
る
人
が
同
時
に
最
も
浅
ま
し
い
狂
信
者
で
あ
る
と
い
う
よ
う

な
奇
妙
な
現
象
さ
え
も
起
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。(

３) 

 

し
て
見
る
と
こ
の
欠
点
の
把
捉
に
は
、
鎖
国
．
．
が．
何．
を．
意
味
．
．
し
て
い
た
か

．
．
．
．
．
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
問

題
で
あ
る
が
、
し
か
し
歴
史
家
は
そ
の
点
を
明
か
に
理
解
さ
せ
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
歴
史
家
が
力
を
注
い
だ
の
は
、
こ
の
鎖
国
の
間
に

日
本
に
お
い
て
創
造
せ
ら
れ
た
世
に
も
珍
ら
し
い
閉
鎖
的
文
化

．
．
．
．
．
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の
美
し
い
も
の
や
優
れ

た
も
の
、
再
び
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
個
性
的
な
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
た
。
そ
れ
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
確
か
に
意
義
あ
る
仕
事
で

あ
る
。 

② 

そ
れ
ら
の
も
の
の
代
償
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
い
か
に

．
．
．
多．
く
を
．
．
失．
っ
た
か

．
．
．
と
い
う
こ
と
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
承
知
し
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
問
題
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。(

４) 

  

が
そ
の
問
題
に
入
り
込
む
前
に
、
近
世
が
始
ま
る
ま
で
の
、
従
っ
て
鎖
国
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
総
じ
て
問
題
に
な
る
ま
で
の
、
世
界

の
歴
史
的
情
勢
を
概
観
し
て
置
き
た
い
と
思
う
。
鎖
国
が
問
題
に
な
る
の
は
世
界
的

．
．
．
な．
交
通
．
．
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
世
界

へ
の
動
き
は
既
に
そ
こ
に
見
ら
れ
る
。
鎖
国
と
は
一．
つ
の
．
．
世
界
．
．
へ
の
動
き
を
拒
む
態
度
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
が
問
題
に
な
る
以
前
の
時

代
に
は
、
世
界
は
多．
く
の
．
．
世
界
．
．
に
分
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て
そ
の
な
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
世
界
が
特
に
進
歩
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
し
か
し
近
世
の
運
動
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
そ
こ
か
ら
始
め
よ
う
。 



  
ロ
ー
マ
帝
国
が
地
中
海
を
環
る
諸
地
方
を
統
一
し
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
の
世
界
帝
国
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
ま
た
こ

れ
ら
の
諸
地
方
の
一
切
の
古
代
史
の
集
注
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
理
的
に
も
歴
史
的
に
も
東
と
西
と
の
総
合
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
の
普
遍
的

．
．
．
な．
世
界
．
．
に
お
い
て
、
普
遍
的

．
．
．
な．
政
治
や
法
律
や
文
芸
や
宗
教
が
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
普
遍
性
が
イ
ン
ド

的
世
界
や
シ
ナ
的
世
界
を
含
ま
ず
、
従
っ
て
真
に
普
遍
的
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
東
方
と
西
方
と
の
世
界
、

そ
こ
に
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
民
族
、
に
対
し
て
普
遍
．
．
で
あ
っ
た

．
．
．
．
こ
と
は
、
疑
い
が
な
い
。
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
把
捉
せ
ら
れ
た
普
遍
性

．
．
．
の．

理
念
．
．
は
、
そ
の
後
の
分
裂
的
な
民
族
国
家
や
対
立
的
世
界
に
対
し
て
、
常
に
よ
り
高
き
人
倫
的
段
階
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
作
用
す
る

こ
と
が
出
来
た
。(

５) 

 

こ
の
普
遍
的
な
世
界
の
崩
壊
は
二
つ
の
方
面
か
ら
起
っ
た
。
一
は
ゲ
ル
マ
ン

．
．
．
．
人．
の．
侵
入
．
．
で
あ
り
、
他
は
ア
ラ
ビ
ア

．
．
．
．
人．
の．
来
征
．
．
で
あ
る
。 

 

