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現
代
文
・

知
識

〇
漢
字・
四
字
熟
語

問一

①
「
要
旨」
は
「
文
章
や
話
の
だ
い
た
い
の
内
容」
と
�

い
う
意
味。
「
ョ
ウ
シ」
と
読
む
語
に
は
ほ
か
に
「
容
姿」
「
用
i

おい

紙」
な
ど
が
あ
る。
⑤
「
衰
弼」
の
「
衰」
は
「
哀」
と
形
か
似
�

て
い
る
の
で
注
意
し
よ
う。
⑦
「
撤
回」
は
「
取
り
下
げ
る
こ
"

と」
と
い
う
意
昧。
「
撒」
は
「
取
り
の
ぞ
く」
と
い
う
意
味
�

を
も
ち、
部
首
は
「
て
へ
ん」。
手
に
か
か
わ
る
と
い
う
意
昧
�

か
ら
「
て
へ
ん」
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
イ
メ
ー
ジ
が
し
や
す
�

い
だ
ろ
う。
「
剖
夜」
な
ど
に
使
わ
れ
る
「
徹」
と
間
違
え
な


い
よ
う
に
し
よ
う
C

問
二

①
「一
騎
当
千」
は
ひ
と
り
て
千
人
の
敵
を
相
手
に
�

で
き
る
く
ら
い
強
い
こ
と
C

②
「
意
気
投
合」
は
気
持
ち
が
�

合
っ
て
仲
よ
く
な
る
こ
と。
③
「
公
明
正
大」
は
公
平
で
や
�

ま
し
い
と
こ
ろ
が
な
く、
正
し
く
り
っ
ば
な
こ
と。

＂

0
こ
と
わ
ざ・
慣
用
句

問＿
l一

①
「
狭
い
部
屋
だ
が、
住
め
ば
湘
だ」
な
ど
と
使
う。
�

とら

④
「
虎
穴」
は
「
虎
の
す
む
穴」、
「
虎
子」
は
「
虎
の
子
ど
も」
�

の
こ
と。

問
四

①
「
手
を
焼
く」
で
「
あ
る
人
や
事
柄
に
対
し
て、
と
�

る
方
法
が
な
く
苦
労
す
る」
と
い
う
意
味。
②
「
木
で
昴
を
�

く
く
る」
で
「
冷
た
い
態
度
で
応
対
す
る
様
子」
を
表
す。
④
�

＿
あ
げ
足
を
と
る」
て
「
人
の
言
菜
の
言
い
そ
こ
な
い
な
ど
を
�

と
ら
え
て、
資
め
た
り、
か
ら
か
っ
た
り
す
る」
と
い
う
意
・

昧゚

⑤
「
肩
を
持
つ」
で
「
昧
方
を
す
る」
と
い
う
意
味。

�

〇
抽
象
語

問
一

①
「
命
閻」
は
ほ
か
に、
「
解
決
を
要
す
る、
課
せ
ら

れ
た
問
題」
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
る。
④
現
在
で
は
政

治
的
な
考
え
方
を
表
す
場
面
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く、

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
対
立
す
る」
な
ど
と
使
う。

I-
③
「
ホ
シ
ョ
ウ」
と
説
む
執�
語
に
は、
「
補
償」
の
ほ

2

現
代
文
・

知
識

ー

圃
劉＿
薗

か
に、
「
保
証
〈
11
人
物
や
製
品
に
つ
い
て、
確
か
だ
と

う
け
あ
う
こ
と〉」、
「
保
障
〈
11
あ
る
状
態
が
そ
こ
な
わ

れ
な
い
よ
う
に、
責
任
を
も
っ
て
守
る
こ
と〉」
な
ど
が

あ
る。
使
い
分
け
に
注
怠
し
よ
う。

問
二

①
「
客
観」
は
「
考
え
た
り
感
じ
た
り
す
る
と
き、

個
々
人
の
考
え
や
感
党
で
は
な
く、
多
く
の
人
が
そ
う
だ
と

