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（Ａ）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
、
受
験
す
る
科
目
の
解
答
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日

を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

三
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
国
語
の
問
題
は
、
選
択
問
題
が
あ
る
の
で
、
下
記
の
【
表
】
の
指
示
に
従
い
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
三
十
六
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

七
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

八
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

九
、
試
験
時
間
は
六
十
分
で
す
。

十
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　
語

【表】下記の印に従って解答してください。

○印・・・必答
△印・・・いずれか一つ

を解答してく
ださい

共
通
問
題

一 二

選
択
問
題

三

（
現
代
文
）

（
現
代
文
）

ア
（
現
代
文
）

イ
（
古

　
文
）

ウ
（
漢

　
文
）
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一

　次
の
文
章
は
、
治
安
悪
化
に
よ
り
退
避
勧
告
の
出
て
い
た
イ
ラ
ク
に
渡
航
し
た
日
本
人
が
テ
ロ
組
織
の
人
質
に
さ
れ
、
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
を

受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

あ
る
青
年
Ａ
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
イ
ラ
ク
へ
入
国
し
、
反
米
テ
ロ
組
織
に
拘
束
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
彼
は
、
常
々
、「
私
は
日
本
政
府
な
ど
と

い
う
も
の
は
信
用
し
て
い
な
い
。
国
家
は
戦
争
に
カ
タ
ン
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
国
家
か
ら
自
由
に
生
き
た
い
。
私
は
、
い
わ
ば
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
と
し
て
国
境
を
越
え
て
活
動
し
た
い
。
イ
ラ
ク
の
危
険
地
帯
へ
入
る
こ
と
は
私
の
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
私
の
行
動
に
い
か
な

る
意
味
で
も
関
与
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
青
年
自
ら
が
自
己
責
任
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
こ
の
と
き
に
は
、「
自
己
責
任
論
」
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
自
己
責
任
と
は
、
仮
に
青
年
Ａ
が
拘
束
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
本

政
府
は
い
っ
さ
い
関
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、「
本
人
の
意
思
に
よ
り
、
日
本
政
府
は
今
回
の
事
件
に
は
関
与
し
な
い
。
ご
自
由

に
人
質
を
殺
害
し
て
も
ら
っ
て
ケ
ッ
コ
ウ
で
あ
る
」
と
い
う
声
明
で
も
発
表
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
だ
。
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲ち

ょ
う

笑し
ょ
う

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
テ
ロ
リ
ス
ト
と
接
触
し

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
交
渉
し
よ
う
と
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
人
が
い
か
に
反
国
家
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
不
信
感
を

持
っ
て
い
よ
う
と
、
個
人
の
心
情
と
は
無
関
係
に
、
国
家
は
い
わ
ば
国
家
の
論
理
に
お
い
て
あ
る
種
の
行
動
を
と
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と

は
取
引
を
せ
ず
、
と
い
う
立
場
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
青
年
Ａ
を
無
視
す
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
事
態
に
お
け
る
、
国
家
の
論
理
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
国
家
は
国
民
の
生
命
や
財
産
の
安
全
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
、
と
い
う
論

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
近
代
国
家
に
関
し
て
は
、
国
家
も
し
く
は
政
府
の
成
立
根
拠
に
か
か
わ
っ
て
く
る
事
柄
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
い
か
な
る
心
情
の
持
ち
主
で
あ
れ
、
人
質
に
関
し
て
は
、
可
能
な
限
り
安
全
な
救
出
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
交
渉
や
妥

協
、
そ
れ
に
強
硬
な
救
出
手
段
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
質
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
は
、
国
民
の
生
命
保
護
と
い
う
近
代
国
家
の

Ａ

の

Ｂ

で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
だ
。
一
九
七
五
年
の
日
本
赤
軍
に
よ
る
マ
レ
ー
シ
ア
大
使
館
占
拠
事
件
、
そ
し
て
七
七
年
の
ダ
ッ
カ
で
の
日
航
機
ハ
イ

ア

イ
⑴

⑵
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ジ
ャ
ッ
ク
事
件
で
は
、
日
本
政
府
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
要
求
を
呑の

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
生
命
第
一
主
義
を
取
る
政
府
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
。

今
回
の
政
府
に
よ
る
強
硬
な
姿
勢
は
、
こ
れ
ら
過
去
の
事
件
に
お
け
る
解
決
法
が
「
テ
ロ
に
妥
協
す
る
日
本
」
と
い
う
国
際
的
非
難
を
呼
び
寄
せ
た
と

い
う
反
省
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
回
は
強
硬
姿
勢
を
援
護
す
る
た
め
に
「
自
己
責
任
論
」
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
政
府
は
、
本
来
は
国
民
の
生
命
・
財
産
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政

府
の
強
硬
姿
勢
を
支
持
す
る
論
理
は
、「
さ
も
な
く
ば
国
際
的
非
難
を
浴
び
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
妥
協
が
連
鎖
的
に

同
様
の
テ
ロ
を
生
み
、
そ
れ
が
結
果
的
に
い
っ
そ
う
国
民
の
生
命
や
財
産
を
危
険
に
陥
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
予
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
長
期
的
な
安
全
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
質
の
生
命
の
犠
牲
も
や
む
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
れ
ら
は
国
民
の
生
命
の
安
全
確
保
の
方
策
に
か
か
わ
る

事
柄
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
い
く
ら
イ
ラ
ク
入
国
が
本
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
た
選
択
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
は
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
。
人
質
が
殺
さ
れ
れ
ば
「
自
己
責
任
で
や
む
を
得
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
個
人
が
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
危
険
地
帯
に
行
く
こ
と
自
体
が
、
果
た
し
て
本
当
に
自
由
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
人
が
自
由
意
思
で
行
っ
た
と
主
張
す
れ
ば
、
あ
と
は
自
己
責
任
と
し
て
放
置
し
て
お
け
ば
よ
い
の
か
。

む
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ｃ

、
個
人
の
自
由
と
い
う
観
念
を
支
え
る
も
の
は
自
己
責
任
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
普
通
、「
個
人
が
何
を
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
個
人
の

自
由
な
選
択
に
任
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
結
果
に
対
し
て
は
個
人
が
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
自
由
の
根
拠
は
自
己
責
任
だ
」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑶

⑷

⑸

4

Ｄ

、
こ
の
人
質
事
件
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
由
の
根
拠
と
し
て
、
そ
も
そ
も
常
に
自
己
責
任
な
ど
と
い
う
観
念
が
成
り
立
つ
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
責
任
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
文
字
通
り
の
個
人
の
自
発
的
な
選
択
、
個
人
の
自
由
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
個
人
の
自
由
な
行

動
そ
の
も
の
が
政
府
、
国
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
自
由
な
選
択
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
由
な
主
体
（
個
人
）
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
自
由
な
主
体
の
生
命
や
財
産
を
保
障
す
る

も
の
が
近
代
国
家
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
の
国
民
国
家
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

ま
た
、
近
代
国
家
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
個
人
の
生
命
や
財
産
を
意
の
ま
ま
に
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
な
個
人
と
い
う
主
体
が
あ
り
得
る
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
事
実
に
、
人
質
事
件
は
改
め
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
を

向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
事
態
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
普
通
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。

「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
国
家
は
そ
れ
に
対
す
る
制
約
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
権
力
を
行
使
す
る
国
家
」
に

対
抗
す
る
「
自
由
な
個
人
」
と
い
う
図
式
が
出
て
く
る
。

確
か
に
こ
の
図
式
が
妥
当
す
る
局
面
も
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
し
か
し
よ
り
根
底
に
あ
る
も
の
は
、「
自
由
な
個
人
」
を
支
え
る
「
権
力
を
持
っ
た
国

家
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
を
と
り
わ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
権
力
」
vs.
「
自
由
」
や
、「
国
家
」
vs.
「
個
人
」
と
い
う
図
式
は
あ
ま
り
に
わ

か
り
や
す
い
の
に
対
し
て
、「
権
力
」
や
「
国
家
」
が
「
自
由
」
や
「
個
人
」
を
支
え
て
い
る
と
い
う
側
面
は
な
か
な
か
見
え
に
く
い
か
ら
だ
。

わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
ど
う
し
て
も
自
明
に
思
わ
れ
る
「
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
個
人
の
自
由
」
が
実
際
に
は
い
か
な
る

条
件
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
自
ら
の
足
元
に
目
を
や
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（
佐
伯
啓
思
『
自
由
と
は
何
か

　「
自
己
責
任
論
」
か
ら
「
理
由
な
き
殺
人
」
ま
で
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）
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（Ａ）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
、
受
験
す
る
科
目
の
解
答
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日

を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

三
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
国
語
の
問
題
は
、
選
択
問
題
が
あ
る
の
で
、
下
記
の
【
表
】
の
指
示
に
従
い
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
三
十
六
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

七
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

八
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

九
、
試
験
時
間
は
六
十
分
で
す
。

十
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　
語

【表】下記の印に従って解答してください。

○印・・・必答
△印・・・いずれか一つ

を解答してく
ださい

共
通
問
題

一 二

選
択
問
題

三

（
現
代
文
）

（
現
代
文
）

ア
（
現
代
文
）

イ
（
古

　
文
）

ウ
（
漢

　
文
）
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2

一

　次
の
文
章
は
、
治
安
悪
化
に
よ
り
退
避
勧
告
の
出
て
い
た
イ
ラ
ク
に
渡
航
し
た
日
本
人
が
テ
ロ
組
織
の
人
質
に
さ
れ
、
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
を

受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

あ
る
青
年
Ａ
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
イ
ラ
ク
へ
入
国
し
、
反
米
テ
ロ
組
織
に
拘
束
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
彼
は
、
常
々
、「
私
は
日
本
政
府
な
ど
と

い
う
も
の
は
信
用
し
て
い
な
い
。
国
家
は
戦
争
に
カ
タ
ン
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
国
家
か
ら
自
由
に
生
き
た
い
。
私
は
、
い
わ
ば
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
と
し
て
国
境
を
越
え
て
活
動
し
た
い
。
イ
ラ
ク
の
危
険
地
帯
へ
入
る
こ
と
は
私
の
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
私
の
行
動
に
い
か
な

る
意
味
で
も
関
与
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
青
年
自
ら
が
自
己
責
任
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
こ
の
と
き
に
は
、「
自
己
責
任
論
」
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
自
己
責
任
と
は
、
仮
に
青
年
Ａ
が
拘
束
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
本

政
府
は
い
っ
さ
い
関
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、「
本
人
の
意
思
に
よ
り
、
日
本
政
府
は
今
回
の
事
件
に
は
関
与
し
な
い
。
ご
自
由

に
人
質
を
殺
害
し
て
も
ら
っ
て
ケ
ッ
コ
ウ
で
あ
る
」
と
い
う
声
明
で
も
発
表
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
だ
。
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲ち

ょ
う

笑し
ょ
う

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
テ
ロ
リ
ス
ト
と
接
触
し

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
交
渉
し
よ
う
と
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
人
が
い
か
に
反
国
家
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
不
信
感
を

持
っ
て
い
よ
う
と
、
個
人
の
心
情
と
は
無
関
係
に
、
国
家
は
い
わ
ば
国
家
の
論
理
に
お
い
て
あ
る
種
の
行
動
を
と
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と

は
取
引
を
せ
ず
、
と
い
う
立
場
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
青
年
Ａ
を
無
視
す
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
事
態
に
お
け
る
、
国
家
の
論
理
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
国
家
は
国
民
の
生
命
や
財
産
の
安
全
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
、
と
い
う
論

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
近
代
国
家
に
関
し
て
は
、
国
家
も
し
く
は
政
府
の
成
立
根
拠
に
か
か
わ
っ
て
く
る
事
柄
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
い
か
な
る
心
情
の
持
ち
主
で
あ
れ
、
人
質
に
関
し
て
は
、
可
能
な
限
り
安
全
な
救
出
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
交
渉
や
妥

協
、
そ
れ
に
強
硬
な
救
出
手
段
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
質
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
は
、
国
民
の
生
命
保
護
と
い
う
近
代
国
家
の

Ａ

の

Ｂ

で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
だ
。
一
九
七
五
年
の
日
本
赤
軍
に
よ
る
マ
レ
ー
シ
ア
大
使
館
占
拠
事
件
、
そ
し
て
七
七
年
の
ダ
ッ
カ
で
の
日
航
機
ハ
イ

ア

イ
⑴

⑵

国
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ジ
ャ
ッ
ク
事
件
で
は
、
日
本
政
府
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
要
求
を
呑の

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
生
命
第
一
主
義
を
取
る
政
府
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
。

今
回
の
政
府
に
よ
る
強
硬
な
姿
勢
は
、
こ
れ
ら
過
去
の
事
件
に
お
け
る
解
決
法
が
「
テ
ロ
に
妥
協
す
る
日
本
」
と
い
う
国
際
的
非
難
を
呼
び
寄
せ
た
と

い
う
反
省
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
回
は
強
硬
姿
勢
を
援
護
す
る
た
め
に
「
自
己
責
任
論
」
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
政
府
は
、
本
来
は
国
民
の
生
命
・
財
産
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政

府
の
強
硬
姿
勢
を
支
持
す
る
論
理
は
、「
さ
も
な
く
ば
国
際
的
非
難
を
浴
び
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
妥
協
が
連
鎖
的
に

同
様
の
テ
ロ
を
生
み
、
そ
れ
が
結
果
的
に
い
っ
そ
う
国
民
の
生
命
や
財
産
を
危
険
に
陥
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
予
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
長
期
的
な
安
全
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
質
の
生
命
の
犠
牲
も
や
む
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
れ
ら
は
国
民
の
生
命
の
安
全
確
保
の
方
策
に
か
か
わ
る

事
柄
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
い
く
ら
イ
ラ
ク
入
国
が
本
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
た
選
択
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
は
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
。
人
質
が
殺
さ
れ
れ
ば
「
自
己
責
任
で
や
む
を
得
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
個
人
が
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
危
険
地
帯
に
行
く
こ
と
自
体
が
、
果
た
し
て
本
当
に
自
由
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
人
が
自
由
意
思
で
行
っ
た
と
主
張
す
れ
ば
、
あ
と
は
自
己
責
任
と
し
て
放
置
し
て
お
け
ば
よ
い
の
か
。

む
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ｃ

、
個
人
の
自
由
と
い
う
観
念
を
支
え
る
も
の
は
自
己
責
任
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
普
通
、「
個
人
が
何
を
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
個
人
の

自
由
な
選
択
に
任
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
結
果
に
対
し
て
は
個
人
が
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
自
由
の
根
拠
は
自
己
責
任
だ
」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑶

⑷

⑸

4

Ｄ

、
こ
の
人
質
事
件
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
由
の
根
拠
と
し
て
、
そ
も
そ
も
常
に
自
己
責
任
な
ど
と
い
う
観
念
が
成
り
立
つ
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
責
任
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
文
字
通
り
の
個
人
の
自
発
的
な
選
択
、
個
人
の
自
由
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
個
人
の
自
由
な
行

動
そ
の
も
の
が
政
府
、
国
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
自
由
な
選
択
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
由
な
主
体
（
個
人
）
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
自
由
な
主
体
の
生
命
や
財
産
を
保
障
す
る

も
の
が
近
代
国
家
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
の
国
民
国
家
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

ま
た
、
近
代
国
家
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
個
人
の
生
命
や
財
産
を
意
の
ま
ま
に
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
な
個
人
と
い
う
主
体
が
あ
り
得
る
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
事
実
に
、
人
質
事
件
は
改
め
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
を

向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
事
態
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
普
通
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。

「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
国
家
は
そ
れ
に
対
す
る
制
約
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
権
力
を
行
使
す
る
国
家
」
に

対
抗
す
る
「
自
由
な
個
人
」
と
い
う
図
式
が
出
て
く
る
。

確
か
に
こ
の
図
式
が
妥
当
す
る
局
面
も
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
し
か
し
よ
り
根
底
に
あ
る
も
の
は
、「
自
由
な
個
人
」
を
支
え
る
「
権
力
を
持
っ
た
国

家
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
を
と
り
わ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
権
力
」
vs.
「
自
由
」
や
、「
国
家
」
vs.
「
個
人
」
と
い
う
図
式
は
あ
ま
り
に
わ

か
り
や
す
い
の
に
対
し
て
、「
権
力
」
や
「
国
家
」
が
「
自
由
」
や
「
個
人
」
を
支
え
て
い
る
と
い
う
側
面
は
な
か
な
か
見
え
に
く
い
か
ら
だ
。

わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
ど
う
し
て
も
自
明
に
思
わ
れ
る
「
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
個
人
の
自
由
」
が
実
際
に
は
い
か
な
る

条
件
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
自
ら
の
足
元
に
目
を
や
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（
佐
伯
啓
思
『
自
由
と
は
何
か

　「
自
己
責
任
論
」
か
ら
「
理
由
な
き
殺
人
」
ま
で
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

⑹

⑺
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1

（Ａ）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
、
受
験
す
る
科
目
の
解
答
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日

を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

三
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
国
語
の
問
題
は
、
選
択
問
題
が
あ
る
の
で
、
下
記
の
【
表
】
の
指
示
に
従
い
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
三
十
六
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

七
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

八
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

九
、
試
験
時
間
は
六
十
分
で
す
。

十
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　
語

【表】下記の印に従って解答してください。

○印・・・必答
△印・・・いずれか一つ

を解答してく
ださい

共
通
問
題

一 二

選
択
問
題

三

（
現
代
文
）

（
現
代
文
）

ア
（
現
代
文
）

イ
（
古

　
文
）

ウ
（
漢

　
文
）
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一

　次
の
文
章
は
、
治
安
悪
化
に
よ
り
退
避
勧
告
の
出
て
い
た
イ
ラ
ク
に
渡
航
し
た
日
本
人
が
テ
ロ
組
織
の
人
質
に
さ
れ
、
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
を

受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

あ
る
青
年
Ａ
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
イ
ラ
ク
へ
入
国
し
、
反
米
テ
ロ
組
織
に
拘
束
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
彼
は
、
常
々
、「
私
は
日
本
政
府
な
ど
と

い
う
も
の
は
信
用
し
て
い
な
い
。
国
家
は
戦
争
に
カ
タ
ン
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
国
家
か
ら
自
由
に
生
き
た
い
。
私
は
、
い
わ
ば
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
と
し
て
国
境
を
越
え
て
活
動
し
た
い
。
イ
ラ
ク
の
危
険
地
帯
へ
入
る
こ
と
は
私
の
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
私
の
行
動
に
い
か
な

る
意
味
で
も
関
与
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
青
年
自
ら
が
自
己
責
任
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
こ
の
と
き
に
は
、「
自
己
責
任
論
」
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
自
己
責
任
と
は
、
仮
に
青
年
Ａ
が
拘
束
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
本

政
府
は
い
っ
さ
い
関
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、「
本
人
の
意
思
に
よ
り
、
日
本
政
府
は
今
回
の
事
件
に
は
関
与
し
な
い
。
ご
自
由

に
人
質
を
殺
害
し
て
も
ら
っ
て
ケ
ッ
コ
ウ
で
あ
る
」
と
い
う
声
明
で
も
発
表
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
だ
。
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲ち

ょ
う

笑し
ょ
う

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
テ
ロ
リ
ス
ト
と
接
触
し

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
交
渉
し
よ
う
と
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
人
が
い
か
に
反
国
家
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
不
信
感
を

持
っ
て
い
よ
う
と
、
個
人
の
心
情
と
は
無
関
係
に
、
国
家
は
い
わ
ば
国
家
の
論
理
に
お
い
て
あ
る
種
の
行
動
を
と
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と

は
取
引
を
せ
ず
、
と
い
う
立
場
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
青
年
Ａ
を
無
視
す
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
事
態
に
お
け
る
、
国
家
の
論
理
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
国
家
は
国
民
の
生
命
や
財
産
の
安
全
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
、
と
い
う
論

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
近
代
国
家
に
関
し
て
は
、
国
家
も
し
く
は
政
府
の
成
立
根
拠
に
か
か
わ
っ
て
く
る
事
柄
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
い
か
な
る
心
情
の
持
ち
主
で
あ
れ
、
人
質
に
関
し
て
は
、
可
能
な
限
り
安
全
な
救
出
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
交
渉
や
妥

協
、
そ
れ
に
強
硬
な
救
出
手
段
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
質
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
は
、
国
民
の
生
命
保
護
と
い
う
近
代
国
家
の

Ａ

の

Ｂ

で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
だ
。
一
九
七
五
年
の
日
本
赤
軍
に
よ
る
マ
レ
ー
シ
ア
大
使
館
占
拠
事
件
、
そ
し
て
七
七
年
の
ダ
ッ
カ
で
の
日
航
機
ハ
イ

ア

イ
⑴

⑵
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ジ
ャ
ッ
ク
事
件
で
は
、
日
本
政
府
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
要
求
を
呑の

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
生
命
第
一
主
義
を
取
る
政
府
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
。

今
回
の
政
府
に
よ
る
強
硬
な
姿
勢
は
、
こ
れ
ら
過
去
の
事
件
に
お
け
る
解
決
法
が
「
テ
ロ
に
妥
協
す
る
日
本
」
と
い
う
国
際
的
非
難
を
呼
び
寄
せ
た
と

い
う
反
省
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
回
は
強
硬
姿
勢
を
援
護
す
る
た
め
に
「
自
己
責
任
論
」
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
政
府
は
、
本
来
は
国
民
の
生
命
・
財
産
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政

府
の
強
硬
姿
勢
を
支
持
す
る
論
理
は
、「
さ
も
な
く
ば
国
際
的
非
難
を
浴
び
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
妥
協
が
連
鎖
的
に

同
様
の
テ
ロ
を
生
み
、
そ
れ
が
結
果
的
に
い
っ
そ
う
国
民
の
生
命
や
財
産
を
危
険
に
陥
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
予
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
長
期
的
な
安
全
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
質
の
生
命
の
犠
牲
も
や
む
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
れ
ら
は
国
民
の
生
命
の
安
全
確
保
の
方
策
に
か
か
わ
る

事
柄
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
い
く
ら
イ
ラ
ク
入
国
が
本
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
た
選
択
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
は
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
。
人
質
が
殺
さ
れ
れ
ば
「
自
己
責
任
で
や
む
を
得
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
個
人
が
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
危
険
地
帯
に
行
く
こ
と
自
体
が
、
果
た
し
て
本
当
に
自
由
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
人
が
自
由
意
思
で
行
っ
た
と
主
張
す
れ
ば
、
あ
と
は
自
己
責
任
と
し
て
放
置
し
て
お
け
ば
よ
い
の
か
。

む
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ｃ

、
個
人
の
自
由
と
い
う
観
念
を
支
え
る
も
の
は
自
己
責
任
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
普
通
、「
個
人
が
何
を
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
個
人
の

自
由
な
選
択
に
任
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
結
果
に
対
し
て
は
個
人
が
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
自
由
の
根
拠
は
自
己
責
任
だ
」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑶

⑷

⑸
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Ｄ

、
こ
の
人
質
事
件
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
由
の
根
拠
と
し
て
、
そ
も
そ
も
常
に
自
己
責
任
な
ど
と
い
う
観
念
が
成
り
立
つ
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
責
任
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
文
字
通
り
の
個
人
の
自
発
的
な
選
択
、
個
人
の
自
由
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
個
人
の
自
由
な
行

動
そ
の
も
の
が
政
府
、
国
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
自
由
な
選
択
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
由
な
主
体
（
個
人
）
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
自
由
な
主
体
の
生
命
や
財
産
を
保
障
す
る

も
の
が
近
代
国
家
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
の
国
民
国
家
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

ま
た
、
近
代
国
家
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
個
人
の
生
命
や
財
産
を
意
の
ま
ま
に
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
な
個
人
と
い
う
主
体
が
あ
り
得
る
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
事
実
に
、
人
質
事
件
は
改
め
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
を

向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
事
態
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
普
通
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。

「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
国
家
は
そ
れ
に
対
す
る
制
約
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
権
力
を
行
使
す
る
国
家
」
に

対
抗
す
る
「
自
由
な
個
人
」
と
い
う
図
式
が
出
て
く
る
。

確
か
に
こ
の
図
式
が
妥
当
す
る
局
面
も
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
し
か
し
よ
り
根
底
に
あ
る
も
の
は
、「
自
由
な
個
人
」
を
支
え
る
「
権
力
を
持
っ
た
国

家
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
を
と
り
わ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
権
力
」
vs.
「
自
由
」
や
、「
国
家
」
vs.
「
個
人
」
と
い
う
図
式
は
あ
ま
り
に
わ

か
り
や
す
い
の
に
対
し
て
、「
権
力
」
や
「
国
家
」
が
「
自
由
」
や
「
個
人
」
を
支
え
て
い
る
と
い
う
側
面
は
な
か
な
か
見
え
に
く
い
か
ら
だ
。

わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
ど
う
し
て
も
自
明
に
思
わ
れ
る
「
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
個
人
の
自
由
」
が
実
際
に
は
い
か
な
る

条
件
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
自
ら
の
足
元
に
目
を
や
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（
佐
伯
啓
思
『
自
由
と
は
何
か

　「
自
己
責
任
論
」
か
ら
「
理
由
な
き
殺
人
」
ま
で
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

⑹

⑺
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1

（Ａ）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
、
受
験
す
る
科
目
の
解
答
用
紙
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日

を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

三
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
国
語
の
問
題
は
、
選
択
問
題
が
あ
る
の
で
、
下
記
の
【
表
】
の
指
示
に
従
い
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

五
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
三
十
六
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