ゲ
ル
マ
ン
人
の
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の
侵
透
は
極
め
て
長
期
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
。
初
め
は
傭
兵
と
し
て
部
分
的
に
入
り
込
み
、
或
は
北
方

の
国
境
地
方
に
於
て
徐
々
に
侵
透
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
四
世
紀
末
の
民
族
大
移
動
に
つ
れ
て
旺
然
と
ロ
ー
マ
帝
国
内
に
な
だ
れ

込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
或
者
は
女
子
供
や
生
活
資
材
を
携
え
た
民
族
．
．
の．
集
団
．
．
が
そ
の
ま
ま
軍
隊
．
．
と
し
て
行
動
し
た
の
で
あ
っ
て
、
帝

国
を
征
服
し
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
帝
国
の
版
図
内
に
入
り
込
ん
で
宿
営
．
．
し
た
と
云
う
方
が
当
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
土
地
の
住
民
と
妥

協
し
、
ロ
ー
マ
末
期
の
宿
営
権

．
．
．
に
基
い
て
、
そ
の
土
地
の
三
分
の
一
乃
至
三
分
の
二
を
所
有
し
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ロ
ー
マ
人
の
権

利
や
制
度
は
そ
の
儘
に
残
さ
れ
、
行
政
も
ゲ
ル
マ
ン
人
が
参
加
す
る
の
み
で
も
と
の
儘
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
同
じ
土
地
に
二
つ
の
生
活
が 

 

Ｂ 

こ
と
を
意
味
す
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
は
軍
人
で
あ
り
、
ア
リ
ウ
ス
派
で
あ
り
、
お
の
れ
の
部
族
法
に
従
っ
て
い
る
が
、
ロ
ー
マ
人

は
非
戦
闘
員
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
に
従
っ
て
い
る
。
か
く
て
ゲ
ル
マ
ン
人
は
、
世
界
帝
国
の
内
部
に
新．
し
い
．
．
郷
土
．
．

を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
国
家
を
形
成
し
た
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
か
ら
ス
ペ
イ
ン
に
ま
で
拡
が
っ
た
ゴ
ー
ト

族
や
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
地
名
を
残
し
た
ブ
ル
グ
ン
ド
族
な
ど
が
そ
の
よ
き
例
で
あ
る
。
が
他
方
に
は
原
住
地
を
根
拠
地
と
し
て
そ
こ
か
ら

帝
国
の
版
図
内
に
植
民
．
．
し
て
行
く
種
族
も
あ
っ
た
。
こ
の
や
り
方
で
は
、
ロ
ー
マ
人
と
並
存
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
征



服
し
た
の
で
あ
る
。
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
基
礎
を
置
い
た
フ
ラ
ン
ク
族
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
基
礎
を
置
い
た
ア
ン
グ
ロ
・

サ
ク
ソ
ン
族
に
至
っ
て
は
、
ロ
ー
マ
の
習
俗
全
部
を
壊
滅
せ
し
め
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。(

６) 

 
こ
う
い
う
二
つ
の
や
り
方
で
ゲ
ル
マ
ン
人
は
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
へ
か
け
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
中
へ
無
秩
序
に
入
り
込
ん
で
行
っ
た
。
そ

の
間
に
フ
ン
族
の
王
ア
ッ
チ
ラ
の
来
襲
と
か
、
ゲ
ル
マ
ン
傭
兵
の
指
揮
者
オ
ド
ア
ケ
ル
に
よ
る
西
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
（4

7
6

）
と
か
、

東
ゴ
ー
ト
族
の
テ
オ
ド
リ
ッ
ク
に
よ
る
オ
ド
ア
ケ
ル
討
伐
と
か
、
ロ
ム
バ
ー
ド
族
の
イ
タ
リ
ア
占
領
と
か
の
如
き
事
件
が
起
り
、
ロ
ー
マ