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と」、
「
主
漑」
は
「
1
そ
の
人
個

人
の
立
場
や
見
方
に
甚
づ
く
考
え
・
哲
学

2
外
界
の
も
の

え
ん

入
さ

ご
と
を
知
り、
考
え
る
は
た
ら
き」°
②
「
演
繹」
は
「
す
で

に
認
め
ら
れ
て
い
る一
般
的
な
原
理
を
当
て
は
め
て、
特
定

さ
のう

の
事
柄
を
論
理
的
に
導
き
出
す
こ
と」、
「
帰
納」
は
「一
っ

―
つ
の
具
休
的
な
事
柄
か
ら、
す
べ
て
に
通
じ
る
法
則
な
ど

を
導
き
出
す
こ
と」。

〇
敬
語

、

、

そ，
ん

け
い

問
三

ウ
は
先
生
の
動
作
な
の
で
動
作
主
を
敬
う
蒻
敬
語

、

、

を、
エ
は
自
分
の
動
作
な
の
で
自
分
の
動
作
を
へ
り
く
だ
る

け

ん
じ
ー
う

謙
譲
語
を
使
う
の
が
正
し
い。
そ
れ
ぞ
れ
を
正
し
く
書
き
直

す
と、
ウ
は
「
到
着
さ
れ
る
・
到
着
な
さ
る」、
エ
は
「
い
た

だ
き（
た
い）」
な
ど
と
な
る。

はいちヰ

問
四

①
「
拝
聴
す
る」
は
自
分
の
動
作
を
へ
り
く
だ
っ
て

言
う
謙
談
語
な
の
で、
先
生
の
動
作
に
使
う
の
は
誤
り。
②．

③
は
自
分
や
自
分
の
身
内
の
動
作
な
の
で、
話
の
聞
き
手
に

対
し
て
敬
意
を
表
す
た
め
に、
へ
り
く
だ
る
言
莱
を
使
う。

〇
接
続
語・
副
詞

問一

「
だ
か
ら」
は、
前
を
原
因・
理
由
に
し
た
事
柄
を
後

に
続
け
る
場
合
に
使
う。

読
解
・

基
礎
屈’]

は
ピ
5
鱈
い

訳見）こ
ろ

「
と
こ
ろ
が」
は、
前
と
は
逆
の
事
柄
を
後
に
続
け
る
場
合

に
使
う。

問
二

①
「
ぜ
ひ」
は
希
望
・
依
頻
を
表
し、
「
！
た
い」
「
i

く
だ
さ
い」
な
ど
が
後
に
く
る。
②
「
よ
も
や」
は
「
ま
さ
か」

と
同
じ
意
昧
で、
否
定
の
推
量
を
表
す
「
＼
ま
い」
な
ど
が

後
に
く
る。

0
主
語
と
述
語
の
把
握

問
三
川・
②
一
文
か
ら
述
語（
述
部）
を
探
す
と
き
は
そ
の

文
中
の
後
ろ
の
部
分
を、
主
語（
主
部）
を
探
す
と
き
は
そ
の

3
 

「
気
分
転
換
を
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た」

[
 

d
「
そ
の
と
き
は
そ
う
い
う
気
分
に
な
れ
な
い」

さ

ま

じ

め

し

ら
ふ
＇
ル

…
生
真
面
目
な
性
分

「（
仕
事
が）
で
き
な
い」
…
怠
け
者

[
 

b
「
仕
市
を
…••
し
た
い
と
い
う
気
は
十
分
に
あ
る

Ji

ll
 町」．．．

 善
慈

a

読
解
・

基
礎

最
初
の
二
文
で、
「
善
意
の
怠
け
者」
を
説
明
し
て
い
る。

文
中
の
前
の
部
分
を、
ま
ず
見
て
み
よ
う。
確
か
め
る
と
き

は、
主
語（
主
部）
と
述
語（
述
部）
を
続
け
て
読
ん
で
み
よ
う。

〇
指
示
語
の
把
握

囮
懇
梢ふ
み
『ま
た
ふ
み
もみ
ず．
i（
幻
冬
合
文
印）

問一

「
衣
督
え」
に
つ
い
て、
箪
者
が
ど
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
か
を
読
み
取
ろ
う。