七
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

八
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

九
、
試
験
時
間
は
六
十
分
で
す
。

十
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　
語

【表】下記の印に従って解答してください。

○印・・・必答
△印・・・いずれか一つ

を解答してく
ださい

共
通
問
題

一 二

選
択
問
題

三

（
現
代
文
）

（
現
代
文
）

ア
（
現
代
文
）

イ
（
古

　
文
）

ウ
（
漢

　
文
）

全学部 ○ ○ △ △ △
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一

　次
の
文
章
は
、
治
安
悪
化
に
よ
り
退
避
勧
告
の
出
て
い
た
イ
ラ
ク
に
渡
航
し
た
日
本
人
が
テ
ロ
組
織
の
人
質
に
さ
れ
、
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
を

受
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

あ
る
青
年
Ａ
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
イ
ラ
ク
へ
入
国
し
、
反
米
テ
ロ
組
織
に
拘
束
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
彼
は
、
常
々
、「
私
は
日
本
政
府
な
ど
と

い
う
も
の
は
信
用
し
て
い
な
い
。
国
家
は
戦
争
に
カ
タ
ン
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
国
家
か
ら
自
由
に
生
き
た
い
。
私
は
、
い
わ
ば
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
と
し
て
国
境
を
越
え
て
活
動
し
た
い
。
イ
ラ
ク
の
危
険
地
帯
へ
入
る
こ
と
は
私
の
自
由
意
思
に
よ
る
選
択
で
あ
る
か
ら
、
国
家
は
私
の
行
動
に
い
か
な

る
意
味
で
も
関
与
し
な
い
で
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の
青
年
自
ら
が
自
己
責
任
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
こ
の
と
き
に
は
、「
自
己
責
任
論
」
は
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
自
己
責
任
と
は
、
仮
に
青
年
Ａ
が
拘
束
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
本

政
府
は
い
っ
さ
い
関
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
、「
本
人
の
意
思
に
よ
り
、
日
本
政
府
は
今
回
の
事
件
に
は
関
与
し
な
い
。
ご
自
由

に
人
質
を
殺
害
し
て
も
ら
っ
て
ケ
ッ
コ
ウ
で
あ
る
」
と
い
う
声
明
で
も
発
表
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

む
ろ
ん
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
だ
。
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲ち

ょ
う

笑し
ょ
う

を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
政
府
は
何
ら
か
の
形
で
テ
ロ
リ
ス
ト
と
接
触
し

よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
交
渉
し
よ
う
と
試
み
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
人
が
い
か
に
反
国
家
で
あ
り
、
日
本
政
府
に
不
信
感
を

持
っ
て
い
よ
う
と
、
個
人
の
心
情
と
は
無
関
係
に
、
国
家
は
い
わ
ば
国
家
の
論
理
に
お
い
て
あ
る
種
の
行
動
を
と
る
の
で
あ
る
。
仮
に
、
テ
ロ
リ
ス
ト
と

は
取
引
を
せ
ず
、
と
い
う
立
場
を
と
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
青
年
Ａ
を
無
視
す
る
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
事
態
に
お
け
る
、
国
家
の
論
理
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
国
家
は
国
民
の
生
命
や
財
産
の
安
全
に
対
し
て
責
任
を
持
つ
、
と
い
う
論

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
近
代
国
家
に
関
し
て
は
、
国
家
も
し
く
は
政
府
の
成
立
根
拠
に
か
か
わ
っ
て
く
る
事
柄
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
い
か
な
る
心
情
の
持
ち
主
で
あ
れ
、
人
質
に
関
し
て
は
、
可
能
な
限
り
安
全
な
救
出
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
交
渉
や
妥

協
、
そ
れ
に
強
硬
な
救
出
手
段
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
質
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
で
は
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
は
、
国
民
の
生
命
保
護
と
い
う
近
代
国
家
の

Ａ

の

Ｂ

で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
だ
。
一
九
七
五
年
の
日
本
赤
軍
に
よ
る
マ
レ
ー
シ
ア
大
使
館
占
拠
事
件
、
そ
し
て
七
七
年
の
ダ
ッ
カ
で
の
日
航
機
ハ
イ

ア

イ
⑴

⑵

国

　

 

語

3

ジ
ャ
ッ
ク
事
件
で
は
、
日
本
政
府
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
要
求
を
呑の

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
生
命
第
一
主
義
を
取
る
政
府
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
は
な
い
か
、

と
い
う
議
論
が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
。

今
回
の
政
府
に
よ
る
強
硬
な
姿
勢
は
、
こ
れ
ら
過
去
の
事
件
に
お
け
る
解
決
法
が
「
テ
ロ
に
妥
協
す
る
日
本
」
と
い
う
国
際
的
非
難
を
呼
び
寄
せ
た
と

い
う
反
省
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
回
は
強
硬
姿
勢
を
援
護
す
る
た
め
に
「
自
己
責
任
論
」
が
展
開
さ
れ
た
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
政
府
は
、
本
来
は
国
民
の
生
命
・
財
産
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
政

府
の
強
硬
姿
勢
を
支
持
す
る
論
理
は
、「
さ
も
な
く
ば
国
際
的
非
難
を
浴
び
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
の
妥
協
が
連
鎖
的
に

同
様
の
テ
ロ
を
生
み
、
そ
れ
が
結
果
的
に
い
っ
そ
う
国
民
の
生
命
や
財
産
を
危
険
に
陥
れ
る
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
予
測
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
、
長
期
的
な
安
全
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
人
質
の
生
命
の
犠
牲
も
や
む
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
。
こ
れ
ら
は
国
民
の
生
命
の
安
全
確
保
の
方
策
に
か
か
わ
る

事
柄
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と
は
、
い
く
ら
イ
ラ
ク
入
国
が
本
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
た
選
択
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
は
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
。
人
質
が
殺
さ
れ
れ
ば
「
自
己
責
任
で
や
む
を
得
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
個
人
が
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
危
険
地
帯
に
行
く
こ
と
自
体
が
、
果
た
し
て
本
当
に
自
由
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
人
が
自
由
意
思
で
行
っ
た
と
主
張
す
れ
ば
、
あ
と
は
自
己
責
任
と
し
て
放
置
し
て
お
け
ば
よ
い
の
か
。

む
ろ
ん
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

Ｃ

、
個
人
の
自
由
と
い
う
観
念
を
支
え
る
も
の
は
自
己
責
任
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
普
通
、「
個
人
が
何
を
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
個
人
の

自
由
な
選
択
に
任
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
結
果
に
対
し
て
は
個
人
が
責
任
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
自
由
の
根
拠
は
自
己
責
任
だ
」

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

⑶

⑷

⑸

4

Ｄ

、
こ
の
人
質
事
件
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
由
の
根
拠
と
し
て
、
そ
も
そ
も
常
に
自
己
責
任
な
ど
と
い
う
観
念
が
成
り
立
つ
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
責
任
よ
り
も
っ
と
根
本
的
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
文
字
通
り
の
個
人
の
自
発
的
な
選
択
、
個
人
の
自
由
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
個
人
の
自
由
な
行

動
そ
の
も
の
が
政
府
、
国
家
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
自
由
な
選
択
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
自
由
な
主
体
（
個
人
）
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
自
由
な
主
体
の
生
命
や
財
産
を
保
障
す
る

も
の
が
近
代
国
家
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
近
代
の
国
民
国
家
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ

ま
た
、
近
代
国
家
は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
個
人
の
生
命
や
財
産
を
意
の
ま
ま
に
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

国
家
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
自
由
な
個
人
と
い
う
主
体
が
あ
り
得
る
と
い
う
、
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
事
実
に
、
人
質
事
件
は
改
め
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
を

向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
こ
の
こ
と
は
事
態
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
普
通
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。

「
自
由
な
個
人
」
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
国
家
は
そ
れ
に
対
す
る
制
約
と
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、「
権
力
を
行
使
す
る
国
家
」
に

対
抗
す
る
「
自
由
な
個
人
」
と
い
う
図
式
が
出
て
く
る
。

確
か
に
こ
の
図
式
が
妥
当
す
る
局
面
も
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
し
か
し
よ
り
根
底
に
あ
る
も
の
は
、「
自
由
な
個
人
」
を
支
え
る
「
権
力
を
持
っ
た
国

家
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
者
を
と
り
わ
け
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
権
力
」
vs.
「
自
由
」
や
、「
国
家
」
vs.
「
個
人
」
と
い
う
図
式
は
あ
ま
り
に
わ

か
り
や
す
い
の
に
対
し
て
、「
権
力
」
や
「
国
家
」
が
「
自
由
」
や
「
個
人
」
を
支
え
て
い
る
と
い
う
側
面
は
な
か
な
か
見
え
に
く
い
か
ら
だ
。

わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
ど
う
し
て
も
自
明
に
思
わ
れ
る
「
個
人
」
か
ら
出
発
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
も
そ
も
「
個
人
の
自
由
」
が
実
際
に
は
い
か
な
る

条
件
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
自
ら
の
足
元
に
目
を
や
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

（
佐
伯
啓
思
『
自
由
と
は
何
か

　「
自
己
責
任
論
」
か
ら
「
理
由
な
き
殺
人
」
ま
で
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

⑹

⑺
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5

問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

1

、
イ

2

。

ア

　
カ
タ
ン

イ

　
ケ
ッ
コ
ウ

①

　
土
地
を
タ
ン
ポ
に
金
を
借
り
る

②

　
学
問
を
タ
ン
キ
ュ
ウ
す
る

③

　
こ
の
グ
ラ
フ
は
現
状
を
タ
ン
テ
キ
に
表
し
て
い
る

④

　
卒
業
に
必
要
な
タ
ン
イ
を
取
得
す
る

⑤

　
私
は
と
て
も
タ
ン
キ
だ

①

　
失
言
に
対
し
て
コ
ウ
ギ
す
る

②

　
資
格
を
と
る
た
め
に
コ
ウ
シ
ュ
ウ
を
受
け
る

③

　
よ
り
よ
い
方
法
を
コ
ウ
ア
ン
す
る

④

　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
コ
ウ
チ
ク
す
る

⑤

　
あ
の
人
の
コ
ウ
マ
ン
な
態
度
に
我
慢
で
き
な
い

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲
笑
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ

選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

3

。

①

　
国
家
が
国
民
を
信
用
し
て
い
な
い
か
ら

②

　
国
民
が
国
家
へ
の
不
信
感
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら

③

　
近
代
国
家
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら

④

　
結
果
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら

⑤

　
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
弱
腰
な
態
度
は
、
国
際
的
な
安
全
を
損
な
う
か
ら

6

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
と
⑶
は
、
同
じ
「
強
硬
な
」
で
も
意
味
が
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と
し
て
、
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
最
も
適
当
な
組
み
合

わ
せ
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

4

。

①

　⑵

　主
張
を
曲
げ
な
い

　
　⑶

　強
引
な

②

　⑵

　実
力
行
使
に
よ
る

　
　⑶

　妥
協
し
な
い

③

　⑵

　確
実
な

　
　
　
　
　
　⑶

　手
段
を
選
ば
な
い

④

　⑵

　厳
格
な

　
　
　
　
　
　⑶

　交
渉
し
な
い

⑤

　⑵

　強
気
な

　
　
　
　
　
　⑶

　硬
直
的
な

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

5

。

①

　Ａ

　論
理

　
　Ｂ

　追
求

②

　Ａ

　役
割

　
　Ｂ

　貫
徹

③

　Ａ

　理
念

　
　Ｂ

　実
現

④

　Ａ

　矛
盾

　
　Ｂ

　解
消

⑤

　Ａ

　責
務

　
　Ｂ

　放
棄

7

問
五

　
傍
線
部
分
⑷
「
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

6

。

①

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
国
家
の
方
針
は
、
個
人
の
行
動
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

②

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
と
し
て
も
、
国
際
的
な
評
価
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

③

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
議
論
は
、
国
民
の
犠
牲
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら

④

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
根
拠
と
し
て
世
論
が
示
す
自
己
責
任
論
は
、
国
家
の
論
理
と
相
容い

れ
な
い
か
ら

⑤

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
理
念
と
国
民
の
安
全
確
保
は
、
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

問
六

　
傍
線
部
分
⑸
「「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
」
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　個
人
の
選
択
と
は
関
係
な
く
、
国
家
に
は
国
民
を
守
る
義
務
が
あ
る
か
ら

②

　テ
ロ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
適
切
で
は
な
い
か
ら

③

　長
期
的
な
安
全
保
障
の
視
点
に
立
て
ば
、
個
人
の
信
念
で
対
応
で
き
る
問
題
で
は
な
い
か
ら

④

　そ
も
そ
も
国
際
関
係
の
分
野
は
、
自
己
責
任
論
の
範
囲
外
だ
か
ら

⑤

　自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
か
ら

8

問
七

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　Ｃ

　し
か
る
に

　
　
　
　Ｄ

　例
え
る
な
ら
ば

②

　Ｃ

　裏
を
返
せ
ば

　
　
　Ｄ

　同
様
に

③

　Ｃ

　と
こ
ろ
が

　
　
　
　Ｄ

　逆
説
的
に

④

　Ｃ

　た
だ
し

　
　
　
　
　Ｄ

　そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず

⑤

　Ｃ

　言
い
換
え
る
と

　
　Ｄ

　し
か
し

問
八

　
傍
線
部
分
⑹
「
保
障
」
の
例
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　事
故
の
損
害
は
、
加
害
者
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
べ
き
だ

②

　自
社
製
品
の
品
質
を
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

③

　借
金
の
ホ
シ
ョ
ウ
人
に
な
る

④

　年
金
だ
け
で
は
、
老
後
の
生
活
を
ホ
シ
ョ
ウ
で
き
な
い

⑤

　彼
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
私
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

国

語
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5

問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

1

、
イ

2

。

ア

　
カ
タ
ン

イ

　
ケ
ッ
コ
ウ

①

　
土
地
を
タ
ン
ポ
に
金
を
借
り
る

②

　
学
問
を
タ
ン
キ
ュ
ウ
す
る

③

　
こ
の
グ
ラ
フ
は
現
状
を
タ
ン
テ
キ
に
表
し
て
い
る

④

　
卒
業
に
必
要
な
タ
ン
イ
を
取
得
す
る

⑤

　
私
は
と
て
も
タ
ン
キ
だ

①

　
失
言
に
対
し
て
コ
ウ
ギ
す
る

②

　
資
格
を
と
る
た
め
に
コ
ウ
シ
ュ
ウ
を
受
け
る

③

　
よ
り
よ
い
方
法
を
コ
ウ
ア
ン
す
る

④

　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
コ
ウ
チ
ク
す
る

⑤

　
あ
の
人
の
コ
ウ
マ
ン
な
態
度
に
我
慢
で
き
な
い

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲
笑
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ

選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

3

。

①

　
国
家
が
国
民
を
信
用
し
て
い
な
い
か
ら

②

　
国
民
が
国
家
へ
の
不
信
感
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら

③

　
近
代
国
家
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら

④

　
結
果
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら

⑤

　
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
弱
腰
な
態
度
は
、
国
際
的
な
安
全
を
損
な
う
か
ら

6

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
と
⑶
は
、
同
じ
「
強
硬
な
」
で
も
意
味
が
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と
し
て
、
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
最
も
適
当
な
組
み
合

わ
せ
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

4

。

①

　⑵

　主
張
を
曲
げ
な
い

　
　⑶

　強
引
な

②

　⑵

　実
力
行
使
に
よ
る

　
　⑶

　妥
協
し
な
い

③

　⑵

　確
実
な

　
　
　
　
　
　⑶

　手
段
を
選
ば
な
い

④

　⑵

　厳
格
な

　
　
　
　
　
　⑶

　交
渉
し
な
い

⑤

　⑵

　強
気
な

　
　
　
　
　
　⑶

　硬
直
的
な

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

5

。

①

　Ａ

　論
理

　
　Ｂ

　追
求

②

　Ａ

　役
割

　
　Ｂ

　貫
徹

③

　Ａ

　理
念

　
　Ｂ

　実
現

④

　Ａ

　矛
盾

　
　Ｂ

　解
消

⑤

　Ａ

　責
務

　
　Ｂ

　放
棄

7

問
五

　
傍
線
部
分
⑷
「
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

6

。

①

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
国
家
の
方
針
は
、
個
人
の
行
動
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

②

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
と
し
て
も
、
国
際
的
な
評
価
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

③

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
議
論
は
、
国
民
の
犠
牲
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら

④

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
根
拠
と
し
て
世
論
が
示
す
自
己
責
任
論
は
、
国
家
の
論
理
と
相
容い

れ
な
い
か
ら

⑤

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
理
念
と
国
民
の
安
全
確
保
は
、
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

問
六

　
傍
線
部
分
⑸
「「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
」
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　個
人
の
選
択
と
は
関
係
な
く
、
国
家
に
は
国
民
を
守
る
義
務
が
あ
る
か
ら

②

　テ
ロ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
適
切
で
は
な
い
か
ら

③

　長
期
的
な
安
全
保
障
の
視
点
に
立
て
ば
、
個
人
の
信
念
で
対
応
で
き
る
問
題
で
は
な
い
か
ら

④

　そ
も
そ
も
国
際
関
係
の
分
野
は
、
自
己
責
任
論
の
範
囲
外
だ
か
ら

⑤

　自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
か
ら

8

問
七

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　Ｃ

　し
か
る
に

　
　
　
　Ｄ

　例
え
る
な
ら
ば

②

　Ｃ

　裏
を
返
せ
ば

　
　
　Ｄ

　同
様
に

③

　Ｃ

　と
こ
ろ
が

　
　
　
　Ｄ

　逆
説
的
に

④

　Ｃ

　た
だ
し

　
　
　
　
　Ｄ

　そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず

⑤

　Ｃ

　言
い
換
え
る
と

　
　Ｄ

　し
か
し

問
八

　
傍
線
部
分
⑹
「
保
障
」
の
例
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　事
故
の
損
害
は
、
加
害
者
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
べ
き
だ

②

　自
社
製
品
の
品
質
を
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

③

　借
金
の
ホ
シ
ョ
ウ
人
に
な
る

④

　年
金
だ
け
で
は
、
老
後
の
生
活
を
ホ
シ
ョ
ウ
で
き
な
い

⑤

　彼
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
私
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

国

語
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5

問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

1

、
イ

2

。

ア

　
カ
タ
ン

イ

　
ケ
ッ
コ
ウ

①

　
土
地
を
タ
ン
ポ
に
金
を
借
り
る

②

　
学
問
を
タ
ン
キ
ュ
ウ
す
る

③

　
こ
の
グ
ラ
フ
は
現
状
を
タ
ン
テ
キ
に
表
し
て
い
る

④

　
卒
業
に
必
要
な
タ
ン
イ
を
取
得
す
る

⑤

　
私
は
と
て
も
タ
ン
キ
だ

①

　
失
言
に
対
し
て
コ
ウ
ギ
す
る

②

　
資
格
を
と
る
た
め
に
コ
ウ
シ
ュ
ウ
を
受
け
る

③

　
よ
り
よ
い
方
法
を
コ
ウ
ア
ン
す
る

④

　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
コ
ウ
チ
ク
す
る

⑤

　
あ
の
人
の
コ
ウ
マ
ン
な
態
度
に
我
慢
で
き
な
い

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲
笑
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ

選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

3

。

①

　
国
家
が
国
民
を
信
用
し
て
い
な
い
か
ら

②

　
国
民
が
国
家
へ
の
不
信
感
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら

③

　
近
代
国
家
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら

④

　
結
果
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら

⑤

　
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
弱
腰
な
態
度
は
、
国
際
的
な
安
全
を
損
な
う
か
ら

6

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
と
⑶
は
、
同
じ
「
強
硬
な
」
で
も
意
味
が
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と
し
て
、
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
最
も
適
当
な
組
み
合

わ
せ
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

4

。

①

　⑵

　主
張
を
曲
げ
な
い

　
　⑶

　強
引
な

②

　⑵

　実
力
行
使
に
よ
る

　
　⑶

　妥
協
し
な
い

③

　⑵

　確
実
な

　
　
　
　
　
　⑶

　手
段
を
選
ば
な
い

④

　⑵

　厳
格
な

　
　
　
　
　
　⑶

　交
渉
し
な
い

⑤

　⑵

　強
気
な

　
　
　
　
　
　⑶

　硬
直
的
な

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

5

。

①

　Ａ

　論
理

　
　Ｂ

　追
求

②

　Ａ

　役
割

　
　Ｂ

　貫
徹

③

　Ａ

　理
念

　
　Ｂ

　実
現

④

　Ａ

　矛
盾

　
　Ｂ

　解
消

⑤

　Ａ

　責
務

　
　Ｂ

　放
棄

7

問
五

　
傍
線
部
分
⑷
「
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

6

。

①

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
国
家
の
方
針
は
、
個
人
の
行
動
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

②

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
と
し
て
も
、
国
際
的
な
評
価
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

③

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
議
論
は
、
国
民
の
犠
牲
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら

④

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
根
拠
と
し
て
世
論
が
示
す
自
己
責
任
論
は
、
国
家
の
論
理
と
相
容い

れ
な
い
か
ら

⑤

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
理
念
と
国
民
の
安
全
確
保
は
、
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

問
六

　
傍
線
部
分
⑸
「「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
」
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　個
人
の
選
択
と
は
関
係
な
く
、
国
家
に
は
国
民
を
守
る
義
務
が
あ
る
か
ら

②

　テ
ロ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
適
切
で
は
な
い
か
ら

③

　長
期
的
な
安
全
保
障
の
視
点
に
立
て
ば
、
個
人
の
信
念
で
対
応
で
き
る
問
題
で
は
な
い
か
ら

④

　そ
も
そ
も
国
際
関
係
の
分
野
は
、
自
己
責
任
論
の
範
囲
外
だ
か
ら

⑤

　自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
か
ら

8

問
七

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　Ｃ

　し
か
る
に

　
　
　
　Ｄ

　例
え
る
な
ら
ば

②

　Ｃ

　裏
を
返
せ
ば

　
　
　Ｄ

　同
様
に

③

　Ｃ

　と
こ
ろ
が

　
　
　
　Ｄ

　逆
説
的
に

④

　Ｃ

　た
だ
し

　
　
　
　
　Ｄ

　そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず

⑤

　Ｃ

　言
い
換
え
る
と

　
　Ｄ

　し
か
し

問
八

　
傍
線
部
分
⑹
「
保
障
」
の
例
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　事
故
の
損
害
は
、
加
害
者
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
べ
き
だ

②

　自
社
製
品
の
品
質
を
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

③

　借
金
の
ホ
シ
ョ
ウ
人
に
な
る

④

　年
金
だ
け
で
は
、
老
後
の
生
活
を
ホ
シ
ョ
ウ
で
き
な
い

⑤

　彼
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
私
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

国

語
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5

問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

1

、
イ

2

。

ア

　
カ
タ
ン

イ

　
ケ
ッ
コ
ウ

①

　
土
地
を
タ
ン
ポ
に
金
を
借
り
る

②

　
学
問
を
タ
ン
キ
ュ
ウ
す
る

③

　
こ
の
グ
ラ
フ
は
現
状
を
タ
ン
テ
キ
に
表
し
て
い
る

④

　
卒
業
に
必
要
な
タ
ン
イ
を
取
得
す
る

⑤

　
私
は
と
て
も
タ
ン
キ
だ

①

　
失
言
に
対
し
て
コ
ウ
ギ
す
る

②

　
資
格
を
と
る
た
め
に
コ
ウ
シ
ュ
ウ
を
受
け
る

③

　
よ
り
よ
い
方
法
を
コ
ウ
ア
ン
す
る

④

　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
コ
ウ
チ
ク
す
る

⑤

　
あ
の
人
の
コ
ウ
マ
ン
な
態
度
に
我
慢
で
き
な
い

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
そ
れ
こ
そ
日
本
政
府
は
国
際
的
な
嘲
笑
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ

選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

3

。

①

　
国
家
が
国
民
を
信
用
し
て
い
な
い
か
ら

②

　
国
民
が
国
家
へ
の
不
信
感
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら

③

　
近
代
国
家
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ら

④

　
結
果
と
し
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら

⑤

　
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る
弱
腰
な
態
度
は
、
国
際
的
な
安
全
を
損
な
う
か
ら

6

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
と
⑶
は
、
同
じ
「
強
硬
な
」
で
も
意
味
が
異
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と
し
て
、
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
最
も
適
当
な
組
み
合

わ
せ
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

4

。

①

　⑵

　主
張
を
曲
げ
な
い

　
　⑶

　強
引
な

②

　⑵

　実
力
行
使
に
よ
る

　
　⑶

　妥
協
し
な
い

③

　⑵

　確
実
な

　
　
　
　
　
　⑶

　手
段
を
選
ば
な
い

④

　⑵

　厳
格
な

　
　
　
　
　
　⑶

　交
渉
し
な
い

⑤

　⑵

　強
気
な

　
　
　
　
　
　⑶

　硬
直
的
な

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

5

。

①

　Ａ

　論
理

　
　Ｂ

　追
求

②

　Ａ

　役
割

　
　Ｂ

　貫
徹

③

　Ａ

　理
念

　
　Ｂ

　実
現

④

　Ａ

　矛
盾

　
　Ｂ

　解
消

⑤

　Ａ

　責
務

　
　Ｂ

　放
棄

7

問
五

　
傍
線
部
分
⑷
「
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
」
と
筆
者
が
主
張
す
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

6

。

①

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
国
家
の
方
針
は
、
個
人
の
行
動
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら

②

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
立
場
を
貫
い
た
と
し
て
も
、
国
際
的
な
評
価
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

③

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
議
論
は
、
国
民
の
犠
牲
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら

④

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
の
根
拠
と
し
て
世
論
が
示
す
自
己
責
任
論
は
、
国
家
の
論
理
と
相
容い

れ
な
い
か
ら

⑤

　「
テ
ロ
リ
ス
ト
と
は
妥
協
せ
ず
」
と
い
う
理
念
と
国
民
の
安
全
確
保
は
、
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