帝
国
の
西
欧
側
は
完
全
に
壊
滅
に
帰
し
た
。 

 

が
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
の
侵
入
は
そ
の
後
も
な
お
数
世
紀
に
亘
っ
て
続
い
て
居
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
廃
墟
か
ら
西
欧
の
文
化
世
界
が
明
白
に

形
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
な
お
三
百
年
の
年
月
と
、
そ
う
し
て
他
の
も
う
一
つ
の
有
力
な
契
機
、
即
ち
ア
ラ
ビ
ア

．
．
．
．
人．
の．
侵
入
．
．
が
必
要
で
あ

っ
た
。 

 

ロ
ー
マ
帝
国
の
版
図
を
東
方
・
南
方
・
西
方
に
亘
っ
て
ゲ
ル
マ
ン
人
以
上
に
広
く
侵
蝕
し
た
の
は
ア
ラ
ビ
ア
人
で
あ
る
が
、
こ
の
東
方

か
ら
の
侵
入
の
起
点
は
モ
ハ
メ
ッ
ド
（5
7
0
―
6
3
2

）
で
あ
る
。
彼
は
セ
ム
族
に
普
遍
な
ア
ラ
ー
（A

lla
h

, 
h

e
b
r. 

E
lo

h
im

）
の
信
仰
に

新
鮮
な
活
気
を
与
え
、
ユ
デ
ア
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
新
し
い
民
族
宗
教
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
一
神
へ
の
絶
対
服

従
の
態
度
の
故
に
イ
ス
ラ
ム
（Isla

m

）
と
呼
ば
れ
、
そ
の
信
者
（M

o
sle

m

）
は
予
言
者
及
び
そ
の
後
継
者
（K

a
lif

）
を
首
長
（Im

a
m

）

と
し
て
頂
く
固
い
宗
教
的
共
同
体
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
信
仰
の
情
熱
は
戦
闘
的

．
．
．
な．
拡
大
．
．
を
目
ざ
す
態
度
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
極
め
て

迅
速
に
西
に
向
っ
て
は
ロ
ー
マ
帝
国
、
東
に
向
っ
て
は
ペ
ル
シ
ア
と
戦
端
を
開
い
た
。
そ
う
し
て
教
祖
の
死
後
十
年
に
は
既
に
西
ア
ジ
ア

全
体
と
エ
ジ
プ
ト
と
を
ト
リ
ポ
リ
タ
ニ
ア
ま
で
征
服
し
た
。
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
作
っ
た
『
一
つ
の
世
界
』
は
こ
こ
に
崩
壊
し
、
東

方
と
西
方
と
を
統
一
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
も
そ
の
東
方
を
失
い
去
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

か
く
急
激
に
成
立
し
た
宗
教
的
戦
闘
的
な
世
界
帝
国
は
、
そ
れ
が
世
界
的
と
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
種
々
の
変
質
や
反

動
を
閲
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
オ
マ
イ
ヤ
朝
（6

6
1
―
7
5
0

）
は
カ
リ
フ
の
権
威
を
倒
し
て
純
粋
に
世
俗
的

．
．
．
な．
支
配
．
．
を
樹
立
し
た
も
の

で
、
国
都
を
も
メ
ヂ
ナ
か
ら
ダ
マ
ス
ク
ス
へ
移
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
イ
ス
ラ
ム
の
内
に
持
続
的
な
分
裂
が
引
き
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
が

征
服
事
業
は
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。
東
方
は
中
央
ア
ジ
ア
や
北
イ
ン
ド
ま
で
、
西
方
は
ア
フ
リ
カ
北
岸
を
海
峡
ま
で
七
世
紀
の



末
に
進
出
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
侵
入
は
ま
ず
初
め
に
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
を
襲
っ
た
の
で
あ
る
が
、
八
世
紀
の
初
め
に
は
西
方