♦
前
半
の
二
つ
の
段
落（「
六
月、
．．．．．．
 包
ま
れ
る。」）

↓「
衣
替
え」
の
日
の
梢
屈

・
一
斉
に
白
い

夏
と
な
る
11「
因
5]
瞬
間」

•
よ
ど
ん
で
い
た
教
室
の
空
気
が
一
変
す
る

ま
ぶ

．
鮮
や
か
な
新
緑
を
映
し
て、（
夏
服
の）
白
が
輝
く(
11
眩

し
い
ば
か
り）に

わ

→
り

・
子
供
の
汗
の
匂
い
が
糊
の
香
り
に
包
ま
れ
る

上
由
図
日（「
衣
替
え」
の
日）

◆
後
半
の
二
つ
の
段
落（「
待
っ
て、
…
…
涼
し
け
な
の
だ。」）

↓「
衣
替
え」
に
対
す
る
筆
者
の
思
い

．
一「
待
っ
て」一
こ
そ
一「
衣
詮
え」一
に
な
る

――

――

 

ロ
か
ら
‘

l＿

白」
が
「
祈
鮮」、
「
涼
し
け」
l

「
衣
替
え」
の
日
の
様
子
を、
空
欄
の
前
後
の
言
槃
に
注

目
し
て
そ
れ
ぞ
れ
探
そ
う。

②
「
よ
ど
ん
で
い
る」
は、
「
衣
替
え」
を
す
る
前
の
日
ま

で
の
教
室
の
空
気
の
様
子
な
の
で
誤
り。

〇
要
旨
の
把
握

問
二

L
L
4・
リ

[
出
典]
芦
瓶
すな
お『
嫁
洗い
池
j（
剖
元
椛
理
文
府）

なま
もの

箪
者
は
自
分
の
こ
と
を
「
善
意
の
怠
け
者」
と
言
っ

て
い
る。
「
普
意
の
怠
け
者」
と
は
何
か
を
し
っ
か
り
品
み
取

ろ
う。

�
 
．

 