問
六

　
傍
線
部
分
⑸
「「
自
己
責
任
」
と
い
う
概
念
は
さ
し
た
る
意
味
を
持
た
な
い
」
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　個
人
の
選
択
と
は
関
係
な
く
、
国
家
に
は
国
民
を
守
る
義
務
が
あ
る
か
ら

②

　テ
ロ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
適
切
で
は
な
い
か
ら

③

　長
期
的
な
安
全
保
障
の
視
点
に
立
て
ば
、
個
人
の
信
念
で
対
応
で
き
る
問
題
で
は
な
い
か
ら

④

　そ
も
そ
も
国
際
関
係
の
分
野
は
、
自
己
責
任
論
の
範
囲
外
だ
か
ら

⑤

　自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
屈
し
た
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
か
ら

8

問
七

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　Ｃ

　し
か
る
に

　
　
　
　Ｄ

　例
え
る
な
ら
ば

②

　Ｃ

　裏
を
返
せ
ば

　
　
　Ｄ

　同
様
に

③

　Ｃ

　と
こ
ろ
が

　
　
　
　Ｄ

　逆
説
的
に

④

　Ｃ

　た
だ
し

　
　
　
　
　Ｄ

　そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず

⑤

　Ｃ

　言
い
換
え
る
と

　
　Ｄ

　し
か
し

問
八

　
傍
線
部
分
⑹
「
保
障
」
の
例
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　事
故
の
損
害
は
、
加
害
者
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
べ
き
だ

②

　自
社
製
品
の
品
質
を
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

③

　借
金
の
ホ
シ
ョ
ウ
人
に
な
る

④

　年
金
だ
け
で
は
、
老
後
の
生
活
を
ホ
シ
ョ
ウ
で
き
な
い

⑤

　彼
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
私
が
ホ
シ
ョ
ウ
す
る

国

語

67国　語



9

問
九

　
傍
線
部
分
⑺
「
そ
れ
に
対
す
る
制
約
」
と
あ
る
が
、
具
体
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

10

。

①

　
テ
ニ
ス
の
試
合
観
戦
で
は
、
ラ
リ
ー
中
に
声
を
出
し
て
は
い
け
な
い

②

　
学
校
の
近
く
で
は
、
パ
チ
ン
コ
店
を
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

③

　
借
り
た
金
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
電
車
の
中
で
騒
い
で
は
い
け
な
い

⑤

　
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
医
師
か
ら
喫
煙
を
禁
止
さ
れ
て
い
る

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

①

　
国
家
の
方
針
に
反
す
る
行
動
を
と
る
者
で
あ
っ
て
も
、
国
家
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

②

　
個
人
の
自
由
は
、
国
家
に
守
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る

③

　
個
人
の
自
由
を
行
使
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
国
家
権
力
が
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
場
合
も
あ
る

⑤

　
自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
国
家
の
責
任
が
減
免
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

10

二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、『
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ン
ズ
』
と
い
う
本
で
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
と
、
彼
が
考
え
る
教
育
と
を
明
確
に
区
別
し

て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
教
育
と
は
、
学
習
者
の
頭
の
な
か
に
あ
ら
た
な
知
識
を
入
れ
込
む
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ａ

、
彼
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
教
育
と
は
学
ぶ
人
を
生
き
ら
れ
て
い
る
世
界
そ
れ
自
体
へ
と
導
き
出
す
こ
と
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。【
Ⅰ
】

学
校
教
育
で
教
え
ら
れ
、
覚
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
知
識
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
そ
う
で
す
が
、
多
く
は
国
が
決
め
て

い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
イ
ン
ゴ
ル
ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
社
会
が
定
め
る
ル
ー
ル
や
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
秩
序
と
い
っ
た
「
意
図
に
も
と
づ
く

世
界
」
に
引
っ
張
り
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
す
。【
Ⅱ
】

イ
ン
ゴ
ル
ド
が
人
類
学
の
教
育
的
な
潜
在
力
を
考
え
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
の
生
き
て
い
る
現
実
か
ら
離
れ
た
一
般
的
な
知
識
を
頭

の
な
か
に
詰
め
込
む
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
別
具
体
的
な
経
験
の
世
界
へ
と
導
き
出
す
よ
う
な
教
育
で
す
。【
Ⅲ
】
そ
こ
で
必
要
な
の
が
、
知
識
で

武
装
す
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
生
じ
て
い
る
経
験
の
世
界
に
慎
重
に
注
意
を
払
う
た
め
の
方
法
で
す
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、

「
迷ラ
ビ
リ
ン
ス宮

」
と
「
迷メ

イ
ズ路

」
と
い
う
た
と
え
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ふ
た
つ
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
か
り
や
す
い
「
迷
宮
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
登
下
校
時
の
子
ど
も
た
ち
の
歩
み
を
例
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
通

学
路
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
み
て
目
的
地
へ
の
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
の
で
は
な
く
、
驚
き
と
発
見
に
満
ち
た
曲
が
り
く
ね
り
と
し
て
と
ら
え
て
歩
い
て
い
る
は
ず
だ
、

と
。最

近
の
日
本
の
小
学
校
は
通
学
路
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
り
、
道
草
を
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
指
導
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

の
で
す
が
、
子
ど
も
は
本
来
、
大
人
た
ち
が
定
め
た
ル
ー
ト
を
そ
れ
て
道
草
を
す
る
の
が
大
好
き
で
す
。

一
方
、
都
市
で
働
い
て
い
る
大
人
た
ち
は
、
あ
る
地
点
か
ら
目
的
地
に
向
け
て
、
ナ
ビ
に
従
っ
て
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
よ
う
に
歩
き
ま
す
。
そ
こ
で
あ

ら
わ
れ
る
道
が
「
迷
路
」
で
す
。
目
的
地
に
速
や
か
に
到
達
す
る
こ
と
し
か
頭
に
な
く
、
誰
か
に
話
し
か
け
ら
れ
て
足
が
止
ま
っ
た
り
、
ル
ー
ト
と
は
違

う
道
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
が
あ
る
種
の
「
失
敗
」
と
し
て
経
験
さ
れ
ま
す
。

（
注
）

⑴
⑵

11

迷
路
を
進
む
と
き
、
私
た
ち
は
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
進
み
ま
す
。
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
意
図
さ
れ
、
決
め
ら
れ
た
知
識
を
覚
え
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
覚
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
で
き
れ
ば
最
短
で
簡
単
に
覚
え
ら

れ
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
は
、
最
短
ル
ー
ト
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
道
の
選
び
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
複
数
の
選
択
肢
は
、

い
ず
れ
も
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
目
的
か
ら
逸そ

れ
る
と
い
う
意
味
で
、
迷
路
の
「
行
き
止
ま
り
」
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「

Ｂ

」
の
道
を
た
ど
る
子
ど
も
た
ち
は
、
た
と
え
ば
道
に
不
思
議
な
虫
が
い
れ
ば
、
足
を
止
め
、
じ
っ
と
そ
れ
を
観
察
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

や
っ
て
そ
の
虫
を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
脇
道
に
入
り
込
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
瞬
間
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
目
的
地
で
あ
る
「
学
校
」
や

「
家
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
頭
か
ら
消
え
て
い
ま
す
。

Ｃ

を
進
む
大
人
た
ち
が
目
的
地
に
向
か
う
こ
と
以
外
に
関
心
を
払
わ
ず
、
行
先
以
外
は

視
界
に
も
入
ら
な
く
な
る
の
と
は
対
照
的
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

Ｄ

が
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

Ｅ

は
閉
じ
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。

迷
路
を
進
む
と
き
、
で
き
れ
ば
最
短
で
目
的
地
に
到
達
し
た
い
の
で
、
そ
の
途
中
で
起
き
る
出
来
事
は
、
す
べ
て
余
計
な
こ
と
だ
し
、
な
い
ほ
う
が
よ
い

も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
、
と
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
言
い
ま
す
。【
Ⅳ
】

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
日
本
の
都
会
の
通
勤
電
車
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。
通
勤
電
車
が
毎
日
楽
し
い
と
い
う
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
で

し
ょ
う
。
電
車
の
な
か
で
は
、
み
ん
な
携
帯
を
見
つ
め
る
ば
か
り
で
、
周
囲
に
注
意
を
払
っ
た
り
、
隣
の
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
乗
客
は

ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
の
満
員
電
車
な
ら
な
お
さ
ら
そ
う
で
す
。
一
刻
も
早
く
目
的
地
に
着
い
て
ほ
し
い
と
、
外
の
世
界
へ
の
意
識
や
感

覚
を
麻
痺ひ

さ
せ
て
、
じ
っ
と
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
そ
の
時
間
が
過
ぎ
去
る
の
を
こ
ら
え
る
。
そ
の
と
き
、「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
は
世
界
に
対

し
て
閉
じ
て
い
て
、
存
在
そ
の
も
の
が
世
界
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

寄
り
道
を
し
な
が
ら
、
周
囲
の
こ
と
に
注
意
を
払
い
、
感
覚
を
研
ぎ
す
ま
し
て
驚
き
と
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
と
、
な
ん
と

違
う
こ
と
か
、
ち
ょ
っ
と
目
眩ま

い

が
す
る
く
ら
い
の
距
離
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
迷
宮
の
歩
み
は
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
こ
う
と
い
っ
た
「

Ｆ

」
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
た
え
ま
な
い
周
囲
の
世
界
へ
の

「

Ｇ

」
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
自
分
の
周
り
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
歩
む
者
は
、
世
界
と
対
話
し
、
影
響
を
与

⑶

⑷

12

え
合
い
、
自
分
も
周
囲
も
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

Ｈ

、
世
界
の
な
か
に
確
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。【
Ⅴ
】

ち
ょ
っ
と
抽
象
的
な
書
き
方
な
の
で
す
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
迷
宮
と
迷
路
の
対
比
か
ら
言
お
う
と
し
て
い
る
違
い
は
、
ぼ
ん
や
り
と
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。学

校
教
育
が
意
図
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
「
知
識
」
を
教
え
込
む
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か
、
そ
の
歩
み
の
な
か

で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
や
周
囲
の
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
観
察
と
対
話
を
と
お
し
て
、
生
き
抜
く
方
法
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
「
知
恵
」
な
の
で
す
。

（
中
略
）

自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
た
り
、
そ
の
優
位
さ
を
振
り
か
ざ
し
た
り
す
る
人
は
、
知
識
を
ど
こ
か
違
う
場
所
か
ら
収
集
し
て
、
あ
て
は

め
る
こ
と
ば
か
り
に
夢
中
に
な
る
も
の
で
す
。
自
分
が
直
面
し
て
い
る
現
実
を
ち
ゃ
ん
と
見
な
い
ま
ま
、
自
分
の
そ
ば
に
い
る
他
者
や
そ
の
場
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
あ
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
い
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
考
え
る
人
類
学
的
な
「
知
恵
」
と
は
、
自
分
の
目
の
前
の
現
実
や
周
囲
の
人
び
と
を
し
っ
か
り
と
観
察
し
、
そ
の
動

き
に
ツ
イ
ジ
ュ
ウ
し
な
が
ら
世
界
を
把
握
す
る
方
法
で
す
。
目
的
地
に
一
足
飛
び
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
た
ら
う
ま
く
や

れ
る
の
か
、
現
実
や
他
者
と
の
調
和
の
道
を
慎
重
に
タ
ン
サ
ク
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
歩
み
な
の
で
す
。

（
松
村
圭
一
郎
『
こ
れ
か
ら
の
大
学
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　イ
ン
ゴ
ル
ド

　イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
。
一
九
四
八
〜

ア

イ

66 国　語



9

問
九

　
傍
線
部
分
⑺
「
そ
れ
に
対
す
る
制
約
」
と
あ
る
が
、
具
体
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

10

。

①

　
テ
ニ
ス
の
試
合
観
戦
で
は
、
ラ
リ
ー
中
に
声
を
出
し
て
は
い
け
な
い

②

　
学
校
の
近
く
で
は
、
パ
チ
ン
コ
店
を
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

③

　
借
り
た
金
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
電
車
の
中
で
騒
い
で
は
い
け
な
い

⑤

　
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
医
師
か
ら
喫
煙
を
禁
止
さ
れ
て
い
る

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

①

　
国
家
の
方
針
に
反
す
る
行
動
を
と
る
者
で
あ
っ
て
も
、
国
家
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

②

　
個
人
の
自
由
は
、
国
家
に
守
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る

③

　
個
人
の
自
由
を
行
使
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
国
家
権
力
が
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
場
合
も
あ
る

⑤

　
自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
国
家
の
責
任
が
減
免
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

10

二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、『
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ン
ズ
』
と
い
う
本
で
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
と
、
彼
が
考
え
る
教
育
と
を
明
確
に
区
別
し

て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
教
育
と
は
、
学
習
者
の
頭
の
な
か
に
あ
ら
た
な
知
識
を
入
れ
込
む
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ａ

、
彼
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
教
育
と
は
学
ぶ
人
を
生
き
ら
れ
て
い
る
世
界
そ
れ
自
体
へ
と
導
き
出
す
こ
と
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。【
Ⅰ
】

学
校
教
育
で
教
え
ら
れ
、
覚
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
知
識
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
そ
う
で
す
が
、
多
く
は
国
が
決
め
て

い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
イ
ン
ゴ
ル
ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
社
会
が
定
め
る
ル
ー
ル
や
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
秩
序
と
い
っ
た
「
意
図
に
も
と
づ
く

世
界
」
に
引
っ
張
り
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
す
。【
Ⅱ
】

イ
ン
ゴ
ル
ド
が
人
類
学
の
教
育
的
な
潜
在
力
を
考
え
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
の
生
き
て
い
る
現
実
か
ら
離
れ
た
一
般
的
な
知
識
を
頭

の
な
か
に
詰
め
込
む
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
別
具
体
的
な
経
験
の
世
界
へ
と
導
き
出
す
よ
う
な
教
育
で
す
。【
Ⅲ
】
そ
こ
で
必
要
な
の
が
、
知
識
で

武
装
す
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
生
じ
て
い
る
経
験
の
世
界
に
慎
重
に
注
意
を
払
う
た
め
の
方
法
で
す
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、

「
迷ラ

ビ
リ
ン
ス宮

」
と
「
迷メ

イ
ズ路

」
と
い
う
た
と
え
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ふ
た
つ
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
か
り
や
す
い
「
迷
宮
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
登
下
校
時
の
子
ど
も
た
ち
の
歩
み
を
例
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
通

学
路
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
み
て
目
的
地
へ
の
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
の
で
は
な
く
、
驚
き
と
発
見
に
満
ち
た
曲
が
り
く
ね
り
と
し
て
と
ら
え
て
歩
い
て
い
る
は
ず
だ
、

と
。最

近
の
日
本
の
小
学
校
は
通
学
路
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
り
、
道
草
を
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
指
導
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

の
で
す
が
、
子
ど
も
は
本
来
、
大
人
た
ち
が
定
め
た
ル
ー
ト
を
そ
れ
て
道
草
を
す
る
の
が
大
好
き
で
す
。

一
方
、
都
市
で
働
い
て
い
る
大
人
た
ち
は
、
あ
る
地
点
か
ら
目
的
地
に
向
け
て
、
ナ
ビ
に
従
っ
て
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
よ
う
に
歩
き
ま
す
。
そ
こ
で
あ

ら
わ
れ
る
道
が
「
迷
路
」
で
す
。
目
的
地
に
速
や
か
に
到
達
す
る
こ
と
し
か
頭
に
な
く
、
誰
か
に
話
し
か
け
ら
れ
て
足
が
止
ま
っ
た
り
、
ル
ー
ト
と
は
違

う
道
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
が
あ
る
種
の
「
失
敗
」
と
し
て
経
験
さ
れ
ま
す
。

（
注
）

⑴
⑵

11

迷
路
を
進
む
と
き
、
私
た
ち
は
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
進
み
ま
す
。
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
意
図
さ
れ
、
決
め
ら
れ
た
知
識
を
覚
え
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
覚
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
で
き
れ
ば
最
短
で
簡
単
に
覚
え
ら

れ
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
は
、
最
短
ル
ー
ト
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
道
の
選
び
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
複
数
の
選
択
肢
は
、

い
ず
れ
も
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
目
的
か
ら
逸そ

れ
る
と
い
う
意
味
で
、
迷
路
の
「
行
き
止
ま
り
」
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「

Ｂ

」
の
道
を
た
ど
る
子
ど
も
た
ち
は
、
た
と
え
ば
道
に
不
思
議
な
虫
が
い
れ
ば
、
足
を
止
め
、
じ
っ
と
そ
れ
を
観
察
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

や
っ
て
そ
の
虫
を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
脇
道
に
入
り
込
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
瞬
間
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
目
的
地
で
あ
る
「
学
校
」
や

「
家
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
頭
か
ら
消
え
て
い
ま
す
。

Ｃ

を
進
む
大
人
た
ち
が
目
的
地
に
向
か
う
こ
と
以
外
に
関
心
を
払
わ
ず
、
行
先
以
外
は

視
界
に
も
入
ら
な
く
な
る
の
と
は
対
照
的
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

Ｄ

が
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

Ｅ

は
閉
じ
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。

迷
路
を
進
む
と
き
、
で
き
れ
ば
最
短
で
目
的
地
に
到
達
し
た
い
の
で
、
そ
の
途
中
で
起
き
る
出
来
事
は
、
す
べ
て
余
計
な
こ
と
だ
し
、
な
い
ほ
う
が
よ
い

も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
、
と
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
言
い
ま
す
。【
Ⅳ
】

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
日
本
の
都
会
の
通
勤
電
車
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。
通
勤
電
車
が
毎
日
楽
し
い
と
い
う
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
で

し
ょ
う
。
電
車
の
な
か
で
は
、
み
ん
な
携
帯
を
見
つ
め
る
ば
か
り
で
、
周
囲
に
注
意
を
払
っ
た
り
、
隣
の
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
乗
客
は

ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
の
満
員
電
車
な
ら
な
お
さ
ら
そ
う
で
す
。
一
刻
も
早
く
目
的
地
に
着
い
て
ほ
し
い
と
、
外
の
世
界
へ
の
意
識
や
感

覚
を
麻
痺ひ

さ
せ
て
、
じ
っ
と
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
そ
の
時
間
が
過
ぎ
去
る
の
を
こ
ら
え
る
。
そ
の
と
き
、「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
は
世
界
に
対

し
て
閉
じ
て
い
て
、
存
在
そ
の
も
の
が
世
界
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

寄
り
道
を
し
な
が
ら
、
周
囲
の
こ
と
に
注
意
を
払
い
、
感
覚
を
研
ぎ
す
ま
し
て
驚
き
と
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
と
、
な
ん
と

違
う
こ
と
か
、
ち
ょ
っ
と
目
眩ま

い

が
す
る
く
ら
い
の
距
離
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
迷
宮
の
歩
み
は
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
こ
う
と
い
っ
た
「

Ｆ

」
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
た
え
ま
な
い
周
囲
の
世
界
へ
の

「

Ｇ

」
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
自
分
の
周
り
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
歩
む
者
は
、
世
界
と
対
話
し
、
影
響
を
与

⑶

⑷

12

え
合
い
、
自
分
も
周
囲
も
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

Ｈ

、
世
界
の
な
か
に
確
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。【
Ⅴ
】

ち
ょ
っ
と
抽
象
的
な
書
き
方
な
の
で
す
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
迷
宮
と
迷
路
の
対
比
か
ら
言
お
う
と
し
て
い
る
違
い
は
、
ぼ
ん
や
り
と
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。学

校
教
育
が
意
図
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
「
知
識
」
を
教
え
込
む
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か
、
そ
の
歩
み
の
な
か

で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
や
周
囲
の
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
観
察
と
対
話
を
と
お
し
て
、
生
き
抜
く
方
法
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
「
知
恵
」
な
の
で
す
。

（
中
略
）

自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
た
り
、
そ
の
優
位
さ
を
振
り
か
ざ
し
た
り
す
る
人
は
、
知
識
を
ど
こ
か
違
う
場
所
か
ら
収
集
し
て
、
あ
て
は

め
る
こ
と
ば
か
り
に
夢
中
に
な
る
も
の
で
す
。
自
分
が
直
面
し
て
い
る
現
実
を
ち
ゃ
ん
と
見
な
い
ま
ま
、
自
分
の
そ
ば
に
い
る
他
者
や
そ
の
場
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
あ
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
い
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
考
え
る
人
類
学
的
な
「
知
恵
」
と
は
、
自
分
の
目
の
前
の
現
実
や
周
囲
の
人
び
と
を
し
っ
か
り
と
観
察
し
、
そ
の
動

き
に
ツ
イ
ジ
ュ
ウ
し
な
が
ら
世
界
を
把
握
す
る
方
法
で
す
。
目
的
地
に
一
足
飛
び
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
た
ら
う
ま
く
や

れ
る
の
か
、
現
実
や
他
者
と
の
調
和
の
道
を
慎
重
に
タ
ン
サ
ク
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
歩
み
な
の
で
す
。

（
松
村
圭
一
郎
『
こ
れ
か
ら
の
大
学
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　イ
ン
ゴ
ル
ド

　イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
。
一
九
四
八
〜

ア

イ
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9

問
九

　
傍
線
部
分
⑺
「
そ
れ
に
対
す
る
制
約
」
と
あ
る
が
、
具
体
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

10

。

①

　
テ
ニ
ス
の
試
合
観
戦
で
は
、
ラ
リ
ー
中
に
声
を
出
し
て
は
い
け
な
い

②

　
学
校
の
近
く
で
は
、
パ
チ
ン
コ
店
を
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

③

　
借
り
た
金
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
電
車
の
中
で
騒
い
で
は
い
け
な
い

⑤

　
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
医
師
か
ら
喫
煙
を
禁
止
さ
れ
て
い
る

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

①

　
国
家
の
方
針
に
反
す
る
行
動
を
と
る
者
で
あ
っ
て
も
、
国
家
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

②

　
個
人
の
自
由
は
、
国
家
に
守
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る

③

　
個
人
の
自
由
を
行
使
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
国
家
権
力
が
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
場
合
も
あ
る

⑤

　
自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
国
家
の
責
任
が
減
免
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

10

二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、『
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ン
ズ
』
と
い
う
本
で
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
と
、
彼
が
考
え
る
教
育
と
を
明
確
に
区
別
し

て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
教
育
と
は
、
学
習
者
の
頭
の
な
か
に
あ
ら
た
な
知
識
を
入
れ
込
む
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ａ

、
彼
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
教
育
と
は
学
ぶ
人
を
生
き
ら
れ
て
い
る
世
界
そ
れ
自
体
へ
と
導
き
出
す
こ
と
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。【
Ⅰ
】

学
校
教
育
で
教
え
ら
れ
、
覚
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
知
識
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
そ
う
で
す
が
、
多
く
は
国
が
決
め
て

い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
イ
ン
ゴ
ル
ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
社
会
が
定
め
る
ル
ー
ル
や
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
秩
序
と
い
っ
た
「
意
図
に
も
と
づ
く

世
界
」
に
引
っ
張
り
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
す
。【
Ⅱ
】

イ
ン
ゴ
ル
ド
が
人
類
学
の
教
育
的
な
潜
在
力
を
考
え
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
の
生
き
て
い
る
現
実
か
ら
離
れ
た
一
般
的
な
知
識
を
頭

の
な
か
に
詰
め
込
む
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
別
具
体
的
な
経
験
の
世
界
へ
と
導
き
出
す
よ
う
な
教
育
で
す
。【
Ⅲ
】
そ
こ
で
必
要
な
の
が
、
知
識
で

武
装
す
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
生
じ
て
い
る
経
験
の
世
界
に
慎
重
に
注
意
を
払
う
た
め
の
方
法
で
す
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、

「
迷ラ
ビ
リ
ン
ス宮

」
と
「
迷メ

イ
ズ路

」
と
い
う
た
と
え
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ふ
た
つ
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
か
り
や
す
い
「
迷
宮
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
登
下
校
時
の
子
ど
も
た
ち
の
歩
み
を
例
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
通

学
路
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
み
て
目
的
地
へ
の
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
の
で
は
な
く
、
驚
き
と
発
見
に
満
ち
た
曲
が
り
く
ね
り
と
し
て
と
ら
え
て
歩
い
て
い
る
は
ず
だ
、

と
。最

近
の
日
本
の
小
学
校
は
通
学
路
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
り
、
道
草
を
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
指
導
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

の
で
す
が
、
子
ど
も
は
本
来
、
大
人
た
ち
が
定
め
た
ル
ー
ト
を
そ
れ
て
道
草
を
す
る
の
が
大
好
き
で
す
。

一
方
、
都
市
で
働
い
て
い
る
大
人
た
ち
は
、
あ
る
地
点
か
ら
目
的
地
に
向
け
て
、
ナ
ビ
に
従
っ
て
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
よ
う
に
歩
き
ま
す
。
そ
こ
で
あ

ら
わ
れ
る
道
が
「
迷
路
」
で
す
。
目
的
地
に
速
や
か
に
到
達
す
る
こ
と
し
か
頭
に
な
く
、
誰
か
に
話
し
か
け
ら
れ
て
足
が
止
ま
っ
た
り
、
ル
ー
ト
と
は
違

う
道
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
が
あ
る
種
の
「
失
敗
」
と
し
て
経
験
さ
れ
ま
す
。

（
注
）

⑴
⑵
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迷
路
を
進
む
と
き
、
私
た
ち
は
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
進
み
ま
す
。
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
意
図
さ
れ
、
決
め
ら
れ
た
知
識
を
覚
え
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
覚
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
で
き
れ
ば
最
短
で
簡
単
に
覚
え
ら

れ
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
は
、
最
短
ル
ー
ト
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
道
の
選
び
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
複
数
の
選
択
肢
は
、