ス
ペ
イ
ン
に
侵
入
し
、
西
ゴ
ー
ト
族
を
打
ち
破
っ
て
（7

1
1

）
半
島
全
部
を
征
服
し
た
。
更
に
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
を
越
え
て
（7

2
0

）、
フ
ラ

ン
ス
の
中
部
に
ま
で
進
出
し
た
が
、
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
人
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
た
（7

3
2

）。
し
か
し
ス
ペ
イ
ン
に
於
け
る
イ
ス
ラ
ム
の

支
配
は
こ
の
後
永
い
間
続
く
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
と
並
行
し
て
地
中
海
の
海
上
権
力
も
ま
た
ア
ラ
ビ
ア
人
の
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
。
沿
岸
の
諸
地
方
や
島
々
は
彼
ら
に
侵
略
さ
れ
、
占
領
さ
れ
た
。
中
で
も
イ

目
ぼ
し
い
の
は
シ
チ
リ
ア
の
征
服
（8

2
7

）
で
あ
る
。
こ

う
し
て
『
東
方
』
の
力
は
『
西
方
』
の
世
界
の
心
臓
部
に
近
く
迫
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。 

 

西
欧
の
文
化
世
界
の
形
成
の
た
め
に
ア
ラ
ビ
ア
人
の
侵
入
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
こ
の
『
東
方
』
と
『
西
方
』
と
の
対
立
を

指
す
の
で
あ
る
。
西
欧
の
世
界
の
形
成
の
た
め
に
は
ま
さ
に
こ
の
『
東
方
』
の
圧
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
帝
国
に
侵
入
し
た
ゲ
ル

マ
ン
諸
族
の
間
に
初
め
て
統
一
の
ロ

萌
し
が
見
え
、
初
め
て
国
家
を
強
力
に
形
成
し
た
の
は
、
前
述
の
ア
ラ
ビ
ア
人
の
侵
入
を
中
部
フ
ラ

ン
ス
に
於
て
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル
が
打
ち
破
っ
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
が
重
要
な
の
は
た
だ
こ
の
よ
う
な
武
力
的
圧
迫
の
み
で
は
な
い
。
我
々

は
当
時
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
が
文
化
的
に
は
な
お
野
蛮
と
呼
ぶ
べ
き
段
階
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
尖
端
を
置
く
イ
ス
ラ
ム
の

文
化
が
遙
か
に
高
い
段
階
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
ぬ
。 

 

ゲ
ル
マ
ン
諸
族
は
十
一
世
紀
に
至
る
ま
で
も
な
お
野
蛮
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
彼
ら
は
ロ
ー
マ
時
代
の
制
度
文
物
を
荒
廃
せ
し
め
た

の
み
で
、
お
の
れ
自
身
は
何
ら
新
し
い
も
の
を
作
り
出
し
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
彼
ら
の
侵
入
以
来
数
世
紀
間
の
世
界
史
的
な
出
来
事
は
、

実
は
そ
の
侵
入
に
悩
み
つ
つ
あ
っ
た
ロ
ー
マ
人
の
力
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
特
に
注
目
す
べ
き
は
ロ
ー
マ
の
統
一
教
会
の 

 

Ⅰ 

で
あ
ろ
う
。
元
来
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
帝
国
に
於
て
公
認
．
．
さ
れ
、
次
で
国
教
．
．
と
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
侵

入
よ
り
あ
ま
り
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
帝
国
の
首
都
を
東
に
移
し
た
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ヌ
ス
大
帝
が
そ
の
統
一
の
事
業
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
勢
力
を
利
用
し
、
そ
の
挙
句
こ
の
教
を
公．
の．
宗
教
．
．
と
し
て
認
許
し
た
の
は
三
一
三
年
で
あ
っ
て
、
民
族
大
移
動
の
開
始
に
先
だ
つ