4
 

•

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

1

9

1

1

,
 

�

i

「
他
罪
主
義
時
代」

�

一二
．＿
何
で
も
他
人
の
罪
に
し
て
し
ま
う一
領
向
が
ふ
え
た
一

�
一

※「
ふ
え
た」
の
主
語
を
と
ら
え
よ
う
＿

ご

（
言
い
挽
え）

ごご
•
ま
っ
さ
き
に
他
人
を
責
め
て、
＿
自
分
の
費
任一
は
一

�

8

�
ー

い
っ
こ
う
に
考
え
よ
う
と
し
な
い

•
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I

I
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二

叫
はi
lil，
閃
仰
嘩
鳴

哨
和
応
躙
陶
と
は、
ま
っ
―

�
一

た
く
逆
で
あ
る

二

」l

-

こ
．
閾
湛
は、
ま
ず
白
分
を
回
圏
せ
よ
と
教
え
ら
れ
た

一

�
一

�
-
．

の
上
で
は
じ
め
て
他
人
の
責
任
が
問
え
る
と
考
え
た
—

図
中
の
a
が
箪
者
が
「
怠
け
者」
で
あ
る
様
子
で、
b
が、

箪
者
が
自
分
を
「
苦
意
の」
と
言
う
理
由。
ま
た、
d
に
つ
い

て
最
後
の
一
文
で、
親
か
ら
「
生
真
面
目
な
性
分」
を
受
け

継
い
で
い
る
の
だ
ろ
う、
と
説
明
し
て
い
る。

②

田
で
解
説
し
た
対
比
の
関
係
に
注
目
し
よ
う。
箪
者
が

自
分
の
こ
と
を
言
い
表
し
た
「
善
意
の
怠
け
者」
と
い
う
表

現
は、
一
方
で
a
の
よ
う
に
「
怠
け
者」
で
あ
り
な
が
ら、
他

方
で
d
の
よ
う
に
「
生
真
面
目」
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て

い
る。

•

9

に
し'’r

[
出
典]
中
西
進
f
u
本の
か
た
ち
こ

こ
ろ
の
風
屎か
ら
i（
旅
経
新
聞

出
販）

現
代
文
•

読
解

〇
評
論
読
解

問一

長
い
文
章
で
も、
内
容
を
と
ら
え
る
と
き
は
部
分
ご

と
に
整
理
し
て
考
え
て
い
こ
う。

「
他
罪
主
義
時
代」
と
「
今
ま
で
の
理
想
と
さ
れ
た
態
度」

は、
問一
の
図
の
中
で
逆
向
き
の
矢
印
で
結
ば
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、
逆
の
内
容
と
な
っ
て
い
る。
ま

た、
「
他
罪
主
義
時
代」
か
ら
出
て
い
る
矢
印
の
先
は、
「
他

罪
主
義
時
代」
の
説
明
に
な
っ
て
い
る。
こ
の
関
係
を
お
さ

え
て
考
え
よ
う。

本
文
2
行
目
の
「
ふ
え
た」
の
主
語
に
注
目
し
て、
ど
ん

な
「
他
向
が
ふ
え
た」
の
か
を
ま
ず
と
ら
え
よ
う。
こ
の
内

容
は、
木
文
3
行
目
以
降
で
さ
ら
に
説
明
さ
れ
て
い
る。
「
他

人
を
責
め、」
の
後
に
続
く、
空
欄
B
に
入
る
語
句
を
本
文
中

か
ら
探
そ
う。

次
に、
逆
向
き
の
矢
印
で
結
ば
れ
た
二
つ
目
の
囲
み
の
中

は、
「
今
ま
で
の
理
想
と
さ
れ
た
態
度」
を
説
明
し
た
も
の。

本
文
中
に
「
こ
れ
は
…•••
ま
っ
た
＜
逆
で
あ
る」
と
あ
る
よ

5
 



摂
咽

「
な
せ
こ
ん
な
時
代
に
な
っ
た
か

と
に
か
く＿
自
己
主
張
を
す
る
こ
と
が
大
事

圏
の
結
果
で
あ
る

・

百
我
の
目
謡
め、
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
訓
練＿

→

履
が
明
治
時
代
か
ら
戦
後
に
い
た
る
教
育
目
標

？
 

だ
っ
た
か
ら
だ」

↓
こ
ん
な
時
代
に
な
っ
た

教
育
目
標
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
内
容
の
イ
が
正
解。

ア
・
エ
は
「
他
罪
主
義
時
代」
に
な
る
前
の
日
本
の
様
子
な

の
で
誤
り。
ウ
の
「
共
生」
は、
「
他
罪
主
義」
と
い
う
結
果

に
お
ど
ろ
い
て
「
共
生
な
ど
と
い
う·
…・・
助
け
を
か
り」
た

と
あ
る
の
で、
「
他
罪
主
義」
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る。

問
三

田
「
や
さ
し
い」
「
や
さ
し
さ」
に
つ
い
て
は、
傍
線
部
②

の
前
の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る。
こ
こ
で
は、

ひ

If

「
自
分
を
卑
下
し、
他
人
を
蒻
敬
す
る
気
持
ち
が
『
や
さ

し
さ』
だ
っ
た」

「
自
罪
主
義
を
現
す
こ
と
ば
が
『
や
さ
し
さ』
で
あ
る」

[
と
こ
ろ
が

「
世
の
他
罪
主
義
へ
の
移
行
と
同
時
に、
「
や
さ
し
い』

と
い
う
こ
と
ば
自
体
も
変
わ
っ
て
き
た」

と、
も
と
の
「
や
さ
し
い」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
自
罪
主
義」