い
ず
れ
も
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
目
的
か
ら
逸そ

れ
る
と
い
う
意
味
で
、
迷
路
の
「
行
き
止
ま
り
」
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「

Ｂ

」
の
道
を
た
ど
る
子
ど
も
た
ち
は
、
た
と
え
ば
道
に
不
思
議
な
虫
が
い
れ
ば
、
足
を
止
め
、
じ
っ
と
そ
れ
を
観
察
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

や
っ
て
そ
の
虫
を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
脇
道
に
入
り
込
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
瞬
間
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
目
的
地
で
あ
る
「
学
校
」
や

「
家
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
頭
か
ら
消
え
て
い
ま
す
。

Ｃ

を
進
む
大
人
た
ち
が
目
的
地
に
向
か
う
こ
と
以
外
に
関
心
を
払
わ
ず
、
行
先
以
外
は

視
界
に
も
入
ら
な
く
な
る
の
と
は
対
照
的
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

Ｄ

が
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

Ｅ

は
閉
じ
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。

迷
路
を
進
む
と
き
、
で
き
れ
ば
最
短
で
目
的
地
に
到
達
し
た
い
の
で
、
そ
の
途
中
で
起
き
る
出
来
事
は
、
す
べ
て
余
計
な
こ
と
だ
し
、
な
い
ほ
う
が
よ
い

も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
、
と
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
言
い
ま
す
。【
Ⅳ
】

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
日
本
の
都
会
の
通
勤
電
車
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。
通
勤
電
車
が
毎
日
楽
し
い
と
い
う
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
で

し
ょ
う
。
電
車
の
な
か
で
は
、
み
ん
な
携
帯
を
見
つ
め
る
ば
か
り
で
、
周
囲
に
注
意
を
払
っ
た
り
、
隣
の
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
乗
客
は

ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
の
満
員
電
車
な
ら
な
お
さ
ら
そ
う
で
す
。
一
刻
も
早
く
目
的
地
に
着
い
て
ほ
し
い
と
、
外
の
世
界
へ
の
意
識
や
感

覚
を
麻
痺ひ

さ
せ
て
、
じ
っ
と
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
そ
の
時
間
が
過
ぎ
去
る
の
を
こ
ら
え
る
。
そ
の
と
き
、「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
は
世
界
に
対

し
て
閉
じ
て
い
て
、
存
在
そ
の
も
の
が
世
界
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

寄
り
道
を
し
な
が
ら
、
周
囲
の
こ
と
に
注
意
を
払
い
、
感
覚
を
研
ぎ
す
ま
し
て
驚
き
と
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
と
、
な
ん
と

違
う
こ
と
か
、
ち
ょ
っ
と
目
眩ま

い

が
す
る
く
ら
い
の
距
離
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
迷
宮
の
歩
み
は
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
こ
う
と
い
っ
た
「

Ｆ

」
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
た
え
ま
な
い
周
囲
の
世
界
へ
の

「

Ｇ

」
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
自
分
の
周
り
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
歩
む
者
は
、
世
界
と
対
話
し
、
影
響
を
与

⑶

⑷

12

え
合
い
、
自
分
も
周
囲
も
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

Ｈ

、
世
界
の
な
か
に
確
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。【
Ⅴ
】

ち
ょ
っ
と
抽
象
的
な
書
き
方
な
の
で
す
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
迷
宮
と
迷
路
の
対
比
か
ら
言
お
う
と
し
て
い
る
違
い
は
、
ぼ
ん
や
り
と
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。学

校
教
育
が
意
図
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
「
知
識
」
を
教
え
込
む
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か
、
そ
の
歩
み
の
な
か

で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
や
周
囲
の
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
観
察
と
対
話
を
と
お
し
て
、
生
き
抜
く
方
法
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
「
知
恵
」
な
の
で
す
。

（
中
略
）

自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
た
り
、
そ
の
優
位
さ
を
振
り
か
ざ
し
た
り
す
る
人
は
、
知
識
を
ど
こ
か
違
う
場
所
か
ら
収
集
し
て
、
あ
て
は

め
る
こ
と
ば
か
り
に
夢
中
に
な
る
も
の
で
す
。
自
分
が
直
面
し
て
い
る
現
実
を
ち
ゃ
ん
と
見
な
い
ま
ま
、
自
分
の
そ
ば
に
い
る
他
者
や
そ
の
場
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
あ
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
い
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
考
え
る
人
類
学
的
な
「
知
恵
」
と
は
、
自
分
の
目
の
前
の
現
実
や
周
囲
の
人
び
と
を
し
っ
か
り
と
観
察
し
、
そ
の
動

き
に
ツ
イ
ジ
ュ
ウ
し
な
が
ら
世
界
を
把
握
す
る
方
法
で
す
。
目
的
地
に
一
足
飛
び
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
た
ら
う
ま
く
や

れ
る
の
か
、
現
実
や
他
者
と
の
調
和
の
道
を
慎
重
に
タ
ン
サ
ク
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
歩
み
な
の
で
す
。

（
松
村
圭
一
郎
『
こ
れ
か
ら
の
大
学
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　イ
ン
ゴ
ル
ド

　イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
。
一
九
四
八
〜

ア

イ
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問
九

　
傍
線
部
分
⑺
「
そ
れ
に
対
す
る
制
約
」
と
あ
る
が
、
具
体
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

10

。

①

　
テ
ニ
ス
の
試
合
観
戦
で
は
、
ラ
リ
ー
中
に
声
を
出
し
て
は
い
け
な
い

②

　
学
校
の
近
く
で
は
、
パ
チ
ン
コ
店
を
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

③

　
借
り
た
金
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
電
車
の
中
で
騒
い
で
は
い
け
な
い

⑤

　
病
気
に
な
っ
た
の
で
、
医
師
か
ら
喫
煙
を
禁
止
さ
れ
て
い
る

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

①

　
国
家
の
方
針
に
反
す
る
行
動
を
と
る
者
で
あ
っ
て
も
、
国
家
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

②

　
個
人
の
自
由
は
、
国
家
に
守
ら
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
も
の
で
あ
る

③

　
個
人
の
自
由
を
行
使
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

　
国
家
権
力
が
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
場
合
も
あ
る

⑤

　
自
己
責
任
論
を
展
開
し
て
も
、
国
家
の
責
任
が
減
免
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

10

二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、『
ラ
イ
フ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
ン
ズ
』
と
い
う
本
で
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
と
、
彼
が
考
え
る
教
育
と
を
明
確
に
区
別
し

て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
教
育
と
は
、
学
習
者
の
頭
の
な
か
に
あ
ら
た
な
知
識
を
入
れ
込
む
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ａ

、
彼
は
そ
う
で
は
な
く

て
、
教
育
と
は
学
ぶ
人
を
生
き
ら
れ
て
い
る
世
界
そ
れ
自
体
へ
と
導
き
出
す
こ
と
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。【
Ⅰ
】

学
校
教
育
で
教
え
ら
れ
、
覚
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
知
識
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
そ
う
で
す
が
、
多
く
は
国
が
決
め
て

い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
イ
ン
ゴ
ル
ド
に
言
わ
せ
れ
ば
、
あ
る
社
会
が
定
め
る
ル
ー
ル
や
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
秩
序
と
い
っ
た
「
意
図
に
も
と
づ
く

世
界
」
に
引
っ
張
り
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
す
。【
Ⅱ
】

イ
ン
ゴ
ル
ド
が
人
類
学
の
教
育
的
な
潜
在
力
を
考
え
る
と
き
に
想
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
人
の
生
き
て
い
る
現
実
か
ら
離
れ
た
一
般
的
な
知
識
を
頭

の
な
か
に
詰
め
込
む
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
個
別
具
体
的
な
経
験
の
世
界
へ
と
導
き
出
す
よ
う
な
教
育
で
す
。【
Ⅲ
】
そ
こ
で
必
要
な
の
が
、
知
識
で

武
装
す
る
の
で
は
な
く
、
目
の
前
に
生
じ
て
い
る
経
験
の
世
界
に
慎
重
に
注
意
を
払
う
た
め
の
方
法
で
す
。
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、

「
迷ラ
ビ
リ
ン
ス宮

」
と
「
迷メ

イ
ズ路

」
と
い
う
た
と
え
を
使
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ふ
た
つ
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
か
り
や
す
い
「
迷
宮
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
登
下
校
時
の
子
ど
も
た
ち
の
歩
み
を
例
に
あ
げ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
通

学
路
を
俯ふ

瞰か
ん

的
に
み
て
目
的
地
へ
の
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
の
で
は
な
く
、
驚
き
と
発
見
に
満
ち
た
曲
が
り
く
ね
り
と
し
て
と
ら
え
て
歩
い
て
い
る
は
ず
だ
、

と
。最

近
の
日
本
の
小
学
校
は
通
学
路
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
り
、
道
草
を
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
、
と
指
導
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

の
で
す
が
、
子
ど
も
は
本
来
、
大
人
た
ち
が
定
め
た
ル
ー
ト
を
そ
れ
て
道
草
を
す
る
の
が
大
好
き
で
す
。

一
方
、
都
市
で
働
い
て
い
る
大
人
た
ち
は
、
あ
る
地
点
か
ら
目
的
地
に
向
け
て
、
ナ
ビ
に
従
っ
て
最
短
ル
ー
ト
を
進
む
よ
う
に
歩
き
ま
す
。
そ
こ
で
あ

ら
わ
れ
る
道
が
「
迷
路
」
で
す
。
目
的
地
に
速
や
か
に
到
達
す
る
こ
と
し
か
頭
に
な
く
、
誰
か
に
話
し
か
け
ら
れ
て
足
が
止
ま
っ
た
り
、
ル
ー
ト
と
は
違

う
道
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
も
が
あ
る
種
の
「
失
敗
」
と
し
て
経
験
さ
れ
ま
す
。

（
注
）

⑴
⑵
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迷
路
を
進
む
と
き
、
私
た
ち
は
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
進
み
ま
す
。
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
意
図
さ
れ
、
決
め
ら
れ
た
知
識
を
覚
え
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
覚
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
で
き
れ
ば
最
短
で
簡
単
に
覚
え
ら

れ
れ
ば
そ
れ
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
来
は
、
最
短
ル
ー
ト
以
外
に
も
い
ろ
ん
な
道
の
選
び
方
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
複
数
の
選
択
肢
は
、

い
ず
れ
も
目
的
地
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
目
的
か
ら
逸そ

れ
る
と
い
う
意
味
で
、
迷
路
の
「
行
き
止
ま
り
」
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「

Ｂ

」
の
道
を
た
ど
る
子
ど
も
た
ち
は
、
た
と
え
ば
道
に
不
思
議
な
虫
が
い
れ
ば
、
足
を
止
め
、
じ
っ
と
そ
れ
を
観
察
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

や
っ
て
そ
の
虫
を
追
い
か
け
て
い
る
う
ち
に
、
脇
道
に
入
り
込
む
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
瞬
間
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
目
的
地
で
あ
る
「
学
校
」
や

「
家
」
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
頭
か
ら
消
え
て
い
ま
す
。

Ｃ

を
進
む
大
人
た
ち
が
目
的
地
に
向
か
う
こ
と
以
外
に
関
心
を
払
わ
ず
、
行
先
以
外
は

視
界
に
も
入
ら
な
く
な
る
の
と
は
対
照
的
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、

Ｄ

が
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

Ｅ

は
閉
じ
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。

迷
路
を
進
む
と
き
、
で
き
れ
ば
最
短
で
目
的
地
に
到
達
し
た
い
の
で
、
そ
の
途
中
で
起
き
る
出
来
事
は
、
す
べ
て
余
計
な
こ
と
だ
し
、
な
い
ほ
う
が
よ
い

も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
、
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
、
と
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
言
い
ま
す
。【
Ⅳ
】

こ
れ
を
読
ん
だ
と
き
、
私
は
日
本
の
都
会
の
通
勤
電
車
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。
通
勤
電
車
が
毎
日
楽
し
い
と
い
う
人
は
め
っ
た
に
い
な
い
で

し
ょ
う
。
電
車
の
な
か
で
は
、
み
ん
な
携
帯
を
見
つ
め
る
ば
か
り
で
、
周
囲
に
注
意
を
払
っ
た
り
、
隣
の
人
と
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
ん
だ
り
す
る
乗
客
は

ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
の
満
員
電
車
な
ら
な
お
さ
ら
そ
う
で
す
。
一
刻
も
早
く
目
的
地
に
着
い
て
ほ
し
い
と
、
外
の
世
界
へ
の
意
識
や
感

覚
を
麻
痺ひ

さ
せ
て
、
じ
っ
と
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
そ
の
時
間
が
過
ぎ
去
る
の
を
こ
ら
え
る
。
そ
の
と
き
、「
わ
た
し
」
と
い
う
存
在
は
世
界
に
対

し
て
閉
じ
て
い
て
、
存
在
そ
の
も
の
が
世
界
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

寄
り
道
を
し
な
が
ら
、
周
囲
の
こ
と
に
注
意
を
払
い
、
感
覚
を
研
ぎ
す
ま
し
て
驚
き
と
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
を
楽
し
ん
で
い
る
子
ど
も
た
ち
と
、
な
ん
と

違
う
こ
と
か
、
ち
ょ
っ
と
目
眩ま

い

が
す
る
く
ら
い
の
距
離
で
す
。

イ
ン
ゴ
ル
ド
は
、
迷
宮
の
歩
み
は
、
目
的
地
に
た
ど
り
着
こ
う
と
い
っ
た
「

Ｆ

」
に
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
た
え
ま
な
い
周
囲
の
世
界
へ
の

「

Ｇ

」
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
自
分
の
周
り
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
歩
む
者
は
、
世
界
と
対
話
し
、
影
響
を
与

⑶

⑷

12

え
合
い
、
自
分
も
周
囲
も
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

Ｈ

、
世
界
の
な
か
に
確
実
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。【
Ⅴ
】

ち
ょ
っ
と
抽
象
的
な
書
き
方
な
の
で
す
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
迷
宮
と
迷
路
の
対
比
か
ら
言
お
う
と
し
て
い
る
違
い
は
、
ぼ
ん
や
り
と
わ
か
る
と
思
い
ま

す
。学

校
教
育
が
意
図
を
も
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
「
知
識
」
を
教
え
込
む
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
か
、
そ
の
歩
み
の
な
か

で
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
や
周
囲
の
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
観
察
と
対
話
を
と
お
し
て
、
生
き
抜
く
方
法
を
見
い
だ
し
て
い
く
こ
と
が
「
知
恵
」
な
の
で
す
。

（
中
略
）

自
分
の
知
っ
て
い
る
知
識
を
ひ
け
ら
か
し
た
り
、
そ
の
優
位
さ
を
振
り
か
ざ
し
た
り
す
る
人
は
、
知
識
を
ど
こ
か
違
う
場
所
か
ら
収
集
し
て
、
あ
て
は

め
る
こ
と
ば
か
り
に
夢
中
に
な
る
も
の
で
す
。
自
分
が
直
面
し
て
い
る
現
実
を
ち
ゃ
ん
と
見
な
い
ま
ま
、
自
分
の
そ
ば
に
い
る
他
者
や
そ
の
場
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
あ
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
い
の
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
が
考
え
る
人
類
学
的
な
「
知
恵
」
と
は
、
自
分
の
目
の
前
の
現
実
や
周
囲
の
人
び
と
を
し
っ
か
り
と
観
察
し
、
そ
の
動

き
に
ツ
イ
ジ
ュ
ウ
し
な
が
ら
世
界
を
把
握
す
る
方
法
で
す
。
目
的
地
に
一
足
飛
び
に
た
ど
り
着
く
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
ど
う
し
た
ら
う
ま
く
や

れ
る
の
か
、
現
実
や
他
者
と
の
調
和
の
道
を
慎
重
に
タ
ン
サ
ク
し
な
が
ら
進
ん
で
い
く
歩
み
な
の
で
す
。

（
松
村
圭
一
郎
『
こ
れ
か
ら
の
大
学
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　イ
ン
ゴ
ル
ド

　イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
。
一
九
四
八
〜

ア

イ
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問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

12

、

イ

13

。

ア

　ツ
イ
ジ
ュ
ウ

イ

　タ
ン
サ
ク

①

　ア
ン
ジ
ュ
ウ
の
地
を
求
め
る

②

　研
究
に
ジ
ュ
ウ
ジ
す
る

③

　道
路
が
ジ
ュ
ウ
タ
イ
す
る

④

　相
手
を
カ
イ
ジ
ュ
ウ
す
る

⑤

　ガ
ス
が
室
内
に
ジ
ュ
ウ
マ
ン
す
る

①

　文
章
を
テ
ン
サ
ク
す
る

②

　敵
の
サ
ク
リ
ャ
ク
に
は
ま
る

③

　本
の
サ
ク
イ
ン
を
つ
く
る

④

　情
報
が
コ
ウ
サ
ク
す
る

⑤

　サ
ク
イ
的
な
も
の
を
感
じ
る

問
二

　
空
欄
Ａ
、
Ｈ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ａ

14

、
Ｈ

15

。

Ａ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

Ｈ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

14

問
三

　
傍
線
部
分
⑴
「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
あ
る
が
、「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
の
言
う
「
迷

路
」
と
の
共
通
点
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　ゴ
ー
ル
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

②

　常
に
最
短
ル
ー
ト
を
通
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と

③

　私
た
ち
の
生
き
る
現
実
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と

④

　ゴ
ー
ル
へ
の
到
達
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
こ
と

⑤

　目
の
前
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
に
さ
せ
る
こ
と

問
四

　
傍
線
部
分
⑵
「
失
敗
」
と
あ
る
が
、
迷
路
の
歩
行
者
に
と
っ
て
の
「
失
敗
」
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

17

。

①

　回
り
道

　
　②

　近
道

　
　③

　脇
道

　
　④

　寄
り
道

　
　⑤

　道
草

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　意
図
し
た
通
り
に
行
動
で
き
た
の
は
た
ま
た
ま
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

②

　意
図
が
な
け
れ
ば
行
動
が
生
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

③

　行
動
へ
と
至
る
過
程
に
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
か
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と

④

　意
図
は
行
動
の
影
響
を
全
く
受
け
な
い
と
い
う
こ
と

⑤

　意
図
に
反
し
た
行
動
が
生
じ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と

15

問
六

　
空
欄
Ｂ
〜
Ｅ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

②

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

③

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

④

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

問
七

　
傍
線
部
分
⑷
「
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
の
で
、
世
界
に
と
っ
て
も
余
計
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら

②

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
へ
の
道
中
で
出
会
う
風
景
を
見
て
い
る
よ
う
で
実
は
見
て
い
な
い
か
ら

③

　迷
路
の
歩
行
者
は
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
、
誰
も
そ
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
か
ら

④

　迷
路
の
歩
行
者
は
最
短
距
離
で
目
的
地
に
向
か
う
の
で
、
ど
の
場
所
に
も
ご
く
わ
ず
か
の
間
し
か
い
な
い
か
ら

⑤

　迷
路
の
歩
行
者
は
周
囲
の
人
や
物
に
無
関
心
な
の
で
、
そ
れ
ら
と
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
も
な
い
か
ら

問
八

　
空
欄
Ｆ
、
Ｇ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

21

。

①

　Ｆ

　目
的

　
　
　
　
　Ｇ

　影
響

②

　Ｆ

　詰
め
込
み

　
　
　Ｇ

　経
験

③

　Ｆ

　意
図

　
　
　
　
　Ｇ

　注
意

④

　Ｆ

　知
識

　
　
　
　
　Ｇ

　知
恵

⑤

　Ｆ

　最
短
ル
ー
ト

　
　Ｇ

　変
化

16

問
九

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

22

。

そ
こ
で
の
「
世
界
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
て
い
る
文
脈
に
関
係
な
く
、
一
律
に
誰
も
が
知
っ
て
お
く
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
知
識
で

構
成
さ
れ
て
い
る
、
架
空
の
「
世
界
」
で
す
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

23

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　迷
路
の
歩
行
者
が
「
行
き
止
ま
り
」
に
出
会
う
の
は
、
目
的
地
の
こ
と
を
一
時
的
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
で
あ
る

②

　一
般
的
な
学
校
教
育
は
決
め
ら
れ
た
知
識
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
識
に
よ
る
武
装
の
原
因
と
な
る

③

　イ
ン
ゴ
ル
ド
の
考
え
る
迷
宮
と
迷
路
の
違
い
は
、
歩
行
者
が
目
的
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
楽
し
め
る
か
ど
う
か
に
あ
る

④

　大
人
が
世
界
に
対
し
て
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
子
ど
も
は
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る

⑤

　人
類
学
的
な
教
育
が
目
指
す
の
は
、
自
分
の
周
囲
の
他
者
や
現
実
か
ら
学
ぶ
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る

国

語
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問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

12

、

イ

13

。

ア

　ツ
イ
ジ
ュ
ウ

イ

　タ
ン
サ
ク

①

　ア
ン
ジ
ュ
ウ
の
地
を
求
め
る

②

　研
究
に
ジ
ュ
ウ
ジ
す
る

③

　道
路
が
ジ
ュ
ウ
タ
イ
す
る

④

　相
手
を
カ
イ
ジ
ュ
ウ
す
る

⑤

　ガ
ス
が
室
内
に
ジ
ュ
ウ
マ
ン
す
る

①

　文
章
を
テ
ン
サ
ク
す
る

②

　敵
の
サ
ク
リ
ャ
ク
に
は
ま
る

③

　本
の
サ
ク
イ
ン
を
つ
く
る

④

　情
報
が
コ
ウ
サ
ク
す
る

⑤

　サ
ク
イ
的
な
も
の
を
感
じ
る

問
二

　
空
欄
Ａ
、
Ｈ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ａ

14

、
Ｈ

15

。

Ａ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

Ｈ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

14

問
三

　
傍
線
部
分
⑴
「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
あ
る
が
、「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
の
言
う
「
迷

路
」
と
の
共
通
点
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　ゴ
ー
ル
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

②

　常
に
最
短
ル
ー
ト
を
通
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と

③

　私
た
ち
の
生
き
る
現
実
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と

④

　ゴ
ー
ル
へ
の
到
達
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
こ
と

⑤

　目
の
前
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
に
さ
せ
る
こ
と

問
四

　
傍
線
部
分
⑵
「
失
敗
」
と
あ
る
が
、
迷
路
の
歩
行
者
に
と
っ
て
の
「
失
敗
」
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

17

。

①

　回
り
道

　
　②

　近
道

　
　③

　脇
道

　
　④

　寄
り
道

　
　⑤

　道
草

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　意
図
し
た
通
り
に
行
動
で
き
た
の
は
た
ま
た
ま
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

②

　意
図
が
な
け
れ
ば
行
動
が
生
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

③

　行
動
へ
と
至
る
過
程
に
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
か
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と

④

　意
図
は
行
動
の
影
響
を
全
く
受
け
な
い
と
い
う
こ
と

⑤

　意
図
に
反
し
た
行
動
が
生
じ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と

15

問
六

　
空
欄
Ｂ
〜
Ｅ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

②

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

③

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

④

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

問
七

　
傍
線
部
分
⑷
「
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
の
で
、
世
界
に
と
っ
て
も
余
計
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら

②

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
へ
の
道
中
で
出
会
う
風
景
を
見
て
い
る
よ
う
で
実
は
見
て
い
な
い
か
ら

③

　迷
路
の
歩
行
者
は
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
、
誰
も
そ
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
か
ら

④

　迷
路
の
歩
行
者
は
最
短
距
離
で
目
的
地
に
向
か
う
の
で
、
ど
の
場
所
に
も
ご
く
わ
ず
か
の
間
し
か
い
な
い
か
ら

⑤

　迷
路
の
歩
行
者
は
周
囲
の
人
や
物
に
無
関
心
な
の
で
、
そ
れ
ら
と
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
も
な
い
か
ら

問
八

　
空
欄
Ｆ
、
Ｇ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

21

。

①

　Ｆ

　目
的

　
　
　
　
　Ｇ

　影
響

②

　Ｆ

　詰
め
込
み

　
　
　Ｇ

　経
験

③

　Ｆ

　意
図

　
　
　
　
　Ｇ

　注
意

④

　Ｆ

　知
識

　
　
　
　
　Ｇ

　知
恵

⑤

　Ｆ

　最
短
ル
ー
ト

　
　Ｇ

　変
化

16

問
九

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

22

。

そ
こ
で
の
「
世
界
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
て
い
る
文
脈
に
関
係
な
く
、
一
律
に
誰
も
が
知
っ
て
お
く
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
知
識
で

構
成
さ
れ
て
い
る
、
架
空
の
「
世
界
」
で
す
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

23

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　迷
路
の
歩
行
者
が
「
行
き
止
ま
り
」
に
出
会
う
の
は
、
目
的
地
の
こ
と
を
一
時
的
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
で
あ
る

②

　一
般
的
な
学
校
教
育
は
決
め
ら
れ
た
知
識
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
識
に
よ
る
武
装
の
原
因
と
な
る

③

　イ
ン
ゴ
ル
ド
の
考
え
る
迷
宮
と
迷
路
の
違
い
は
、
歩
行
者
が
目
的
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
楽
し
め
る
か
ど
う
か
に
あ
る

④

　大
人
が
世
界
に
対
し
て
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
子
ど
も
は
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る

⑤

　人
類
学
的
な
教
育
が
目
指
す
の
は
、
自
分
の
周
囲
の
他
者
や
現
実
か
ら
学
ぶ
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る