こ
と
僅
か
六
十
年
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
は
自
ら
も
信
者
と
な
っ
た
た
め
に
、
在
来
迫
害
さ
れ
て
来
た
キ
リ
ス
ト
教
は
反
っ
て
ロ
ー
マ
旧
来

の
諸
教
よ
り
も
優
勢
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
四
世
紀
は
な
お
異
教
と
の
対
立
抗
争
に
充
た
さ
れ
て
い
る
。
テ
オ
ド
ー
シ
ウ
ス
大
帝
が
キ
リ

ス
ト
教
以
外
の
宗
教
を
厳
禁
し
た
の
は
三
九
五
年
で
あ
っ
て
民
族
移
動
開
始
後
既
に
二
十
年
を
経
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
最
大
の



天
才
と
も
云
う
べ
き
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
実
に
こ
の
ゲ
ル
マ
ン
侵
入
の
時
期
に
仕
事
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
有
名
な
回
心
は
三
八
六

年
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
名
著
『
神
国
論
』
は
、
四
一
〇
年
の
ア
ラ
リ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
劫
略
に
よ
っ
て
全
帝
国
が
狼
狽
し
湧
き
返
っ
て
い

る
さ
中
に
、
こ
の
帝
国
と
教
会
と
の
危
機
を
救
う
べ
く
、
四
一
三
年
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
直
接
の
意
図
は
帝
国
の
危

機
を
キ
リ
ス
ト
教
の
責
に
帰
し
よ
う
と
す
る
保
守
的
な
ロ
ー
マ
人
異
教
徒
に
対
し
て
駁
撃
を
加
え
る
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
彼
の
預
言
者

的
眼
光
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
と
、
か
か
る
現
世
的
流
転
を
超
越
せ
る
永
遠
な
る
神
の
国
の
姿
と
を
洞
見
し
、
来
る
べ
き
時
代
を
予
示

し
て
い
る
。
即
ち
彼
に
於
て
帝
国
内
の
異
教
徒
と
の
戦
が
外
よ
り
侵
入
し
来
る
ゲ
ル
マ
ン
の
異
教
徒
と
の
戦
と
接
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
神
の
国
』
の
著
述
は
十
五
年
の
年
月
を
要
し
四
二
七
年
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
三
年
を
経
ず
し
て
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
は
北
ア

フ
リ
カ
の
彼
の
町
ヒ
ッ
ポ
へ
も
押
し
寄
せ
て
来
た
。
彼
は
敵
軍
重
囲
の
内
に
四
三
〇
年
に
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
が
か
く
異
教
徒
と
戦
う
こ

と
は
教
会
を
ま
す
ま
す
強
靱
な
ら
し
め
、
西
ロ
ー
マ
帝
国
が
亡
ん
だ
（4

7
6

）
後
に
反
っ
て
精
神
的
な
世
界
帝
国
の
理
念
を
育
成
し
て
い

る
。
特
に
フ
ラ
ン
ク
族
の
王
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
の
改
宗
は
こ
の
傾
向
に 

Ⅱ 

。
元
来
ロ
ー
マ
の
司
教
は
諸
地
方
の
司
教
と
同
じ
く 

p
a
p

a
 

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
が
帝
国
の
首
府
に
位
置
す
る
と
い
う
以
外
に
特
別
の
優
位
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の 

p
a
p

a
 

の
尊
称
や

使
徒
の
座
の
資
格
を
独
占
．
．
し
て
『
法
王
』
或
は
『
教
皇
』
と
訳
さ
る
る
如
き
意
義
を
帯
び
し
む
る
に
至
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
時
代
以

後
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
文
明
の
荒
廃
と
反
比
例
し
て
高
ま
っ
て
行
っ
た
。
六
世
紀
に
於
て
学
芸
の
伝
統
を
保
持
し
て
い

た
の
は
、
現
世
的
に
無
力
と
な
り
終
っ
た
知
識
人
の
隠
遁
所
と
し
て
そ
の
頃
始
め
ら
れ
た
修
道
院
の
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
出
た
教

皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
（5

9
0
―
6
0
4

）
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
教
化
に
成
功
し
た
の
を
初
め
と
し
て
多
く
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
を

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
に
取
り
入
れ
、
ロ
ー
マ
の
司
教
を
最
高
．
．
の．
司
教
．
．
と
し
て
仰
ぐ
に
至
ら
し
め
た
と
云
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
真
に

深
く
ゲ
ル
マ
ン
諸
族
の
中
に
根
を
下
し
た
の
は
な
お
三
百
年
も
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
ゲ
ル
マ
ン
人
の
武
力
が
現
実
を
支
配
し
て

い
る
西
欧
の
世
界
に
於
て
、
文
化
的
に
着
々
と
そ
の
発
展
を
見
せ
た
も
の
は
、
ロ
ー
マ
の
教
会
の
他
に
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

和
辻
哲
郎
「
鎖
国 

日
本
の
悲
劇
」
に
よ
る) 

  



問
一 

次
の
文
章
は(

１)

～(

６)

の
ど
の
段
落
の
後
に
入
っ
て
い
た
も
の
か
、
最
も
適
当
だ
と
思
う
と
こ
ろ
を
選
ん
で
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
そ
れ
が
浅
ま
し
い
狂
信
の
は
び
こ
る
温
床
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
こ
か
ら
千
種
万
様
の
欠
点
が
導
き
出
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。 

 

問
二 

空
欄 
Ａ
～
Ｂ 

に
は
、
つ
ぎ
の
ど
の
動
詞
の
活
用
形
を
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
せ
よ(

同

じ
動
詞
を
二
度
用
い
て
は
な
ら
な
い)

。 

１ 

理
解
す
る 
２ 
分
裂
す
る 

３ 

併
存
す
る 

４ 

欲
す
る 

 

問
三 

空
欄 

①
～
② 
に
は
、
つ
ぎ
の
ど
の
言
葉
を
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
せ
よ(

同
じ
動
詞
を

二
度
用
い
て
は
な
ら
な
い)

。 

１ 

し
か
し 

２ 

し
か
る
に 
３ 

す
べ
か
ら
く 

４ 

そ
れ
ゆ
え
に 

 

問
四 

傍
線 

イ
～
ロ 

の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 

イ 

目
ぼ
し
い 

―
 

１ 

好
ま
し
い 
２ 
転
機
に
な
る 

３ 

ひ
ど
い 

４ 

価
値
が
あ
る 

 

ロ 

萌
し 

 
 
―
 

１ 

意
志 

 
 

２ 
決
意 

 
 
 

３ 

気
配 

 

４ 

歴
史 

 

問
五 

空
欄 

Ⅰ 

に
は
、
次
の
ど
の
言
葉
を
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 

１ 

強
化
発
展 

２ 

整
理
統
合 

３ 

換
骨
奪
胎 

４ 
進
化
変
身 

 

問
六 

空
欄 

Ⅱ 

に
は
、
次
の
ど
の
言
葉
を
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
一
つ
選
ん
で
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 

１ 

歓
声
を
投
げ
か
け
た 

２ 

拍
車
を
か
け
た 

３ 

待
っ
た
を
か
け
た 

４ 

疑
問
を
投
げ
か
け
た 

 



今
後
の
対
策 

〇
と
に
か
く
「
こ
と
ば
の
力
」
を
重
視
す
る
出
題
内
容
な
の
で
、
辞
書
を
し
っ
か
り
引
く
癖
を
つ
け
よ
う 

〇
さ
ら
に
過
去
問
を
使
っ
て
時
間
内
に
問
題
を
解
き
き
る
と
同
時
に
設
問
の
選
択
肢
の
言
葉
を
辞
書
で
調
べ
る
な
ど
し
て
語
彙
力
を
高

め
よ
う 

〇
意
外
と
漢
字
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
、
漢
字
の
練
習
も
忘
れ
ず
に
！ 

 