を
現
す
こ
と
ば
だ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る。
こ
れ
に

対
し
て、
傍
線
部
②
に
あ
る
「
や
さ
し
い」
の
意
味
は、
他
の

事
物
や
他
人
を
下
に
み
た
言
い
方（
他
人
を
見
下
す
言
い
方）

だ
と
わ
か
る。

つ
ま
り、
筆
者
の
述
べ
て
い
る
変
化
と
は、
「
や
さ
し
い」

と
い
う
こ
と
ば
が、
他
罪
主
義
と
い
う
考
え
方
へ
の
移
行
と

と
も
に、
正
反
対
の
意
味
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と。
こ
の
内

容
に
合
う
の
は
ウ。
ア
は
「
時
間
が
た
っ
た」、
イ
は
「
立
派

問
二

本
文
8
行
目
に
注
目
し
よ
う。

と
い
う
教

う
に、
そ
の
前
の
内
容
と
ま
っ
た
＜
逆
の
関
係
に
あ
る
の

が、
「
今
ま
で
の
理
想
と
さ
れ
た
態
度」
だ
か
ら、
「
他
人
の

罪
に
す
る」
「
自
分
の
責
任
を
考
え
な
い」
と
は
正
反
対
の

内
容
を
考
え
よ
う。
「
今
ま
で」
と
「
従
来」
が
同
じ
意
味
を

表
す
こ
と
も
お
さ
え
て
お
こ
う。

な
人
が
い
な
い
時
代
に
な
っ
た」、
エ
は
「
使
わ
れ
な
く
な
る

よ
う
な
時
代
に
な
っ
た」
が、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
に
な
い
内
容

で、
誤
っ
て
い
る。

②

川
の
解
説
で
見
た
よ
う
に、
箪
者
が
傍
線
部
②
の
変
化

の
原
因
と
考
え
て
い
る
の
は、
世
の
中
が
「
他
罪
主
義
に
移

行
し
た」
こ
と
で
あ
る。

問
四

こ
の
文
章
で
は、
本
文
29
行
目
に、
「
他
罪
を
考
え
る

前
に
自
罪
を
考
え
よ」
と
あ
り、
そ
の
た
め
に
「
ほ
ん
と
う

の
『
や
さ
し
さ』
を
と
り
戻
す
必
要
が
あ
る」
と
述
べ
て
い

る。
こ
の
よ
う
な
主
張
を
お
さ
え
て
い
る
エ
が
正
解
に
な

る。
ア
は
内
容
的
に
は
本
文
に
合
っ
て
い
る
が、
「
や
さ
し

さ」
を
と
り
戻
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
箪
者
の
主
張
を
お
さ

え
ら
れ
て
い
な
い。
イ・
ウ
は
「
や
さ
し
い」
と
い
う
こ
と
ば

に
つ
い
て
の
主
張
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り、
ま
た、
本
文

に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る。

日
舅
鼠
ど

‘‘.
‘、
/，

9
,
‘

〇
筆
者
の
主
張
は
文
章
の
前
の
部
分
に
あ
る
場
合
も
あ

る
の
で、
覚
え
て
お
こ
う。

（
例）

皆
さ
ん
は
歩
く
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
だ

ろ
う
か。
私
は
歩
く
こ
と
は
よ
い
こ
と
だ
と
思
う。

歩
く
こ
と
に
は、
ま
ず、
運
動
に
な
っ
て
健
康
に
よ

い
と
い
う
利
点
が
あ
る。
ま
た、
短
い
時
間
の
移
動
で

あ
っ
て
も、
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て、
外
の
新
鮮
な
空
気

を
吸
っ
た
り、
緑
を
見
た
り
し
て、
気
分
転
換
が
で
き

る。※
こ
の
よ
う
な
文
章
の
場
合、
最
後
に
も
う一
度、
結

論（
こ
こ
で
は
「
歩
く
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
あ
る」）

を
述
べ
る
こ
と
も
あ
る。