国

語

65国　語



13

問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

12

、

イ

13

。

ア

　ツ
イ
ジ
ュ
ウ

イ

　タ
ン
サ
ク

①

　ア
ン
ジ
ュ
ウ
の
地
を
求
め
る

②

　研
究
に
ジ
ュ
ウ
ジ
す
る

③

　道
路
が
ジ
ュ
ウ
タ
イ
す
る

④

　相
手
を
カ
イ
ジ
ュ
ウ
す
る

⑤

　ガ
ス
が
室
内
に
ジ
ュ
ウ
マ
ン
す
る

①

　文
章
を
テ
ン
サ
ク
す
る

②

　敵
の
サ
ク
リ
ャ
ク
に
は
ま
る

③

　本
の
サ
ク
イ
ン
を
つ
く
る

④

　情
報
が
コ
ウ
サ
ク
す
る

⑤

　サ
ク
イ
的
な
も
の
を
感
じ
る

問
二

　
空
欄
Ａ
、
Ｈ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ａ

14

、
Ｈ

15

。

Ａ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

Ｈ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

14

問
三

　
傍
線
部
分
⑴
「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
あ
る
が
、「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
の
言
う
「
迷

路
」
と
の
共
通
点
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　ゴ
ー
ル
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

②

　常
に
最
短
ル
ー
ト
を
通
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と

③

　私
た
ち
の
生
き
る
現
実
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と

④

　ゴ
ー
ル
へ
の
到
達
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
こ
と

⑤

　目
の
前
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
に
さ
せ
る
こ
と

問
四

　
傍
線
部
分
⑵
「
失
敗
」
と
あ
る
が
、
迷
路
の
歩
行
者
に
と
っ
て
の
「
失
敗
」
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

17

。

①

　回
り
道

　
　②

　近
道

　
　③

　脇
道

　
　④

　寄
り
道

　
　⑤

　道
草

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　意
図
し
た
通
り
に
行
動
で
き
た
の
は
た
ま
た
ま
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

②

　意
図
が
な
け
れ
ば
行
動
が
生
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

③

　行
動
へ
と
至
る
過
程
に
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
か
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と

④

　意
図
は
行
動
の
影
響
を
全
く
受
け
な
い
と
い
う
こ
と

⑤

　意
図
に
反
し
た
行
動
が
生
じ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と

15

問
六

　
空
欄
Ｂ
〜
Ｅ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

②

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

③

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

④

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

問
七

　
傍
線
部
分
⑷
「
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
の
で
、
世
界
に
と
っ
て
も
余
計
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら

②

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
へ
の
道
中
で
出
会
う
風
景
を
見
て
い
る
よ
う
で
実
は
見
て
い
な
い
か
ら

③

　迷
路
の
歩
行
者
は
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
、
誰
も
そ
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
か
ら

④

　迷
路
の
歩
行
者
は
最
短
距
離
で
目
的
地
に
向
か
う
の
で
、
ど
の
場
所
に
も
ご
く
わ
ず
か
の
間
し
か
い
な
い
か
ら

⑤

　迷
路
の
歩
行
者
は
周
囲
の
人
や
物
に
無
関
心
な
の
で
、
そ
れ
ら
と
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
も
な
い
か
ら

問
八

　
空
欄
Ｆ
、
Ｇ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

21

。

①

　Ｆ

　目
的

　
　
　
　
　Ｇ

　影
響

②

　Ｆ

　詰
め
込
み

　
　
　Ｇ

　経
験

③

　Ｆ

　意
図

　
　
　
　
　Ｇ

　注
意

④

　Ｆ

　知
識

　
　
　
　
　Ｇ

　知
恵

⑤

　Ｆ

　最
短
ル
ー
ト

　
　Ｇ

　変
化

16

問
九

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

22

。

そ
こ
で
の
「
世
界
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
て
い
る
文
脈
に
関
係
な
く
、
一
律
に
誰
も
が
知
っ
て
お
く
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
知
識
で

構
成
さ
れ
て
い
る
、
架
空
の
「
世
界
」
で
す
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

23

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　迷
路
の
歩
行
者
が
「
行
き
止
ま
り
」
に
出
会
う
の
は
、
目
的
地
の
こ
と
を
一
時
的
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
で
あ
る

②

　一
般
的
な
学
校
教
育
は
決
め
ら
れ
た
知
識
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
識
に
よ
る
武
装
の
原
因
と
な
る

③

　イ
ン
ゴ
ル
ド
の
考
え
る
迷
宮
と
迷
路
の
違
い
は
、
歩
行
者
が
目
的
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
楽
し
め
る
か
ど
う
か
に
あ
る

④

　大
人
が
世
界
に
対
し
て
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
子
ど
も
は
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る

⑤

　人
類
学
的
な
教
育
が
目
指
す
の
は
、
自
分
の
周
囲
の
他
者
や
現
実
か
ら
学
ぶ
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る

国

語

65国　語



13

問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

12

、

イ

13

。

ア

　ツ
イ
ジ
ュ
ウ

イ

　タ
ン
サ
ク

①

　ア
ン
ジ
ュ
ウ
の
地
を
求
め
る

②

　研
究
に
ジ
ュ
ウ
ジ
す
る

③

　道
路
が
ジ
ュ
ウ
タ
イ
す
る

④

　相
手
を
カ
イ
ジ
ュ
ウ
す
る

⑤

　ガ
ス
が
室
内
に
ジ
ュ
ウ
マ
ン
す
る

①

　文
章
を
テ
ン
サ
ク
す
る

②

　敵
の
サ
ク
リ
ャ
ク
に
は
ま
る

③

　本
の
サ
ク
イ
ン
を
つ
く
る

④

　情
報
が
コ
ウ
サ
ク
す
る

⑤

　サ
ク
イ
的
な
も
の
を
感
じ
る

問
二

　
空
欄
Ａ
、
Ｈ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ａ

14

、
Ｈ

15

。

Ａ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

Ｈ

　①

　し
か
し

　
　②

　だ
か
ら

　
　③

　む
し
ろ

　
　④

　し
か
も

　
　⑤

　な
お

14

問
三

　
傍
線
部
分
⑴
「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
あ
る
が
、「
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
校
の
教
育
」
と
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
の
言
う
「
迷

路
」
と
の
共
通
点
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　ゴ
ー
ル
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

②

　常
に
最
短
ル
ー
ト
を
通
る
の
が
望
ま
し
い
こ
と

③

　私
た
ち
の
生
き
る
現
実
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と

④

　ゴ
ー
ル
へ
の
到
達
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
こ
と

⑤

　目
の
前
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
に
さ
せ
る
こ
と

問
四

　
傍
線
部
分
⑵
「
失
敗
」
と
あ
る
が
、
迷
路
の
歩
行
者
に
と
っ
て
の
「
失
敗
」
と
し
て
、
不
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

17

。

①

　回
り
道

　
　②

　近
道

　
　③

　脇
道

　
　④

　寄
り
道

　
　⑤

　道
草

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
意
図
が
先
に
あ
っ
て
行
動
は
そ
の
結
果
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　意
図
し
た
通
り
に
行
動
で
き
た
の
は
た
ま
た
ま
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と

②

　意
図
が
な
け
れ
ば
行
動
が
生
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

③

　行
動
へ
と
至
る
過
程
に
ど
ん
な
意
図
が
あ
っ
た
か
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と

④

　意
図
は
行
動
の
影
響
を
全
く
受
け
な
い
と
い
う
こ
と

⑤

　意
図
に
反
し
た
行
動
が
生
じ
る
可
能
性
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
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問
六

　
空
欄
Ｂ
〜
Ｅ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

②

　Ｂ

　迷
宮

　
　Ｃ

　迷
路

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

③

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
路

　
　Ｅ

　迷
宮

④

　Ｂ

　迷
路

　
　Ｃ

　迷
宮

　
　Ｄ

　迷
宮

　
　Ｅ

　迷
路

問
七

　
傍
線
部
分
⑷
「
迷
路
の
歩
行
者
は
世
界
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
も
同
然
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
イ
ン
ゴ
ル
ド
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
の
で
、
世
界
に
と
っ
て
も
余
計
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら

②

　迷
路
の
歩
行
者
は
目
的
地
へ
の
道
中
で
出
会
う
風
景
を
見
て
い
る
よ
う
で
実
は
見
て
い
な
い
か
ら

③

　迷
路
の
歩
行
者
は
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
、
誰
も
そ
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
か
ら

④

　迷
路
の
歩
行
者
は
最
短
距
離
で
目
的
地
に
向
か
う
の
で
、
ど
の
場
所
に
も
ご
く
わ
ず
か
の
間
し
か
い
な
い
か
ら

⑤

　迷
路
の
歩
行
者
は
周
囲
の
人
や
物
に
無
関
心
な
の
で
、
そ
れ
ら
と
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
も
な
い
か
ら

問
八

　
空
欄
Ｆ
、
Ｇ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

21

。

①

　Ｆ

　目
的

　
　
　
　
　Ｇ

　影
響

②

　Ｆ

　詰
め
込
み

　
　
　Ｇ

　経
験

③

　Ｆ

　意
図

　
　
　
　
　Ｇ

　注
意

④

　Ｆ

　知
識

　
　
　
　
　Ｇ

　知
恵

⑤

　Ｆ

　最
短
ル
ー
ト

　
　Ｇ

　変
化

16

問
九

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

22

。

そ
こ
で
の
「
世
界
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
て
い
る
文
脈
に
関
係
な
く
、
一
律
に
誰
も
が
知
っ
て
お
く
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ
た
知
識
で

構
成
さ
れ
て
い
る
、
架
空
の
「
世
界
」
で
す
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

23

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　迷
路
の
歩
行
者
が
「
行
き
止
ま
り
」
に
出
会
う
の
は
、
目
的
地
の
こ
と
を
一
時
的
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
で
あ
る

②

　一
般
的
な
学
校
教
育
は
決
め
ら
れ
た
知
識
を
教
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
識
に
よ
る
武
装
の
原
因
と
な
る

③

　イ
ン
ゴ
ル
ド
の
考
え
る
迷
宮
と
迷
路
の
違
い
は
、
歩
行
者
が
目
的
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
楽
し
め
る
か
ど
う
か
に
あ
る

④

　大
人
が
世
界
に
対
し
て
閉
じ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
子
ど
も
は
世
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る

⑤

　人
類
学
的
な
教
育
が
目
指
す
の
は
、
自
分
の
周
囲
の
他
者
や
現
実
か
ら
学
ぶ
方
法
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る

国

語

65国　語
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以
降
は
選
択
問
題
で
す
。
表
紙
の
【
表
】
の
指
示
に
従
っ
て
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択
し
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

選
択
問
題
を
二
つ
以
上
解
答
し
た
場
合
、
得
点
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

18

三
ア

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

今
日
の
言
語
研
究
で
は
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
を
分
析
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
が
、
当
時
の
西
欧
の
知
識
人
に
と
っ

て
そ
の
よ
う
な
分
析
は
、
至し

極ご
く

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
が
普
遍
言
語
と
い
わ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
普
遍
そ
の
も

の
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
あ
く
ま
で
西
欧
の
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
普
遍
を
熱
狂
的
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
に
志
向
、
希
求
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
も
の
、
い
や
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

大
航
海
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
は
、
伝
道
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇ち

ゅ
う

を
あ
て
が
っ
て
文
法
書
を
書
い
た
。

そ
れ
は
、
先
住
民
と
の
意
思
疎
通
や
説
教
な
ど
布
教
活
動
を
行
う
た
め
と
い
っ
た
実
用
目
的
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
新
大
陸
に
顕
著
な
よ
う
に
、

布
教
の
地
で
宣
教
師
た
ち
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
混
乱
も
か
く
や
と
い
う
ほ
ど
、
多
様
か
つ
複
雑
に
分
裂
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。「
分

裂
」
と
い
う
の
は
西
欧
人
の
視
点
か
ら
の
発
言
で
あ
っ
た
が
、
多
言
語
状
態
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
宣

教
師
た
ち
は
任
意
に
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
を
選
び
、
そ
れ
を
共
通
語
と
し
て
フ
キ
ュ
ウ
さ
せ
よ
う
と
い
う
言
語
政
策
を
行
っ
て
い
る
。【
Ⅰ
】
こ
の
共
通

語
に
よ
る
言
語
的
統
一
を
図は

か

る
と
き
に
有
用
だ
っ
た
の
が
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
現
地
語
の
文
法
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宣
教
師
た
ち
は
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
こ
と
ば
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
固
定
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
に
磨
き
上
げ
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
輪
郭
が
与
え
ら
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
「
言
語
」
の
学
習
は
、
宣
教
師
だ
け
で
な
く
、
先
住
民
た
ち

に
も
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
任
意
に
選
択
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
、
ひ
と
つ
の
権
威
あ
る
「
言
語
」
に
仕
立
て
上
げ
る
。
そ
れ
が
文
法

の
役
割
で
あ
り
、
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
「
言
語
」
の
権
威
を
保
証
す
る
の
が
、「
普
遍
」
言
語
た
る
ラ
テ
ン
語
の
範
例
で
あ
っ
た
。【
Ⅱ
】

同
時
代
の
新
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
の
展
開
し
た
言
語
政
策
を
背
景
に
据
え
る
と
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
日
本
語
の
文
法
書

を
書
い
た
意
味
が
よ
く
見
え
て
く
る
。
だ
が
日
本
の
場
合
、
少
し
ば
か
り
他
の
地
域
と
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
「
普
遍
」
文
法
を
あ
て
が
っ
て
、

日
本
の
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
新
大
陸
の
よ
う
な
言

語
政
策
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
）

⑴

⑵

ア

⑶

19

日
本
が
他
の
地
域
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
都
こ
と
ば
が
規
範
的
な
こ
と
ば
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
書
き
こ
と
ば
の
長
い
歴

史
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
「
野
蛮
な
」
こ
と
ば
を
磨
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
他
の
地
域
と
は
異
な
り
、
優
雅
で

権
威
の
あ
る
こ
と
ば
は
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
の
で
、
あ
と
は
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語
文
法
の
範
例
に
も
と
づ
い
て
記
述
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。【
Ⅲ
】

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
な
ど
外
的
な
事
情
も
あ
っ
て
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
文
典
』
が
後
世
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
こ

と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
に
は
、
体
系
的
・
合
理
的
な
思
考
の
産
物
で
あ
る
「
文
法
」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
認
で
き
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
洋
学
者
た
ち
が
、
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
と
い
う
鋳い

型
に
日
本
語
を
流
し
込
ん
だ
の
も
ゆ
え
な
し
と
は

し
な
い
の
で
あ
る
。

印
刷
術
は
、
文
法
と
と
も
に
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
影
響
力
の
大
き
さ

は
、
文
法
以
上
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
文
法
と
と
も
に
」
と
い
っ
た
の
は
、
活
版
印
刷
術
と
俗
語
文
法
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。

西
欧
で
は
一
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
俗
語
が
書
き
こ
と
ば
と
し
て
現
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
話
し
こ
と
ば
の
変
化
に
し
た
が
っ
て

変
化
を
続
け
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
印
刷
術
は
、
流
動
的
な
書
き
こ
と
ば
を
固
定
し
、
文
章
語
と
し
て
の
地
位
を
確
た
る
も
の
と
す
る
の
に
寄
与

し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
言
語
的
統
一
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
的
統
一
は
、
近
代
国

民
国
家
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
衝
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
を
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
俗
語
の
通
用
域
内

で
よ
り
広
汎
な
読
者
を
得
る
た
め
、
気
ま
ぐ
れ
な
綴つ

づ

り
方
や
方
言
的
言
い
回
し
を

Ａ

し
て
、
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。【
Ⅳ
】

そ
し
て
一
六
世
紀
以
降
、
西
欧
で
は
正
し
い
綴
り
方
、
正
し
い
語
法
を
示
す
た
め
の
正
書
法
書
、
文
法
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
。
俗
語
の
文
法
書
は

ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
文
章
俗
語
の
台
頭
が
、
そ
れ
ま
で
書
き
こ
と
ば
の
領
域
で
支

配
的
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
活
版
印
刷
術
と
い
う
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
原
動
力
、

Ｂ

こ
の
技
術
の
も
つ
複
製
と
い
う
機
能
が
存
分
に

発
揮
さ
れ
た
側
面
に
目
を
向
け
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
に
は
、
文
明
史
的
に
人
類
の
発
展
段
階
の
な
か
に
印
刷
術
の

⑷

⑸
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効
用
を
位
置
づ
け
た
、
一
面
的
な
見
方
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
大
量
複
製
と
い
う
側
面
に
隠
れ
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
、
任
意
の
言
語
形
式
の
固
定
と
権

威
化
は
、
活
版
印
刷
術
の
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
、
裏
の
側
面
で
あ
る
。
任
意
の
言
語
形
式
を
固
定
し
て
権
威
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
も

の
を

Ｃ

す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。【
Ⅴ
】

活
版
印
刷
術
と
文
法
は
と
も
に
手
を
携
え
る
か
の
よ
う
に
、
大
航
海
時
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
と
印
刷
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
外
の
世
界

に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
。
布
教
地
の
多
く
は
無
文
字
社
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
通
用
域
の
決
し
て
広
く
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ま
り
に
も
多
様
な
話
し
こ
と
ば

が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
す
で
に
俗
語
の
書
き
こ
と
ば
が
現
れ
て
、
潜
在
的
な
市
場
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
西
欧
の
よ
う
な
広
汎
な
読
者
の
獲
得
を
望
む

べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
大
陸
の
ナ
ワ
ト
ル
語
や
ケ
チ
ュ
ア
語
を
除
け
ば
、
先
住
民
言
語
の
類
縁
性
や
分
布
状
況
、
話
者
人
口
な
ど
は
あ
ま
り
考

慮
さ
れ
ず
、
た
ま
た
ま
布
教
戦
略
や
植
民
政
策
の
拠
点
に
定
め
ら
れ
た
地
域
周
辺
の
こ
と
ば
に
文
字
と
文
法
が
付
与
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

パ
ラ
グ
ア
イ
の
国
語
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
並
ん
で
公
用
語
に
定
め
ら
れ
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
語
も
、
そ
ん
な
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
グ
ア
ラ
ニ
語

が
国
語
に
な
っ
た
直
接
の
要
因
は
、
近
代
以
降
、
先
住
民
の
こ
と
ば
と
い
う
も
と
も
と
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
入
植
し
た
白
人
と
先
住
民
と
の
あ

い
だ
の
混
血
の
子
孫
（
メ
ス
テ
ィ
ソ
）
た
ち
が
民
族
意
識
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
一
七
世
紀
に

イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
布
教
と
先
住
民
管
理
の
言
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
一
八
世
紀
初
頭
に
活
版
印
刷
術
が
導
入
さ
れ
「
出
版
語
」
と
し
て
の

地
位
を
得
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
ソ
ジ
が
な
け
れ
ば
、
グ
ア
ラ
ニ
語
は
民
族
の
独
自
性
を
表
現
す
る
媒
体
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
こ
の

こ
と
ば
が
「
出
版
語
」
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
西
欧
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
資
本
主
義
的
動
機
が
大
き
く
関
与
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

Ｄ

、
任
意
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
輪
郭
を
与
え
る
と
い
う
、
印
刷
術
に
備
わ
っ
た
政
治
性
や
権
力
性
が
発
現
し
た
結
果
で
は

な
い
か
と
思
う
。
だ
が
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
文
字
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
、
文
法
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
印
刷
も
さ
れ
な
か
っ
た
無
数

の
こ
と
ば
が

Ｅ

さ
れ
、
消
滅
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
鈴
木
広
光
「
立
ち
現
れ
た
「
日
本
語
」
の
す
が
た
」
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　範
疇

　同
質
・
同
類
の
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
る
部
門
・
領
域
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

イ

64 国　語



17

以
降
は
選
択
問
題
で
す
。
表
紙
の
【
表
】
の
指
示
に
従
っ
て
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択
し
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

選
択
問
題
を
二
つ
以
上
解
答
し
た
場
合
、
得
点
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

18

三
ア

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

今
日
の
言
語
研
究
で
は
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
を
分
析
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
が
、
当
時
の
西
欧
の
知
識
人
に
と
っ

て
そ
の
よ
う
な
分
析
は
、
至し

極ご
く

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
が
普
遍
言
語
と
い
わ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
普
遍
そ
の
も

の
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
あ
く
ま
で
西
欧
の
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
普
遍
を
熱
狂
的
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
に
志
向
、
希
求
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
も
の
、
い
や
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

大
航
海
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
は
、
伝
道
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇ち

ゅ
う

を
あ
て
が
っ
て
文
法
書
を
書
い
た
。

そ
れ
は
、
先
住
民
と
の
意
思
疎
通
や
説
教
な
ど
布
教
活
動
を
行
う
た
め
と
い
っ
た
実
用
目
的
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
新
大
陸
に
顕
著
な
よ
う
に
、

布
教
の
地
で
宣
教
師
た
ち
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
混
乱
も
か
く
や
と
い
う
ほ
ど
、
多
様
か
つ
複
雑
に
分
裂
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。「
分

裂
」
と
い
う
の
は
西
欧
人
の
視
点
か
ら
の
発
言
で
あ
っ
た
が
、
多
言
語
状
態
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
宣

教
師
た
ち
は
任
意
に
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
を
選
び
、
そ
れ
を
共
通
語
と
し
て
フ
キ
ュ
ウ
さ
せ
よ
う
と
い
う
言
語
政
策
を
行
っ
て
い
る
。【
Ⅰ
】
こ
の
共
通

語
に
よ
る
言
語
的
統
一
を
図は

か

る
と
き
に
有
用
だ
っ
た
の
が
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
現
地
語
の
文
法
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宣
教
師
た
ち
は
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
こ
と
ば
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
固
定
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
に
磨
き
上
げ
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
輪
郭
が
与
え
ら
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
「
言
語
」
の
学
習
は
、
宣
教
師
だ
け
で
な
く
、
先
住
民
た
ち

に
も
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
任
意
に
選
択
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
、
ひ
と
つ
の
権
威
あ
る
「
言
語
」
に
仕
立
て
上
げ
る
。
そ
れ
が
文
法

の
役
割
で
あ
り
、
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
「
言
語
」
の
権
威
を
保
証
す
る
の
が
、「
普
遍
」
言
語
た
る
ラ
テ
ン
語
の
範
例
で
あ
っ
た
。【
Ⅱ
】

同
時
代
の
新
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
の
展
開
し
た
言
語
政
策
を
背
景
に
据
え
る
と
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
日
本
語
の
文
法
書

を
書
い
た
意
味
が
よ
く
見
え
て
く
る
。
だ
が
日
本
の
場
合
、
少
し
ば
か
り
他
の
地
域
と
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
「
普
遍
」
文
法
を
あ
て
が
っ
て
、

日
本
の
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
新
大
陸
の
よ
う
な
言

語
政
策
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
）
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日
本
が
他
の
地
域
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
都
こ
と
ば
が
規
範
的
な
こ
と
ば
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
書
き
こ
と
ば
の
長
い
歴

史
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
「
野
蛮
な
」
こ
と
ば
を
磨
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
他
の
地
域
と
は
異
な
り
、
優
雅
で

権
威
の
あ
る
こ
と
ば
は
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
の
で
、
あ
と
は
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語
文
法
の
範
例
に
も
と
づ
い
て
記
述
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。【
Ⅲ
】

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
な
ど
外
的
な
事
情
も
あ
っ
て
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
文
典
』
が
後
世
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
こ

と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
に
は
、
体
系
的
・
合
理
的
な
思
考
の
産
物
で
あ
る
「
文
法
」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
認
で
き
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
洋
学
者
た
ち
が
、
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
と
い
う
鋳い

型
に
日
本
語
を
流
し
込
ん
だ
の
も
ゆ
え
な
し
と
は

し
な
い
の
で
あ
る
。

印
刷
術
は
、
文
法
と
と
も
に
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
影
響
力
の
大
き
さ

は
、
文
法
以
上
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
文
法
と
と
も
に
」
と
い
っ
た
の
は
、
活
版
印
刷
術
と
俗
語
文
法
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。

西
欧
で
は
一
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
俗
語
が
書
き
こ
と
ば
と
し
て
現
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
話
し
こ
と
ば
の
変
化
に
し
た
が
っ
て

変
化
を
続
け
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
印
刷
術
は
、
流
動
的
な
書
き
こ
と
ば
を
固
定
し
、
文
章
語
と
し
て
の
地
位
を
確
た
る
も
の
と
す
る
の
に
寄
与

し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
言
語
的
統
一
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
的
統
一
は
、
近
代
国

民
国
家
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
衝
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
を
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
俗
語
の
通
用
域
内

で
よ
り
広
汎
な
読
者
を
得
る
た
め
、
気
ま
ぐ
れ
な
綴つ

づ

り
方
や
方
言
的
言
い
回
し
を

Ａ

し
て
、
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。【
Ⅳ
】

そ
し
て
一
六
世
紀
以
降
、
西
欧
で
は
正
し
い
綴
り
方
、
正
し
い
語
法
を
示
す
た
め
の
正
書
法
書
、
文
法
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
。
俗
語
の
文
法
書
は

ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
文
章
俗
語
の
台
頭
が
、
そ
れ
ま
で
書
き
こ
と
ば
の
領
域
で
支

配
的
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
活
版
印
刷
術
と
い
う
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
原
動
力
、

Ｂ

こ
の
技
術
の
も
つ
複
製
と
い
う
機
能
が
存
分
に

発
揮
さ
れ
た
側
面
に
目
を
向
け
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
に
は
、
文
明
史
的
に
人
類
の
発
展
段
階
の
な
か
に
印
刷
術
の

⑷

⑸
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効
用
を
位
置
づ
け
た
、
一
面
的
な
見
方
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
大
量
複
製
と
い
う
側
面
に
隠
れ
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
、
任
意
の
言
語
形
式
の
固
定
と
権

威
化
は
、
活
版
印
刷
術
の
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
、
裏
の
側
面
で
あ
る
。
任
意
の
言
語
形
式
を
固
定
し
て
権
威
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
も

の
を

Ｃ

す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。【
Ⅴ
】

活
版
印
刷
術
と
文
法
は
と
も
に
手
を
携
え
る
か
の
よ
う
に
、
大
航
海
時
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
と
印
刷
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
外
の
世
界

に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
。
布
教
地
の
多
く
は
無
文
字
社
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
通
用
域
の
決
し
て
広
く
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ま
り
に
も
多
様
な
話
し
こ
と
ば

が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
す
で
に
俗
語
の
書
き
こ
と
ば
が
現
れ
て
、
潜
在
的
な
市
場
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
西
欧
の
よ
う
な
広
汎
な
読
者
の
獲
得
を
望
む

べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
大
陸
の
ナ
ワ
ト
ル
語
や
ケ
チ
ュ
ア
語
を
除
け
ば
、
先
住
民
言
語
の
類
縁
性
や
分
布
状
況
、
話
者
人
口
な
ど
は
あ
ま
り
考

慮
さ
れ
ず
、
た
ま
た
ま
布
教
戦
略
や
植
民
政
策
の
拠
点
に
定
め
ら
れ
た
地
域
周
辺
の
こ
と
ば
に
文
字
と
文
法
が
付
与
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

パ
ラ
グ
ア
イ
の
国
語
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
並
ん
で
公
用
語
に
定
め
ら
れ
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
語
も
、
そ
ん
な
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
グ
ア
ラ
ニ
語

が
国
語
に
な
っ
た
直
接
の
要
因
は
、
近
代
以
降
、
先
住
民
の
こ
と
ば
と
い
う
も
と
も
と
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
入
植
し
た
白
人
と
先
住
民
と
の
あ

い
だ
の
混
血
の
子
孫
（
メ
ス
テ
ィ
ソ
）
た
ち
が
民
族
意
識
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
一
七
世
紀
に

イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
布
教
と
先
住
民
管
理
の
言
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
一
八
世
紀
初
頭
に
活
版
印
刷
術
が
導
入
さ
れ
「
出
版
語
」
と
し
て
の

地
位
を
得
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
ソ
ジ
が
な
け
れ
ば
、
グ
ア
ラ
ニ
語
は
民
族
の
独
自
性
を
表
現
す
る
媒
体
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
こ
の

こ
と
ば
が
「
出
版
語
」
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
西
欧
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
資
本
主
義
的
動
機
が
大
き
く
関
与
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

Ｄ

、
任
意
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
輪
郭
を
与
え
る
と
い
う
、
印
刷
術
に
備
わ
っ
た
政
治
性
や
権
力
性
が
発
現
し
た
結
果
で
は

な
い
か
と
思
う
。
だ
が
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
文
字
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
、
文
法
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
印
刷
も
さ
れ
な
か
っ
た
無
数

の
こ
と
ば
が

Ｅ

さ
れ
、
消
滅
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
鈴
木
広
光
「
立
ち
現
れ
た
「
日
本
語
」
の
す
が
た
」
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　範
疇

　同
質
・
同
類
の
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
る
部
門
・
領
域
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

イ

64 国　語
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以
降
は
選
択
問
題
で
す
。
表
紙
の
【
表
】
の
指
示
に
従
っ
て
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択
し
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

選
択
問
題
を
二
つ
以
上
解
答
し
た
場
合
、
得
点
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

18

三
ア

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

今
日
の
言
語
研
究
で
は
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
を
分
析
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
が
、
当
時
の
西
欧
の
知
識
人
に
と
っ

て
そ
の
よ
う
な
分
析
は
、
至し

極ご
く

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
が
普
遍
言
語
と
い
わ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
普
遍
そ
の
も

の
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
あ
く
ま
で
西
欧
の
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
普
遍
を
熱
狂
的
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
に
志
向
、
希
求
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
も
の
、
い
や
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

大
航
海
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
は
、
伝
道
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇ち

ゅ
う

を
あ
て
が
っ
て
文
法
書
を
書
い
た
。

そ
れ
は
、
先
住
民
と
の
意
思
疎
通
や
説
教
な
ど
布
教
活
動
を
行
う
た
め
と
い
っ
た
実
用
目
的
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
新
大
陸
に
顕
著
な
よ
う
に
、

布
教
の
地
で
宣
教
師
た
ち
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
混
乱
も
か
く
や
と
い
う
ほ
ど
、
多
様
か
つ
複
雑
に
分
裂
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。「
分

裂
」
と
い
う
の
は
西
欧
人
の
視
点
か
ら
の
発
言
で
あ
っ
た
が
、
多
言
語
状
態
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
宣

教
師
た
ち
は
任
意
に
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
を
選
び
、
そ
れ
を
共
通
語
と
し
て
フ
キ
ュ
ウ
さ
せ
よ
う
と
い
う
言
語
政
策
を
行
っ
て
い
る
。【
Ⅰ
】
こ
の
共
通

語
に
よ
る
言
語
的
統
一
を
図は

か

る
と
き
に
有
用
だ
っ
た
の
が
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
現
地
語
の
文
法
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宣
教
師
た
ち
は
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
こ
と
ば
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
固
定
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
に
磨
き
上
げ
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
輪
郭
が
与
え
ら
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
「
言
語
」
の
学
習
は
、
宣
教
師
だ
け
で
な
く
、
先
住
民
た
ち

に
も
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
任
意
に
選
択
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
、
ひ
と
つ
の
権
威
あ
る
「
言
語
」
に
仕
立
て
上
げ
る
。
そ
れ
が
文
法

の
役
割
で
あ
り
、
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
「
言
語
」
の
権
威
を
保
証
す
る
の
が
、「
普
遍
」
言
語
た
る
ラ
テ
ン
語
の
範
例
で
あ
っ
た
。【
Ⅱ
】

同
時
代
の
新
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
の
展
開
し
た
言
語
政
策
を
背
景
に
据
え
る
と
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
日
本
語
の
文
法
書

を
書
い
た
意
味
が
よ
く
見
え
て
く
る
。
だ
が
日
本
の
場
合
、
少
し
ば
か
り
他
の
地
域
と
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
「
普
遍
」
文
法
を
あ
て
が
っ
て
、

日
本
の
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
新
大
陸
の
よ
う
な
言

語
政
策
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
）

⑴

⑵

ア

⑶

19

日
本
が
他
の
地
域
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
都
こ
と
ば
が
規
範
的
な
こ
と
ば
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
書
き
こ
と
ば
の
長
い
歴

史
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
「
野
蛮
な
」
こ
と
ば
を
磨
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
他
の
地
域
と
は
異
な
り
、
優
雅
で

権
威
の
あ
る
こ
と
ば
は
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
の
で
、
あ
と
は
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語
文
法
の
範
例
に
も
と
づ
い
て
記
述
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。【
Ⅲ
】

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
な
ど
外
的
な
事
情
も
あ
っ
て
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
文
典
』
が
後
世
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
こ

と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
に
は
、
体
系
的
・
合
理
的
な
思
考
の
産
物
で
あ
る
「
文
法
」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
認
で
き
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
洋
学
者
た
ち
が
、
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
と
い
う
鋳い

型
に
日
本
語
を
流
し
込
ん
だ
の
も
ゆ
え
な
し
と
は

し
な
い
の
で
あ
る
。

印
刷
術
は
、
文
法
と
と
も
に
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
影
響
力
の
大
き
さ

は
、
文
法
以
上
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
文
法
と
と
も
に
」
と
い
っ
た
の
は
、
活
版
印
刷
術
と
俗
語
文
法
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。

西
欧
で
は
一
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
俗
語
が
書
き
こ
と
ば
と
し
て
現
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
話
し
こ
と
ば
の
変
化
に
し
た
が
っ
て

変
化
を
続
け
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
印
刷
術
は
、
流
動
的
な
書
き
こ
と
ば
を
固
定
し
、
文
章
語
と
し
て
の
地
位
を
確
た
る
も
の
と
す
る
の
に
寄
与

し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
言
語
的
統
一
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
的
統
一
は
、
近
代
国

民
国
家
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
衝
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
を
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
俗
語
の
通
用
域
内

で
よ
り
広
汎
な
読
者
を
得
る
た
め
、
気
ま
ぐ
れ
な
綴つ

づ

り
方
や
方
言
的
言
い
回
し
を

Ａ

し
て
、
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。【
Ⅳ
】

そ
し
て
一
六
世
紀
以
降
、
西
欧
で
は
正
し
い
綴
り
方
、
正
し
い
語
法
を
示
す
た
め
の
正
書
法
書
、
文
法
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
。
俗
語
の
文
法
書
は

ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
文
章
俗
語
の
台
頭
が
、
そ
れ
ま
で
書
き
こ
と
ば
の
領
域
で
支

配
的
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
活
版
印
刷
術
と
い
う
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
原
動
力
、

Ｂ

こ
の
技
術
の
も
つ
複
製
と
い
う
機
能
が
存
分
に

発
揮
さ
れ
た
側
面
に
目
を
向
け
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
に
は
、
文
明
史
的
に
人
類
の
発
展
段
階
の
な
か
に
印
刷
術
の

⑷

⑸
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効
用
を
位
置
づ
け
た
、
一
面
的
な
見
方
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
大
量
複
製
と
い
う
側
面
に
隠
れ
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
、
任
意
の
言
語
形
式
の
固
定
と
権

威
化
は
、
活
版
印
刷
術
の
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
、
裏
の
側
面
で
あ
る
。
任
意
の
言
語
形
式
を
固
定
し
て
権
威
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
も

の
を

Ｃ

す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。【
Ⅴ
】

活
版
印
刷
術
と
文
法
は
と
も
に
手
を
携
え
る
か
の
よ
う
に
、
大
航
海
時
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
と
印
刷
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
外
の
世
界

に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
。
布
教
地
の
多
く
は
無
文
字
社
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
通
用
域
の
決
し
て
広
く
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ま
り
に
も
多
様
な
話
し
こ
と
ば

が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
す
で
に
俗
語
の
書
き
こ
と
ば
が
現
れ
て
、
潜
在
的
な
市
場
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
西
欧
の
よ
う
な
広
汎
な
読
者
の
獲
得
を
望
む

べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
大
陸
の
ナ
ワ
ト
ル
語
や
ケ
チ
ュ
ア
語
を
除
け
ば
、
先
住
民
言
語
の
類
縁
性
や
分
布
状
況
、
話
者
人
口
な
ど
は
あ
ま
り
考

慮
さ
れ
ず
、
た
ま
た
ま
布
教
戦
略
や
植
民
政
策
の
拠
点
に
定
め
ら
れ
た
地
域
周
辺
の
こ
と
ば
に
文
字
と
文
法
が
付
与
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

パ
ラ
グ
ア
イ
の
国
語
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
並
ん
で
公
用
語
に
定
め
ら
れ
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
語
も
、
そ
ん
な
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
グ
ア
ラ
ニ
語

が
国
語
に
な
っ
た
直
接
の
要
因
は
、
近
代
以
降
、
先
住
民
の
こ
と
ば
と
い
う
も
と
も
と
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
入
植
し
た
白
人
と
先
住
民
と
の
あ

い
だ
の
混
血
の
子
孫
（
メ
ス
テ
ィ
ソ
）
た
ち
が
民
族
意
識
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
一
七
世
紀
に

イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
布
教
と
先
住
民
管
理
の
言
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
一
八
世
紀
初
頭
に
活
版
印
刷
術
が
導
入
さ
れ
「
出
版
語
」
と
し
て
の

地
位
を
得
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
ソ
ジ
が
な
け
れ
ば
、
グ
ア
ラ
ニ
語
は
民
族
の
独
自
性
を
表
現
す
る
媒
体
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
こ
の

こ
と
ば
が
「
出
版
語
」
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
西
欧
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
資
本
主
義
的
動
機
が
大
き
く
関
与
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

Ｄ

、
任
意
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
輪
郭
を
与
え
る
と
い
う
、
印
刷
術
に
備
わ
っ
た
政
治
性
や
権
力
性
が
発
現
し
た
結
果
で
は

な
い
か
と
思
う
。
だ
が
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
文
字
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
、
文
法
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
印
刷
も
さ
れ
な
か
っ
た
無
数

の
こ
と
ば
が

Ｅ

さ
れ
、
消
滅
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
鈴
木
広
光
「
立
ち
現
れ
た
「
日
本
語
」
の
す
が
た
」
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　範
疇

　同
質
・
同
類
の
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
る
部
門
・
領
域
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

イ

64 国　語
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以
降
は
選
択
問
題
で
す
。
表
紙
の
【
表
】
の
指
示
に
従
っ
て
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
択
し
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

選
択
問
題
を
二
つ
以
上
解
答
し
た
場
合
、
得
点
に
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

18

三
ア

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

今
日
の
言
語
研
究
で
は
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
を
分
析
し
よ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
が
、
当
時
の
西
欧
の
知
識
人
に
と
っ

て
そ
の
よ
う
な
分
析
は
、
至し

極ご
く

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
テ
ン
語
が
普
遍
言
語
と
い
わ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
が
普
遍
そ
の
も

の
で
あ
る
は
ず
も
な
く
、
あ
く
ま
で
西
欧
の
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
思
考
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼
ら
が
普
遍
を
熱
狂
的
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
に
志
向
、
希
求
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
も
の
、
い
や
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
。

大
航
海
時
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
は
、
伝
道
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇ち

ゅ
う

を
あ
て
が
っ
て
文
法
書
を
書
い
た
。

そ
れ
は
、
先
住
民
と
の
意
思
疎
通
や
説
教
な
ど
布
教
活
動
を
行
う
た
め
と
い
っ
た
実
用
目
的
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
新
大
陸
に
顕
著
な
よ
う
に
、

布
教
の
地
で
宣
教
師
た
ち
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
バ
ベ
ル
の
塔
の
混
乱
も
か
く
や
と
い
う
ほ
ど
、
多
様
か
つ
複
雑
に
分
裂
し
た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。「
分

裂
」
と
い
う
の
は
西
欧
人
の
視
点
か
ら
の
発
言
で
あ
っ
た
が
、
多
言
語
状
態
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
宣

教
師
た
ち
は
任
意
に
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
を
選
び
、
そ
れ
を
共
通
語
と
し
て
フ
キ
ュ
ウ
さ
せ
よ
う
と
い
う
言
語
政
策
を
行
っ
て
い
る
。【
Ⅰ
】
こ
の
共
通

語
に
よ
る
言
語
的
統
一
を
図は

か

る
と
き
に
有
用
だ
っ
た
の
が
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
現
地
語
の
文
法
書
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宣
教
師
た
ち
は
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
こ
と
ば
を
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
固
定
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
に
磨
き
上
げ
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
し
て
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
輪
郭
が
与
え
ら
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
「
言
語
」
の
学
習
は
、
宣
教
師
だ
け
で
な
く
、
先
住
民
た
ち

に
も
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
任
意
に
選
択
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
、
ひ
と
つ
の
権
威
あ
る
「
言
語
」
に
仕
立
て
上
げ
る
。
そ
れ
が
文
法

の
役
割
で
あ
り
、
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
「
言
語
」
の
権
威
を
保
証
す
る
の
が
、「
普
遍
」
言
語
た
る
ラ
テ
ン
語
の
範
例
で
あ
っ
た
。【
Ⅱ
】

同
時
代
の
新
大
陸
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
た
ち
の
展
開
し
た
言
語
政
策
を
背
景
に
据
え
る
と
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
日
本
語
の
文
法
書

を
書
い
た
意
味
が
よ
く
見
え
て
く
る
。
だ
が
日
本
の
場
合
、
少
し
ば
か
り
他
の
地
域
と
事
情
が
違
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
「
普
遍
」
文
法
を
あ
て
が
っ
て
、

日
本
の
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
た
け
れ
ど
も
、
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
新
大
陸
の
よ
う
な
言

語
政
策
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
）

⑴

⑵
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日
本
が
他
の
地
域
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
の
は
、
都
こ
と
ば
が
規
範
的
な
こ
と
ば
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
書
き
こ
と
ば
の
長
い
歴

史
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
も
た
な
い
先
住
民
の
「
野
蛮
な
」
こ
と
ば
を
磨
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
他
の
地
域
と
は
異
な
り
、
優
雅
で

権
威
の
あ
る
こ
と
ば
は
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
の
で
、
あ
と
は
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語
文
法
の
範
例
に
も
と
づ
い
て
記
述
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。【
Ⅲ
】

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
制
な
ど
外
的
な
事
情
も
あ
っ
て
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
『
日
本
文
典
』
が
後
世
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
あ
る
こ

と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
に
は
、
体
系
的
・
合
理
的
な
思
考
の
産
物
で
あ
る
「
文
法
」
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
認
で
き
る
。
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
洋
学
者
た
ち
が
、
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
と
い
う
鋳い

型
に
日
本
語
を
流
し
込
ん
だ
の
も
ゆ
え
な
し
と
は

し
な
い
の
で
あ
る
。

印
刷
術
は
、
文
法
と
と
も
に
こ
と
ば
に
輪
郭
を
与
え
、
ひ
と
つ
の
言
語
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
影
響
力
の
大
き
さ

は
、
文
法
以
上
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
文
法
と
と
も
に
」
と
い
っ
た
の
は
、
活
版
印
刷
術
と
俗
語
文
法
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
か
ら
だ
。

西
欧
で
は
一
六
世
紀
初
頭
ま
で
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
俗
語
が
書
き
こ
と
ば
と
し
て
現
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
話
し
こ
と
ば
の
変
化
に
し
た
が
っ
て

変
化
を
続
け
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
印
刷
術
は
、
流
動
的
な
書
き
こ
と
ば
を
固
定
し
、
文
章
語
と
し
て
の
地
位
を
確
た
る
も
の
と
す
る
の
に
寄
与

し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
言
語
的
統
一
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
的
統
一
は
、
近
代
国

民
国
家
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
衝
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
を
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
俗
語
の
通
用
域
内

で
よ
り
広
汎
な
読
者
を
得
る
た
め
、
気
ま
ぐ
れ
な
綴つ

づ

り
方
や
方
言
的
言
い
回
し
を

Ａ

し
て
、
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。【
Ⅳ
】

そ
し
て
一
六
世
紀
以
降
、
西
欧
で
は
正
し
い
綴
り
方
、
正
し
い
語
法
を
示
す
た
め
の
正
書
法
書
、
文
法
書
が
数
多
く
出
版
さ
れ
た
。
俗
語
の
文
法
書
は

ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
が
、
ラ
テ
ン
語
の
よ
う
に
磨
き
上
げ
ら
れ
た
文
章
俗
語
の
台
頭
が
、
そ
れ
ま
で
書
き
こ
と
ば
の
領
域
で
支

配
的
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
権
威
を
失
墜
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
活
版
印
刷
術
と
い
う
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
原
動
力
、

Ｂ

こ
の
技
術
の
も
つ
複
製
と
い
う
機
能
が
存
分
に

発
揮
さ
れ
た
側
面
に
目
を
向
け
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
私
に
は
、
文
明
史
的
に
人
類
の
発
展
段
階
の
な
か
に
印
刷
術
の

⑷

⑸
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効
用
を
位
置
づ
け
た
、
一
面
的
な
見
方
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
大
量
複
製
と
い
う
側
面
に
隠
れ
て
見
落
と
さ
れ
が
ち
な
、
任
意
の
言
語
形
式
の
固
定
と
権

威
化
は
、
活
版
印
刷
術
の
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
、
裏
の
側
面
で
あ
る
。
任
意
の
言
語
形
式
を
固
定
し
て
権
威
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
も

の
を

Ｃ

す
る
こ
と
と
表
裏
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。【
Ⅴ
】

活
版
印
刷
術
と
文
法
は
と
も
に
手
を
携
え
る
か
の
よ
う
に
、
大
航
海
時
代
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
と
印
刷
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
外
の
世
界

に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
。
布
教
地
の
多
く
は
無
文
字
社
会
で
あ
っ
た
。
ま
た
通
用
域
の
決
し
て
広
く
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
あ
ま
り
に
も
多
様
な
話
し
こ
と
ば

が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
す
で
に
俗
語
の
書
き
こ
と
ば
が
現
れ
て
、
潜
在
的
な
市
場
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
西
欧
の
よ
う
な
広
汎
な
読
者
の
獲
得
を
望
む

べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
大
陸
の
ナ
ワ
ト
ル
語
や
ケ
チ
ュ
ア
語
を
除
け
ば
、
先
住
民
言
語
の
類
縁
性
や
分
布
状
況
、
話
者
人
口
な
ど
は
あ
ま
り
考

慮
さ
れ
ず
、
た
ま
た
ま
布
教
戦
略
や
植
民
政
策
の
拠
点
に
定
め
ら
れ
た
地
域
周
辺
の
こ
と
ば
に
文
字
と
文
法
が
付
与
さ
れ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

パ
ラ
グ
ア
イ
の
国
語
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
と
並
ん
で
公
用
語
に
定
め
ら
れ
て
い
る
グ
ア
ラ
ニ
語
も
、
そ
ん
な
こ
と
ば
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
グ
ア
ラ
ニ
語

が
国
語
に
な
っ
た
直
接
の
要
因
は
、
近
代
以
降
、
先
住
民
の
こ
と
ば
と
い
う
も
と
も
と
の
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
入
植
し
た
白
人
と
先
住
民
と
の
あ

い
だ
の
混
血
の
子
孫
（
メ
ス
テ
ィ
ソ
）
た
ち
が
民
族
意
識
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
使
用
し
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
一
七
世
紀
に

イ
エ
ズ
ス
会
士
に
よ
っ
て
布
教
と
先
住
民
管
理
の
言
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
、
一
八
世
紀
初
頭
に
活
版
印
刷
術
が
導
入
さ
れ
「
出
版
語
」
と
し
て
の

地
位
を
得
た
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
ソ
ジ
が
な
け
れ
ば
、
グ
ア
ラ
ニ
語
は
民
族
の
独
自
性
を
表
現
す
る
媒
体
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
こ
の

こ
と
ば
が
「
出
版
語
」
と
し
て
の
地
位
を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
西
欧
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
資
本
主
義
的
動
機
が
大
き
く
関
与
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

Ｄ

、
任
意
の
こ
と
ば
を
固
定
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
輪
郭
を
与
え
る
と
い
う
、
印
刷
術
に
備
わ
っ
た
政
治
性
や
権
力
性
が
発
現
し
た
結
果
で
は

な
い
か
と
思
う
。
だ
が
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
文
字
で
記
さ
れ
る
こ
と
も
、
文
法
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
し
た
が
っ
て
印
刷
も
さ
れ
な
か
っ
た
無
数

の
こ
と
ば
が

Ｅ

さ
れ
、
消
滅
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
鈴
木
広
光
「
立
ち
現
れ
た
「
日
本
語
」
の
す
が
た
」
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　範
疇

　同
質
・
同
類
の
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
る
部
門
・
領
域
。
カ
テ
ゴ
リ
ー

イ
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問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

51

、
イ

52

。

ア

　フ
キ
ュ
ウ

イ

　ソ
ジ

①

　試
験
に
キ
ュ
ウ
ダ
イ
す
る

②

　キ
ュ
ウ
エ
ン
物
資
を
届
け
る

③

　ア
ル
バ
イ
ト
の
キ
ュ
ウ
ジ
ン
広
告

④

　ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化
し
た
校
舎

⑤

　真
理
を
キ
ュ
ウ
メ
イ
す
る

①

　万
全
の
ソ
チ
を
と
る

②

　ソ
シ
ナ
を
進
呈
す
る

③

　ス
バ
ヤ
い
動
き

④

　セ
ン
ス
を
開
い
て
あ
お
ぐ

⑤

　ヒ
ッ
ス
の
条
件

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
顕
著
な
」
の
意
味
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

53

。

①

　特
有
な

②

　有
名
な

③

　明
白
な

④

　当
然
な

⑤

　深
刻
な
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問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
の
問
題
」
が
指
す
内
容
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

54

。

①

　ど
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
の
言
語
を
分
析
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

②

　伝
道
に
赴
い
た
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇
を
ど
の
よ
う
に
あ
て
が
う
か
と
い
う
問
題

③

　伝
道
先
の
人
々
を
相
手
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
意
思
疎
通
や
説
教
を
行
う
か
と
い
う
問
題

④

　布
教
の
た
め
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
が
多
言
語
状
態
に
あ
る
と
い
う
問
題

⑤

　布
教
先
の
多
言
語
状
態
を
「
分
裂
」
と
捉
え
る
西
欧
人
の
視
点
に
偏
り
が
あ
る
と
い
う
問
題

問
四

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

55

。

そ
れ
は
、
文
法
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適

当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

56

。

①

　日
本
に
は
文
字
が
あ
り
、
す
で
に
規
範
的
な
こ
と
ば
も
存
在
し
て
い
た
た
め

②

　日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
な
ど
外
的
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
た
た
め

③

　書
き
こ
と
ば
が
ラ
テ
ン
語
に
劣
ら
ぬ
「
言
語
」
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
て
い
た
た
め

④

　輪
郭
を
与
え
ら
れ
た
優
雅
な
都
こ
と
ば
が
権
威
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め

⑤

　洋
学
者
た
ち
が
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
を
鋳
型
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
た
め

23

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
ゆ
え
な
し
と
は
し
な
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

57

。

①

　不
本
意
な
こ
と
で
は
な
い

②

　そ
れ
な
り
の
訳
が
あ
る

③

　奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い

④

　も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

⑤

　意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い

問
七

　
空
欄
Ａ
、
Ｃ
、
Ｅ
に
は
同
一
の
語
が
入
る
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

58

。

①

　修
正

②

　放
置

③

　統
合

④

　抽
出

⑤

　排
除
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問
八

　
傍
線
部
分
⑸
「
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」
と
筆
者
が
述
べ
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

59

。

①

　合
理
的
思
考
の
産
物
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
「
普
遍
」
文
法
の
影
響
力
以
上
に
、
印
刷
術
の
伝
播ぱ

が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

②

　ラ
テ
ン
語
に
よ
る
言
語
的
統
一
の
政
策
を
、
そ
の
俗
語
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
に
限
っ
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

③

　俗
語
が
、
ラ
テ
ン
語
を
範
例
と
す
る
体
系
化
に
よ
っ
て
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
出
版
市
場
に
出
回
り
は
じ
め
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に

つ
な
が
っ
た
か
ら

④

　流
動
的
な
文
章
俗
語
で
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
を
書
い
た
文
法
書
の
台
頭
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

⑤

　流
通
す
る
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
た
め
に
ラ
テ
ン
語
文
法
に
普
遍
性
を
与
え
た
こ
と
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か

ら

問
九

　
空
欄
Ｂ
、
Ｄ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ｂ

60

、
Ｄ

61

。

Ｂ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

Ｄ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

62

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　文
法
と
印
刷
術
に
は
、
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
政
治
性
や
権
力
性
が
備
わ
っ
て
い
る

②

　こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
で
言
語
的
統
一
が
推
し
進
め
ら
れ
る
場
合
、
近
代
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い

③

　多
様
な
話
し
こ
と
ば
の
な
か
か
ら
、
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
が
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
権
威
化
さ
れ
る
の
は
偶
然
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

④

　布
教
戦
略
や
植
民
地
政
策
の
裏
の
側
面
に
は
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
と
い
う
西
欧
の
資
本
主
義
的
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る

⑤

　流
動
的
に
変
化
し
つ
づ
け
て
い
た
話
し
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
言
語
的
統
一
を
実
現
す
る
に
は
、
活
版
印
刷
技
術
が
大
い
に
役
立
っ
た

国

語

63国　語
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問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

51

、
イ

52

。

ア

　フ
キ
ュ
ウ

イ

　ソ
ジ

①

　試
験
に
キ
ュ
ウ
ダ
イ
す
る

②

　キ
ュ
ウ
エ
ン
物
資
を
届
け
る

③

　ア
ル
バ
イ
ト
の
キ
ュ
ウ
ジ
ン
広
告

④

　ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化
し
た
校
舎

⑤

　真
理
を
キ
ュ
ウ
メ
イ
す
る

①

　万
全
の
ソ
チ
を
と
る

②

　ソ
シ
ナ
を
進
呈
す
る

③

　ス
バ
ヤ
い
動
き

④

　セ
ン
ス
を
開
い
て
あ
お
ぐ

⑤

　ヒ
ッ
ス
の
条
件

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
顕
著
な
」
の
意
味
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

53

。

①

　特
有
な

②

　有
名
な

③

　明
白
な

④

　当
然
な

⑤

　深
刻
な
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問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
の
問
題
」
が
指
す
内
容
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

54

。

①

　ど
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
の
言
語
を
分
析
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

②

　伝
道
に
赴
い
た
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇
を
ど
の
よ
う
に
あ
て
が
う
か
と
い
う
問
題

③

　伝
道
先
の
人
々
を
相
手
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
意
思
疎
通
や
説
教
を
行
う
か
と
い
う
問
題

④

　布
教
の
た
め
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
が
多
言
語
状
態
に
あ
る
と
い
う
問
題

⑤

　布
教
先
の
多
言
語
状
態
を
「
分
裂
」
と
捉
え
る
西
欧
人
の
視
点
に
偏
り
が
あ
る
と
い
う
問
題

問
四

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

55

。

そ
れ
は
、
文
法
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適

当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

56

。

①

　日
本
に
は
文
字
が
あ
り
、
す
で
に
規
範
的
な
こ
と
ば
も
存
在
し
て
い
た
た
め

②

　日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
な
ど
外
的
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
た
た
め

③

　書
き
こ
と
ば
が
ラ
テ
ン
語
に
劣
ら
ぬ
「
言
語
」
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
て
い
た
た
め

④

　輪
郭
を
与
え
ら
れ
た
優
雅
な
都
こ
と
ば
が
権
威
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め

⑤

　洋
学
者
た
ち
が
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
を
鋳
型
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
た
め
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問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
ゆ
え
な
し
と
は
し
な
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

57

。

①

　不
本
意
な
こ
と
で
は
な
い

②

　そ
れ
な
り
の
訳
が
あ
る

③

　奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い

④

　も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

⑤

　意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い

問
七

　
空
欄
Ａ
、
Ｃ
、
Ｅ
に
は
同
一
の
語
が
入
る
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

58

。

①

　修
正

②

　放
置

③

　統
合

④

　抽
出

⑤

　排
除
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問
八

　
傍
線
部
分
⑸
「
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」
と
筆
者
が
述
べ
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

59

。

①

　合
理
的
思
考
の
産
物
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
「
普
遍
」
文
法
の
影
響
力
以
上
に
、
印
刷
術
の
伝
播ぱ

が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

②

　ラ
テ
ン
語
に
よ
る
言
語
的
統
一
の
政
策
を
、
そ
の
俗
語
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
に
限
っ
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

③

　俗
語
が
、
ラ
テ
ン
語
を
範
例
と
す
る
体
系
化
に
よ
っ
て
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
出
版
市
場
に
出
回
り
は
じ
め
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に

つ
な
が
っ
た
か
ら

④

　流
動
的
な
文
章
俗
語
で
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
を
書
い
た
文
法
書
の
台
頭
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

⑤

　流
通
す
る
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
た
め
に
ラ
テ
ン
語
文
法
に
普
遍
性
を
与
え
た
こ
と
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か

ら

問
九

　
空
欄
Ｂ
、
Ｄ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ｂ

60

、
Ｄ

61

。

Ｂ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

Ｄ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

62

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　文
法
と
印
刷
術
に
は
、
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
政
治
性
や
権
力
性
が
備
わ
っ
て
い
る

②

　こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
で
言
語
的
統
一
が
推
し
進
め
ら
れ
る
場
合
、
近
代
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い

③

　多
様
な
話
し
こ
と
ば
の
な
か
か
ら
、
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
が
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
権
威
化
さ
れ
る
の
は
偶
然
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

④

　布
教
戦
略
や
植
民
地
政
策
の
裏
の
側
面
に
は
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
と
い
う
西
欧
の
資
本
主
義
的
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る

⑤

　流
動
的
に
変
化
し
つ
づ
け
て
い
た
話
し
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
言
語
的
統
一
を
実
現
す
る
に
は
、
活
版
印
刷
技
術
が
大
い
に
役
立
っ
た

国

語

63国　語
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問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

51

、
イ

52

。

ア

　フ
キ
ュ
ウ

イ

　ソ
ジ

①

　試
験
に
キ
ュ
ウ
ダ
イ
す
る

②

　キ
ュ
ウ
エ
ン
物
資
を
届
け
る

③

　ア
ル
バ
イ
ト
の
キ
ュ
ウ
ジ
ン
広
告

④

　ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化
し
た
校
舎

⑤

　真
理
を
キ
ュ
ウ
メ
イ
す
る

①

　万
全
の
ソ
チ
を
と
る

②

　ソ
シ
ナ
を
進
呈
す
る

③

　ス
バ
ヤ
い
動
き

④

　セ
ン
ス
を
開
い
て
あ
お
ぐ

⑤

　ヒ
ッ
ス
の
条
件

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
顕
著
な
」
の
意
味
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

53

。

①

　特
有
な

②

　有
名
な

③

　明
白
な

④

　当
然
な

⑤

　深
刻
な

22

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
の
問
題
」
が
指
す
内
容
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

54

。

①

　ど
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
の
言
語
を
分
析
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

②

　伝
道
に
赴
い
た
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇
を
ど
の
よ
う
に
あ
て
が
う
か
と
い
う
問
題

③

　伝
道
先
の
人
々
を
相
手
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
意
思
疎
通
や
説
教
を
行
う
か
と
い
う
問
題

④

　布
教
の
た
め
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
が
多
言
語
状
態
に
あ
る
と
い
う
問
題

⑤

　布
教
先
の
多
言
語
状
態
を
「
分
裂
」
と
捉
え
る
西
欧
人
の
視
点
に
偏
り
が
あ
る
と
い
う
問
題

問
四

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

55

。

そ
れ
は
、
文
法
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適

当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

56

。

①

　日
本
に
は
文
字
が
あ
り
、
す
で
に
規
範
的
な
こ
と
ば
も
存
在
し
て
い
た
た
め

②

　日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
な
ど
外
的
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
た
た
め

③

　書
き
こ
と
ば
が
ラ
テ
ン
語
に
劣
ら
ぬ
「
言
語
」
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
て
い
た
た
め

④

　輪
郭
を
与
え
ら
れ
た
優
雅
な
都
こ
と
ば
が
権
威
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め

⑤

　洋
学
者
た
ち
が
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
を
鋳
型
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
た
め

23

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
ゆ
え
な
し
と
は
し
な
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

57

。

①

　不
本
意
な
こ
と
で
は
な
い

②

　そ
れ
な
り
の
訳
が
あ
る

③

　奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い

④

　も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

⑤

　意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い

問
七

　
空
欄
Ａ
、
Ｃ
、
Ｅ
に
は
同
一
の
語
が
入
る
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

58

。

①

　修
正

②

　放
置

③

　統
合

④

　抽
出

⑤

　排
除

24

問
八

　
傍
線
部
分
⑸
「
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」
と
筆
者
が
述
べ
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

59

。

①

　合
理
的
思
考
の
産
物
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
「
普
遍
」
文
法
の
影
響
力
以
上
に
、
印
刷
術
の
伝
播ぱ

が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

②

　ラ
テ
ン
語
に
よ
る
言
語
的
統
一
の
政
策
を
、
そ
の
俗
語
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
に
限
っ
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

③

　俗
語
が
、
ラ
テ
ン
語
を
範
例
と
す
る
体
系
化
に
よ
っ
て
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
出
版
市
場
に
出
回
り
は
じ
め
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に

つ
な
が
っ
た
か
ら

④

　流
動
的
な
文
章
俗
語
で
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
を
書
い
た
文
法
書
の
台
頭
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

⑤

　流
通
す
る
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
た
め
に
ラ
テ
ン
語
文
法
に
普
遍
性
を
与
え
た
こ
と
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か

ら

問
九

　
空
欄
Ｂ
、
Ｄ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ｂ

60

、
Ｄ

61

。

Ｂ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

Ｄ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

62

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　文
法
と
印
刷
術
に
は
、
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
政
治
性
や
権
力
性
が
備
わ
っ
て
い
る

②

　こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
で
言
語
的
統
一
が
推
し
進
め
ら
れ
る
場
合
、
近
代
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い

③

　多
様
な
話
し
こ
と
ば
の
な
か
か
ら
、
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
が
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
権
威
化
さ
れ
る
の
は
偶
然
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

④

　布
教
戦
略
や
植
民
地
政
策
の
裏
の
側
面
に
は
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
と
い
う
西
欧
の
資
本
主
義
的
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る

⑤

　流
動
的
に
変
化
し
つ
づ
け
て
い
た
話
し
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
言
語
的
統
一
を
実
現
す
る
に
は
、
活
版
印
刷
技
術
が
大
い
に
役
立
っ
た

国

語

63国　語
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問
一

　
傍
線
部
分
ア
、
イ
と
同
じ
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
ア

51

、
イ

52

。

ア

　フ
キ
ュ
ウ

イ

　ソ
ジ

①

　試
験
に
キ
ュ
ウ
ダ
イ
す
る

②

　キ
ュ
ウ
エ
ン
物
資
を
届
け
る

③

　ア
ル
バ
イ
ト
の
キ
ュ
ウ
ジ
ン
広
告

④

　ロ
ウ
キ
ュ
ウ
化
し
た
校
舎

⑤

　真
理
を
キ
ュ
ウ
メ
イ
す
る

①

　万
全
の
ソ
チ
を
と
る

②

　ソ
シ
ナ
を
進
呈
す
る

③

　ス
バ
ヤ
い
動
き

④

　セ
ン
ス
を
開
い
て
あ
お
ぐ

⑤

　ヒ
ッ
ス
の
条
件

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
顕
著
な
」
の
意
味
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

53

。

①

　特
有
な

②

　有
名
な

③

　明
白
な

④

　当
然
な

⑤

　深
刻
な

22

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
の
問
題
」
が
指
す
内
容
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

54

。

①

　ど
の
言
語
を
規
範
に
し
て
、
そ
の
他
の
言
語
を
分
析
す
べ
き
か
と
い
う
問
題

②

　伝
道
に
赴
い
た
土
地
の
こ
と
ば
に
ラ
テ
ン
語
の
範
疇
を
ど
の
よ
う
に
あ
て
が
う
か
と
い
う
問
題

③

　伝
道
先
の
人
々
を
相
手
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
意
思
疎
通
や
説
教
を
行
う
か
と
い
う
問
題

④

　布
教
の
た
め
に
赴
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
の
こ
と
ば
が
多
言
語
状
態
に
あ
る
と
い
う
問
題

⑤

　布
教
先
の
多
言
語
状
態
を
「
分
裂
」
と
捉
え
る
西
欧
人
の
視
点
に
偏
り
が
あ
る
と
い
う
問
題

問
四

　
こ
の
本
文
に
は
次
の
一
文
が
欠
落
し
て
い
る
。
本
文
中
の
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅴ
】
の
ど
の
箇
所
に
補
え
ば
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

55

。

そ
れ
は
、
文
法
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

①

　【
Ⅰ
】

　
　②

　【
Ⅱ
】

　
　③

　【
Ⅲ
】

　
　④

　【
Ⅳ
】

　
　⑤

　【
Ⅴ
】

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
文
法
書
の
ほ
う
は
外
国
人
宣
教
師
の
日
本
語
学
習
に
使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
最
も
適

当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

56

。

①

　日
本
に
は
文
字
が
あ
り
、
す
で
に
規
範
的
な
こ
と
ば
も
存
在
し
て
い
た
た
め

②

　日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
教
な
ど
外
的
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
た
た
め

③

　書
き
こ
と
ば
が
ラ
テ
ン
語
に
劣
ら
ぬ
「
言
語
」
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
て
い
た
た
め

④

　輪
郭
を
与
え
ら
れ
た
優
雅
な
都
こ
と
ば
が
権
威
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め

⑤

　洋
学
者
た
ち
が
西
欧
語
文
法
の
「
普
遍
」
を
鋳
型
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
た
め

23

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
ゆ
え
な
し
と
は
し
な
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

57

。

①

　不
本
意
な
こ
と
で
は
な
い

②

　そ
れ
な
り
の
訳
が
あ
る

③

　奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い

④

　も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る

⑤

　意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い

問
七

　
空
欄
Ａ
、
Ｃ
、
Ｅ
に
は
同
一
の
語
が
入
る
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

58

。

①

　修
正

②

　放
置

③

　統
合

④

　抽
出

⑤

　排
除
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問
八

　
傍
線
部
分
⑸
「
皮
肉
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
」
と
筆
者
が
述
べ
る
理
由
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

59

。

①

　合
理
的
思
考
の
産
物
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
の
「
普
遍
」
文
法
の
影
響
力
以
上
に
、
印
刷
術
の
伝
播ぱ

が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

②

　ラ
テ
ン
語
に
よ
る
言
語
的
統
一
の
政
策
を
、
そ
の
俗
語
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
に
限
っ
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

③

　俗
語
が
、
ラ
テ
ン
語
を
範
例
と
す
る
体
系
化
に
よ
っ
て
輪
郭
を
与
え
ら
れ
、
出
版
市
場
に
出
回
り
は
じ
め
た
こ
と
が
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に

つ
な
が
っ
た
か
ら

④

　流
動
的
な
文
章
俗
語
で
、
ラ
テ
ン
語
文
法
の
枠
組
み
を
書
い
た
文
法
書
の
台
頭
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か
ら

⑤

　流
通
す
る
書
物
に
安
定
的
な
性
格
を
与
え
る
た
め
に
ラ
テ
ン
語
文
法
に
普
遍
性
を
与
え
た
こ
と
が
、
ラ
テ
ン
語
の
権
威
失
墜
に
つ
な
が
っ
た
か

ら

問
九

　
空
欄
Ｂ
、
Ｄ
に
入
る
語
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
Ｂ

60

、
Ｄ

61

。

Ｂ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

Ｄ

　①

　む
し
ろ

　
　②

　し
か
し

　
　③

　さ
ら
に

　
　④

　あ
る
い
は

　
　⑤

　つ
ま
り

問
十

　
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

62

（
解
答
欄
一
行
に
二
つ
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）。

①

　文
法
と
印
刷
術
に
は
、
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
「
言
語
」
と
し
て
の
す
が
た
を
現
出
さ
せ
る
政
治
性
や
権
力
性
が
備
わ
っ
て
い
る

②

　こ
と
ば
が
使
用
さ
れ
る
領
域
内
で
言
語
的
統
一
が
推
し
進
め
ら
れ
る
場
合
、
近
代
国
民
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
与
す
る
こ
と
は
な
い

③

　多
様
な
話
し
こ
と
ば
の
な
か
か
ら
、
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
が
文
字
と
文
法
に
よ
っ
て
権
威
化
さ
れ
る
の
は
偶
然
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

④

　布
教
戦
略
や
植
民
地
政
策
の
裏
の
側
面
に
は
、
俗
語
出
版
市
場
の
開
拓
と
い
う
西
欧
の
資
本
主
義
的
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る

⑤

　流
動
的
に
変
化
し
つ
づ
け
て
い
た
話
し
こ
と
ば
を
固
定
化
し
て
言
語
的
統
一
を
実
現
す
る
に
は
、
活
版
印
刷
技
術
が
大
い
に
役
立
っ
た

国

語
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三
イ

　次
の
Ⅰ
、
Ⅱ
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
Ⅰ
は
『
平
家
物
語
』
の
一
節
、
Ⅱ
は
Ⅰ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
謡
に
つ

い
て
の
解
説
文
で
あ
る
。

Ⅰ
ひ
と
り
参
ら
む
は
、
あ
ま
り
に
物
憂
し
と
て
、
妹
の
祇ぎ

女に
よ

を
も
相あ

ひ

具ぐ

し
け
り
。
そ
の
ほ
か
白
拍
子
二
人
、
総
じ
て
四
人
、
一
つ
車
に
取
り
乗
つ
て
、
西

八
条
へ
ぞ
参
り
た
る
。
先さ

き

ざ
き
召
さ
れ
け
る
所
へ
は
入
れ
ら
れ
ず
、
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
。
祇
王
、「
こ
は
さ

れ
ば
何
事
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。
我
が
身
に
あ
や
ま
つ
事
は
な
け
れ
ど
も
、
捨
て
ら
れ
奉
る
だ
に
あ
る
に
、
座
敷
を
さ
へ
下
げ
ら
る
る
こ
と
の
心
憂
さ
よ
。
い

か
に
せ
む
」
と
思
ふ
に
、
知
ら
せ
じ
と
お
さ
ふ
る
袖
の
ひ
ま
よ
り
も
、
あ
ま
り
て
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る
。
仏
御
前
こ
れ
を
見
て
、
あ
ま
り
に
あ
は
れ
に
思
ひ

け
れ
ば
、「
あ
れ
は
い
か
に
、
日
ご
ろ
召
さ
れ
ぬ
所
で
も
さ
ぶ
ら
は
ば
こ
そ
、
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。
さ
ら
ず
は
わ
ら
は
に
暇い

と
ま

を
た
べ
。
出
で

て
見げ

ん

参ざ
ん

せ
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
入
道
（
清
盛
）、「
す
べ
て
そ
の
儀
あ
る
ま
じ
」
と
の
た
ま
ふ
間
、
力
お
よ
ば
で
出
で
ざ
り
け
り
。
そ
の
後
、
入
道
、
祇
王 

が
心
の
う
ち
を
ば
知
り
給
は
ず
、「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今い

ま

様や
う

一
つ
歌
へ
か
し
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
祇
王
、
参
る
程
で
は
、
と
も
か
う
も
入
道
殿
の
仰
せ
を
ば
背そ

む

く
ま
じ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
落
つ
る
涙
を
抑
へ
て
、
今
様
一
つ
ぞ
歌
う
た
る
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終つ

ひ

に
は
仏
な
り

　い
ず
れ
も
仏ぶ

つ

性し
や
う

具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

と
泣
く
泣
く
二
辺
歌
う
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
座
に
い
く
ら
も
な
み
ゐ
給
へ
る
、
平
家
一
門
の
公
卿
、
殿
上
人
、
諸し

よ

大だ
い

夫ぶ

、
侍

さ
ぶ
ら
ひ

に
至
る
ま
で
、
皆
感
涙
を

ぞ
流
さ
れ
け
る
。

（『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」）

（
注
1
）

　白
拍
子

　平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
流
行
し
た
歌
舞
を
職
業
と
し
た
女
性

（
注
2
）

　西
八
条

　平
清
盛
の
邸
宅
。
平
安
京
の
左
京
、
八
条
大
路
北
、
大
宮
大
路
西
に
あ
っ
た

（
注
3
）

　座
敷

　座
る
た
め
の
敷
物

（
注
4
）

　今
様

　平
安
時
代
後
期
に
流
行
し
た
歌
謡

（
注
1
）

（
注
2
）

⑴

（
注
3
）

ア

⑵

イ

ウ

エ

⑶

（
注
4
）

オ
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Ⅱ

仏
も
昔
は
人
な
り
き

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　三さ
ん

身じ
ん

仏
性
具
せ
る
身
と

　知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
（
梁り

ょ
う

塵じ
ん

秘ひ

抄し
ょ
う

・
二
三
二
）

【
現
代
語
訳
】

仏
も
昔
は
人
間
だ
っ
た
。
我
ら
も
最
後
に
は
仏
に
成
れ
る
の
だ
。
仏
に
成
る
べ
き
性
質
を
本
来
備
え
て
い
る
身
だ
と
知
ら
ず
に
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に

し
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
よ
。

【
評
】

『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」
の
章
段
に
は
、
白
拍
子
の
祇
王
が
こ
の
今
様
を
歌
い
替
え
た
話
が
見
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
祇
王
は
平
清
盛
に
愛

さ
れ
て
栄
華
を
極
め
て
い
た
が
、
や
が
て
別
の
白
拍
子
・
仏
御
前
が
清
盛
の
寵ち
ょ
う

愛
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
屋
敷
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
翌
年

に
な
っ
て
、
祇
王
は
突
然
呼
び
出
さ
れ
、
清
盛
と
仏
御
前
の
前
で
今
様
を
歌
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
る
。
祇
王
が
涙
な
が
ら
に
歌
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

今
様
で
あ
っ
た
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　い
づ
れ
も
仏
性
具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

こ
の
今
様
は
『
梁
塵
秘
抄
』
二
三
二
番
歌
の
「
三
身
」
を

Ａ

と
歌
い
替
え
、「
知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
を
「
へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ

悲
し
け
れ
」
と
歌
い
替
え
て
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に
す
る
お
ろ
か
な
人
々
に
つ
い
て
の

Ｂ

な
嘆
き
を
、
清
盛
が
自
分
と
仏
御
前
を
分
け
隔
て
す
る

事
へ
の

Ｃ

な
嘆
き
に
巧
み
に
転
換
し
て
い
る
。（
中
略
）

今
様
の
歌
い
手
に
は
、
美
し
い
声
で
歌
う
音
楽
的
な
技
術
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
歌
い
替
え
ら
れ
る
能
力
も
求
め
ら
れ

た
。
臨
機
応
変
に
歌
い
替
え
ら
れ
る
、
い
わ
ば
文
学
的
な
力
も
重
視
さ
れ
た
の
が
、
今
様
と
い
う
歌
謡
の
大
き
な
特
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
植
木
朝
子
『
梁
塵
秘
抄
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
1
）

　三
身

　仏
の
身
体
に
つ
い
て
い
う
三
種
。
法ほ
っ

身し
ん

（
永
遠
の
真
理
そ
の
も
の
。
色
も
形
も
な
い
真
如
そ
の
も
の
）・
報ほ

う

身じ
ん

（
菩ぼ

薩さ
つ

が
誓
い
を
立
て
、
そ
の
誓
い
を
完
成
し

て
え
た
仏
身
）・
応お
う

身じ
ん

（
世
の
人
を
導
く
た
め
に
出
現
し
た
仏
）
の
三
つ

（
注
1
）
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問
一

　 Ⅰ
の
文
章
の
傍
線
部
分
ア
「
奉
る
」、
イ
「
申
し
」、
ウ
「
の
た
ま
ふ
」、
エ
「
給
は
」、
オ
「
給
へ
」
は
誰
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
。
最 

も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号
を
何
度
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
解
答
番
号
は
ア

76

、

イ

77

、
ウ

78

、
エ

79

、
オ

80

。

①

　祇
女

　
　②

　祇
王

　
　③

　仏
御
前

　
　④

　清
盛

　
　⑤

　平
家
一
門

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
」
は
、
誰
が
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

81

。

①

　祇
王
が
清
盛
に
対
し
て
嫌
気
が
さ
し
て
い
る

②

　祇
王
が
仏
御
前
に
対
し
て
嫉
妬
心
を
感
じ
て
い
る

③

　祇
王
が
祇
女
に
対
し
て
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る

④

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
な
い
が
し
ろ
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る

⑤

　清
盛
が
仏
御
前
に
対
し
て
祇
王
に
負
け
な
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る

⑥

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
愛
情
が
冷
め
て
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

29

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
」
は
、
仏
御
前
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

82

。

①

　
清
盛
の
愛
情
が
祇
王
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
す
る
気
持
ち

②

　
祇
王
に
対
す
る
清
盛
の
仕
打
ち
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
同
情
す
る
気
持
ち

③

　
清
盛
か
ら
自
分
は
愛
さ
れ
な
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
気
持
ち

④

　
清
盛
に
対
す
る
祇
王
の
態
度
が
失
礼
だ
と
非
難
す
る
気
持
ち

⑤

　
祇
王
の
立
派
な
態
度
に
感
動
し
て
、
共
感
す
る
気
持
ち

⑥

　
祇
王
の
嫉
妬
心
を
恐
れ
、
恨
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

問
四

　
傍
線
部
分
⑶
「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今
様
一
つ
歌
へ
か
し
」
の
発
言

に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

83

。

①

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
か
つ
て
寵
愛
し
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
っ
て
現
在
寵
愛
す
る
仏
御
前
を
慰
め
よ
と
命
じ
る
無
神
経
な
も
の
で
、

権
力
者
で
あ
る
自
身
に
振
り
回
さ
れ
る
人
に
対
し
て
無
頓
着
な
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

②

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
今
は
愛
情
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
う
こ
と
で
西
八
条
邸
に
呼
び
戻
す
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
権
力
者
と
し
て
慈
悲
深
い
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

③

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
が
清
盛
の
心
情
を
理
解
で
き
ず
に
、
今
様
を
歌
え
と
い
う
命
令
を
承
諾
す
る
も
の
で
、
清
盛
の
愛
情
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
祇
王
の
け
な
げ
な
姿
を
表
現
し
て
い
る

④

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
と
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
仏
御
前
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
っ
て
清
盛
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
、
仏

御
前
の
情
け
深
い
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る

⑤

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
清
盛
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
わ
せ
る
こ
と
で
仏
御
前
と
の
実
力
差
を
思
い
知
ら
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
権
力
者
で
あ
る
清
盛
の
非
情
な
姿
を
表
現
し
て
い
る
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三
イ

　次
の
Ⅰ
、
Ⅱ
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
Ⅰ
は
『
平
家
物
語
』
の
一
節
、
Ⅱ
は
Ⅰ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
謡
に
つ

い
て
の
解
説
文
で
あ
る
。

Ⅰ
ひ
と
り
参
ら
む
は
、
あ
ま
り
に
物
憂
し
と
て
、
妹
の
祇ぎ

女に
よ

を
も
相あ

ひ

具ぐ

し
け
り
。
そ
の
ほ
か
白
拍
子
二
人
、
総
じ
て
四
人
、
一
つ
車
に
取
り
乗
つ
て
、
西

八
条
へ
ぞ
参
り
た
る
。
先さ

き

ざ
き
召
さ
れ
け
る
所
へ
は
入
れ
ら
れ
ず
、
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
。
祇
王
、「
こ
は
さ

れ
ば
何
事
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。
我
が
身
に
あ
や
ま
つ
事
は
な
け
れ
ど
も
、
捨
て
ら
れ
奉
る
だ
に
あ
る
に
、
座
敷
を
さ
へ
下
げ
ら
る
る
こ
と
の
心
憂
さ
よ
。
い

か
に
せ
む
」
と
思
ふ
に
、
知
ら
せ
じ
と
お
さ
ふ
る
袖
の
ひ
ま
よ
り
も
、
あ
ま
り
て
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る
。
仏
御
前
こ
れ
を
見
て
、
あ
ま
り
に
あ
は
れ
に
思
ひ

け
れ
ば
、「
あ
れ
は
い
か
に
、
日
ご
ろ
召
さ
れ
ぬ
所
で
も
さ
ぶ
ら
は
ば
こ
そ
、
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。
さ
ら
ず
は
わ
ら
は
に
暇い

と
ま

を
た
べ
。
出
で

て
見げ

ん

参ざ
ん

せ
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
入
道
（
清
盛
）、「
す
べ
て
そ
の
儀
あ
る
ま
じ
」
と
の
た
ま
ふ
間
、
力
お
よ
ば
で
出
で
ざ
り
け
り
。
そ
の
後
、
入
道
、
祇
王 

が
心
の
う
ち
を
ば
知
り
給
は
ず
、「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今い

ま

様や
う

一
つ
歌
へ
か
し
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
祇
王
、
参
る
程
で
は
、
と
も
か
う
も
入
道
殿
の
仰
せ
を
ば
背そ

む

く
ま
じ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
落
つ
る
涙
を
抑
へ
て
、
今
様
一
つ
ぞ
歌
う
た
る
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終つ

ひ

に
は
仏
な
り

　い
ず
れ
も
仏ぶ

つ

性し
や
う

具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

と
泣
く
泣
く
二
辺
歌
う
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
座
に
い
く
ら
も
な
み
ゐ
給
へ
る
、
平
家
一
門
の
公
卿
、
殿
上
人
、
諸し

よ

大だ
い

夫ぶ

、
侍

さ
ぶ
ら
ひ

に
至
る
ま
で
、
皆
感
涙
を

ぞ
流
さ
れ
け
る
。

（『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」）

（
注
1
）

　白
拍
子

　平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
流
行
し
た
歌
舞
を
職
業
と
し
た
女
性

（
注
2
）

　西
八
条

　平
清
盛
の
邸
宅
。
平
安
京
の
左
京
、
八
条
大
路
北
、
大
宮
大
路
西
に
あ
っ
た

（
注
3
）

　座
敷

　座
る
た
め
の
敷
物

（
注
4
）

　今
様

　平
安
時
代
後
期
に
流
行
し
た
歌
謡

（
注
1
）

（
注
2
）

⑴

（
注
3
）

ア

⑵

イ

ウ

エ

⑶

（
注
4
）

オ
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Ⅱ

仏
も
昔
は
人
な
り
き

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　三さ
ん

身じ
ん

仏
性
具
せ
る
身
と

　知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
（
梁り

ょ
う

塵じ
ん

秘ひ

抄し
ょ
う

・
二
三
二
）

【
現
代
語
訳
】

仏
も
昔
は
人
間
だ
っ
た
。
我
ら
も
最
後
に
は
仏
に
成
れ
る
の
だ
。
仏
に
成
る
べ
き
性
質
を
本
来
備
え
て
い
る
身
だ
と
知
ら
ず
に
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に

し
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
よ
。

【
評
】

『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」
の
章
段
に
は
、
白
拍
子
の
祇
王
が
こ
の
今
様
を
歌
い
替
え
た
話
が
見
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
祇
王
は
平
清
盛
に
愛

さ
れ
て
栄
華
を
極
め
て
い
た
が
、
や
が
て
別
の
白
拍
子
・
仏
御
前
が
清
盛
の
寵ち
ょ
う

愛
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
屋
敷
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
翌
年

に
な
っ
て
、
祇
王
は
突
然
呼
び
出
さ
れ
、
清
盛
と
仏
御
前
の
前
で
今
様
を
歌
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
る
。
祇
王
が
涙
な
が
ら
に
歌
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

今
様
で
あ
っ
た
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　い
づ
れ
も
仏
性
具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

こ
の
今
様
は
『
梁
塵
秘
抄
』
二
三
二
番
歌
の
「
三
身
」
を

Ａ

と
歌
い
替
え
、「
知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
を
「
へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ

悲
し
け
れ
」
と
歌
い
替
え
て
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に
す
る
お
ろ
か
な
人
々
に
つ
い
て
の

Ｂ

な
嘆
き
を
、
清
盛
が
自
分
と
仏
御
前
を
分
け
隔
て
す
る

事
へ
の

Ｃ

な
嘆
き
に
巧
み
に
転
換
し
て
い
る
。（
中
略
）

今
様
の
歌
い
手
に
は
、
美
し
い
声
で
歌
う
音
楽
的
な
技
術
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
歌
い
替
え
ら
れ
る
能
力
も
求
め
ら
れ

た
。
臨
機
応
変
に
歌
い
替
え
ら
れ
る
、
い
わ
ば
文
学
的
な
力
も
重
視
さ
れ
た
の
が
、
今
様
と
い
う
歌
謡
の
大
き
な
特
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
植
木
朝
子
『
梁
塵
秘
抄
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
1
）

　三
身

　仏
の
身
体
に
つ
い
て
い
う
三
種
。
法ほ
っ

身し
ん

（
永
遠
の
真
理
そ
の
も
の
。
色
も
形
も
な
い
真
如
そ
の
も
の
）・
報ほ

う

身じ
ん

（
菩ぼ

薩さ
つ

が
誓
い
を
立
て
、
そ
の
誓
い
を
完
成
し

て
え
た
仏
身
）・
応お
う

身じ
ん

（
世
の
人
を
導
く
た
め
に
出
現
し
た
仏
）
の
三
つ

（
注
1
）
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問
一

　 Ⅰ
の
文
章
の
傍
線
部
分
ア
「
奉
る
」、
イ
「
申
し
」、
ウ
「
の
た
ま
ふ
」、
エ
「
給
は
」、
オ
「
給
へ
」
は
誰
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
。
最 

も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号
を
何
度
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
解
答
番
号
は
ア

76

、

イ

77

、
ウ

78

、
エ

79

、
オ

80

。

①

　祇
女

　
　②

　祇
王

　
　③

　仏
御
前

　
　④

　清
盛

　
　⑤

　平
家
一
門

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
」
は
、
誰
が
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

81

。

①

　祇
王
が
清
盛
に
対
し
て
嫌
気
が
さ
し
て
い
る

②

　祇
王
が
仏
御
前
に
対
し
て
嫉
妬
心
を
感
じ
て
い
る

③

　祇
王
が
祇
女
に
対
し
て
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る

④

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
な
い
が
し
ろ
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る

⑤

　清
盛
が
仏
御
前
に
対
し
て
祇
王
に
負
け
な
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る

⑥

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
愛
情
が
冷
め
て
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

29

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
」
は
、
仏
御
前
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

82

。

①

　
清
盛
の
愛
情
が
祇
王
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
す
る
気
持
ち

②

　
祇
王
に
対
す
る
清
盛
の
仕
打
ち
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
同
情
す
る
気
持
ち

③

　
清
盛
か
ら
自
分
は
愛
さ
れ
な
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
気
持
ち

④

　
清
盛
に
対
す
る
祇
王
の
態
度
が
失
礼
だ
と
非
難
す
る
気
持
ち

⑤

　
祇
王
の
立
派
な
態
度
に
感
動
し
て
、
共
感
す
る
気
持
ち

⑥

　
祇
王
の
嫉
妬
心
を
恐
れ
、
恨
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

問
四

　
傍
線
部
分
⑶
「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今
様
一
つ
歌
へ
か
し
」
の
発
言

に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

83

。

①

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
か
つ
て
寵
愛
し
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
っ
て
現
在
寵
愛
す
る
仏
御
前
を
慰
め
よ
と
命
じ
る
無
神
経
な
も
の
で
、

権
力
者
で
あ
る
自
身
に
振
り
回
さ
れ
る
人
に
対
し
て
無
頓
着
な
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

②

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
今
は
愛
情
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
う
こ
と
で
西
八
条
邸
に
呼
び
戻
す
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
権
力
者
と
し
て
慈
悲
深
い
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

③

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
が
清
盛
の
心
情
を
理
解
で
き
ず
に
、
今
様
を
歌
え
と
い
う
命
令
を
承
諾
す
る
も
の
で
、
清
盛
の
愛
情
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
祇
王
の
け
な
げ
な
姿
を
表
現
し
て
い
る

④

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
と
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
仏
御
前
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
っ
て
清
盛
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
、
仏

御
前
の
情
け
深
い
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る

⑤

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
清
盛
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
わ
せ
る
こ
と
で
仏
御
前
と
の
実
力
差
を
思
い
知
ら
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
権
力
者
で
あ
る
清
盛
の
非
情
な
姿
を
表
現
し
て
い
る
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三
イ

　次
の
Ⅰ
、
Ⅱ
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
Ⅰ
は
『
平
家
物
語
』
の
一
節
、
Ⅱ
は
Ⅰ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
謡
に
つ

い
て
の
解
説
文
で
あ
る
。

Ⅰ
ひ
と
り
参
ら
む
は
、
あ
ま
り
に
物
憂
し
と
て
、
妹
の
祇ぎ

女に
よ

を
も
相あ

ひ

具ぐ

し
け
り
。
そ
の
ほ
か
白
拍
子
二
人
、
総
じ
て
四
人
、
一
つ
車
に
取
り
乗
つ
て
、
西

八
条
へ
ぞ
参
り
た
る
。
先さ

き

ざ
き
召
さ
れ
け
る
所
へ
は
入
れ
ら
れ
ず
、
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
。
祇
王
、「
こ
は
さ

れ
ば
何
事
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。
我
が
身
に
あ
や
ま
つ
事
は
な
け
れ
ど
も
、
捨
て
ら
れ
奉
る
だ
に
あ
る
に
、
座
敷
を
さ
へ
下
げ
ら
る
る
こ
と
の
心
憂
さ
よ
。
い

か
に
せ
む
」
と
思
ふ
に
、
知
ら
せ
じ
と
お
さ
ふ
る
袖
の
ひ
ま
よ
り
も
、
あ
ま
り
て
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る
。
仏
御
前
こ
れ
を
見
て
、
あ
ま
り
に
あ
は
れ
に
思
ひ

け
れ
ば
、「
あ
れ
は
い
か
に
、
日
ご
ろ
召
さ
れ
ぬ
所
で
も
さ
ぶ
ら
は
ば
こ
そ
、
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。
さ
ら
ず
は
わ
ら
は
に
暇い

と
ま

を
た
べ
。
出
で

て
見げ

ん

参ざ
ん

せ
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
入
道
（
清
盛
）、「
す
べ
て
そ
の
儀
あ
る
ま
じ
」
と
の
た
ま
ふ
間
、
力
お
よ
ば
で
出
で
ざ
り
け
り
。
そ
の
後
、
入
道
、
祇
王 

が
心
の
う
ち
を
ば
知
り
給
は
ず
、「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今い

ま

様や
う

一
つ
歌
へ
か
し
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
祇
王
、
参
る
程
で
は
、
と
も
か
う
も
入
道
殿
の
仰
せ
を
ば
背そ

む

く
ま
じ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
落
つ
る
涙
を
抑
へ
て
、
今
様
一
つ
ぞ
歌
う
た
る
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終つ

ひ

に
は
仏
な
り

　い
ず
れ
も
仏ぶ

つ

性し
や
う

具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

と
泣
く
泣
く
二
辺
歌
う
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
座
に
い
く
ら
も
な
み
ゐ
給
へ
る
、
平
家
一
門
の
公
卿
、
殿
上
人
、
諸し

よ

大だ
い

夫ぶ

、
侍

さ
ぶ
ら
ひ

に
至
る
ま
で
、
皆
感
涙
を

ぞ
流
さ
れ
け
る
。

（『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」）

（
注
1
）

　白
拍
子

　平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
流
行
し
た
歌
舞
を
職
業
と
し
た
女
性

（
注
2
）

　西
八
条

　平
清
盛
の
邸
宅
。
平
安
京
の
左
京
、
八
条
大
路
北
、
大
宮
大
路
西
に
あ
っ
た

（
注
3
）

　座
敷

　座
る
た
め
の
敷
物

（
注
4
）

　今
様

　平
安
時
代
後
期
に
流
行
し
た
歌
謡

（
注
1
）

（
注
2
）

⑴

（
注
3
）

ア

⑵

イ

ウ

エ

⑶

（
注
4
）

オ
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Ⅱ

仏
も
昔
は
人
な
り
き

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　三さ
ん

身じ
ん

仏
性
具
せ
る
身
と

　知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
（
梁り

ょ
う

塵じ
ん

秘ひ

抄し
ょ
う

・
二
三
二
）

【
現
代
語
訳
】

仏
も
昔
は
人
間
だ
っ
た
。
我
ら
も
最
後
に
は
仏
に
成
れ
る
の
だ
。
仏
に
成
る
べ
き
性
質
を
本
来
備
え
て
い
る
身
だ
と
知
ら
ず
に
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に

し
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
よ
。

【
評
】

『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」
の
章
段
に
は
、
白
拍
子
の
祇
王
が
こ
の
今
様
を
歌
い
替
え
た
話
が
見
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
祇
王
は
平
清
盛
に
愛

さ
れ
て
栄
華
を
極
め
て
い
た
が
、
や
が
て
別
の
白
拍
子
・
仏
御
前
が
清
盛
の
寵ち
ょ
う

愛
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
屋
敷
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
翌
年

に
な
っ
て
、
祇
王
は
突
然
呼
び
出
さ
れ
、
清
盛
と
仏
御
前
の
前
で
今
様
を
歌
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
る
。
祇
王
が
涙
な
が
ら
に
歌
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

今
様
で
あ
っ
た
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　い
づ
れ
も
仏
性
具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

こ
の
今
様
は
『
梁
塵
秘
抄
』
二
三
二
番
歌
の
「
三
身
」
を

Ａ

と
歌
い
替
え
、「
知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
を
「
へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ

悲
し
け
れ
」
と
歌
い
替
え
て
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に
す
る
お
ろ
か
な
人
々
に
つ
い
て
の

Ｂ

な
嘆
き
を
、
清
盛
が
自
分
と
仏
御
前
を
分
け
隔
て
す
る

事
へ
の

Ｃ

な
嘆
き
に
巧
み
に
転
換
し
て
い
る
。（
中
略
）

今
様
の
歌
い
手
に
は
、
美
し
い
声
で
歌
う
音
楽
的
な
技
術
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
歌
い
替
え
ら
れ
る
能
力
も
求
め
ら
れ

た
。
臨
機
応
変
に
歌
い
替
え
ら
れ
る
、
い
わ
ば
文
学
的
な
力
も
重
視
さ
れ
た
の
が
、
今
様
と
い
う
歌
謡
の
大
き
な
特
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
植
木
朝
子
『
梁
塵
秘
抄
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
1
）

　三
身

　仏
の
身
体
に
つ
い
て
い
う
三
種
。
法ほ
っ

身し
ん

（
永
遠
の
真
理
そ
の
も
の
。
色
も
形
も
な
い
真
如
そ
の
も
の
）・
報ほ

う

身じ
ん

（
菩ぼ

薩さ
つ

が
誓
い
を
立
て
、
そ
の
誓
い
を
完
成
し

て
え
た
仏
身
）・
応お
う

身じ
ん

（
世
の
人
を
導
く
た
め
に
出
現
し
た
仏
）
の
三
つ

（
注
1
）
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問
一

　 Ⅰ
の
文
章
の
傍
線
部
分
ア
「
奉
る
」、
イ
「
申
し
」、
ウ
「
の
た
ま
ふ
」、
エ
「
給
は
」、
オ
「
給
へ
」
は
誰
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
。
最 

も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号
を
何
度
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
解
答
番
号
は
ア

76

、

イ

77

、
ウ

78

、
エ

79

、
オ

80

。

①

　祇
女

　
　②

　祇
王

　
　③

　仏
御
前

　
　④

　清
盛

　
　⑤

　平
家
一
門

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
」
は
、
誰
が
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

81

。

①

　祇
王
が
清
盛
に
対
し
て
嫌
気
が
さ
し
て
い
る

②

　祇
王
が
仏
御
前
に
対
し
て
嫉
妬
心
を
感
じ
て
い
る

③

　祇
王
が
祇
女
に
対
し
て
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る

④

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
な
い
が
し
ろ
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る

⑤

　清
盛
が
仏
御
前
に
対
し
て
祇
王
に
負
け
な
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る

⑥

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
愛
情
が
冷
め
て
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
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問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
」
は
、
仏
御
前
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

82

。

①

　
清
盛
の
愛
情
が
祇
王
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
す
る
気
持
ち

②

　
祇
王
に
対
す
る
清
盛
の
仕
打
ち
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
同
情
す
る
気
持
ち

③

　
清
盛
か
ら
自
分
は
愛
さ
れ
な
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
気
持
ち

④

　
清
盛
に
対
す
る
祇
王
の
態
度
が
失
礼
だ
と
非
難
す
る
気
持
ち

⑤

　
祇
王
の
立
派
な
態
度
に
感
動
し
て
、
共
感
す
る
気
持
ち

⑥

　
祇
王
の
嫉
妬
心
を
恐
れ
、
恨
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

問
四

　
傍
線
部
分
⑶
「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今
様
一
つ
歌
へ
か
し
」
の
発
言

に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

83

。

①

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
か
つ
て
寵
愛
し
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
っ
て
現
在
寵
愛
す
る
仏
御
前
を
慰
め
よ
と
命
じ
る
無
神
経
な
も
の
で
、

権
力
者
で
あ
る
自
身
に
振
り
回
さ
れ
る
人
に
対
し
て
無
頓
着
な
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

②

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
今
は
愛
情
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
う
こ
と
で
西
八
条
邸
に
呼
び
戻
す
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
権
力
者
と
し
て
慈
悲
深
い
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

③

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
が
清
盛
の
心
情
を
理
解
で
き
ず
に
、
今
様
を
歌
え
と
い
う
命
令
を
承
諾
す
る
も
の
で
、
清
盛
の
愛
情
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
祇
王
の
け
な
げ
な
姿
を
表
現
し
て
い
る

④

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
と
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
仏
御
前
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
っ
て
清
盛
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
、
仏

御
前
の
情
け
深
い
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る

⑤

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
清
盛
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
わ
せ
る
こ
と
で
仏
御
前
と
の
実
力
差
を
思
い
知
ら
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
権
力
者
で
あ
る
清
盛
の
非
情
な
姿
を
表
現
し
て
い
る

62 国　語
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三
イ

　次
の
Ⅰ
、
Ⅱ
の
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
Ⅰ
は
『
平
家
物
語
』
の
一
節
、
Ⅱ
は
Ⅰ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
謡
に
つ

い
て
の
解
説
文
で
あ
る
。

Ⅰ
ひ
と
り
参
ら
む
は
、
あ
ま
り
に
物
憂
し
と
て
、
妹
の
祇ぎ

女に
よ

を
も
相あ

ひ

具ぐ

し
け
り
。
そ
の
ほ
か
白
拍
子
二
人
、
総
じ
て
四
人
、
一
つ
車
に
取
り
乗
つ
て
、
西

八
条
へ
ぞ
参
り
た
る
。
先さ

き

ざ
き
召
さ
れ
け
る
所
へ
は
入
れ
ら
れ
ず
、
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
。
祇
王
、「
こ
は
さ

れ
ば
何
事
さ
ぶ
ら
ふ
ぞ
や
。
我
が
身
に
あ
や
ま
つ
事
は
な
け
れ
ど
も
、
捨
て
ら
れ
奉
る
だ
に
あ
る
に
、
座
敷
を
さ
へ
下
げ
ら
る
る
こ
と
の
心
憂
さ
よ
。
い

か
に
せ
む
」
と
思
ふ
に
、
知
ら
せ
じ
と
お
さ
ふ
る
袖
の
ひ
ま
よ
り
も
、
あ
ま
り
て
涙
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る
。
仏
御
前
こ
れ
を
見
て
、
あ
ま
り
に
あ
は
れ
に
思
ひ

け
れ
ば
、「
あ
れ
は
い
か
に
、
日
ご
ろ
召
さ
れ
ぬ
所
で
も
さ
ぶ
ら
は
ば
こ
そ
、
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
。
さ
ら
ず
は
わ
ら
は
に
暇い

と
ま

を
た
べ
。
出
で

て
見げ

ん

参ざ
ん

せ
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、
入
道
（
清
盛
）、「
す
べ
て
そ
の
儀
あ
る
ま
じ
」
と
の
た
ま
ふ
間
、
力
お
よ
ば
で
出
で
ざ
り
け
り
。
そ
の
後
、
入
道
、
祇
王 

が
心
の
う
ち
を
ば
知
り
給
は
ず
、「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今い

ま

様や
う

一
つ
歌
へ
か
し
」

と
の
た
ま
へ
ば
、
祇
王
、
参
る
程
で
は
、
と
も
か
う
も
入
道
殿
の
仰
せ
を
ば
背そ

む

く
ま
じ
と
思
ひ
け
れ
ば
、
落
つ
る
涙
を
抑
へ
て
、
今
様
一
つ
ぞ
歌
う
た
る
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終つ

ひ

に
は
仏
な
り

　い
ず
れ
も
仏ぶ

つ

性し
や
う

具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

と
泣
く
泣
く
二
辺
歌
う
た
り
け
れ
ば
、
そ
の
座
に
い
く
ら
も
な
み
ゐ
給
へ
る
、
平
家
一
門
の
公
卿
、
殿
上
人
、
諸し

よ

大だ
い

夫ぶ

、
侍

さ
ぶ
ら
ひ

に
至
る
ま
で
、
皆
感
涙
を

ぞ
流
さ
れ
け
る
。

（『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」）

（
注
1
）

　白
拍
子

　平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
流
行
し
た
歌
舞
を
職
業
と
し
た
女
性

（
注
2
）

　西
八
条

　平
清
盛
の
邸
宅
。
平
安
京
の
左
京
、
八
条
大
路
北
、
大
宮
大
路
西
に
あ
っ
た

（
注
3
）

　座
敷

　座
る
た
め
の
敷
物

（
注
4
）

　今
様

　平
安
時
代
後
期
に
流
行
し
た
歌
謡

（
注
1
）

（
注
2
）

⑴

（
注
3
）

ア

⑵

イ

ウ

エ

⑶

（
注
4
）

オ
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Ⅱ

仏
も
昔
は
人
な
り
き

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　三さ
ん

身じ
ん

仏
性
具
せ
る
身
と

　知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
（
梁り

ょ
う

塵じ
ん

秘ひ

抄し
ょ
う

・
二
三
二
）

【
現
代
語
訳
】

仏
も
昔
は
人
間
だ
っ
た
。
我
ら
も
最
後
に
は
仏
に
成
れ
る
の
だ
。
仏
に
成
る
べ
き
性
質
を
本
来
備
え
て
い
る
身
だ
と
知
ら
ず
に
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に

し
て
い
る
の
は
悲
し
い
こ
と
だ
よ
。

【
評
】

『
平
家
物
語
』
巻
一
「
祇
王
」
の
章
段
に
は
、
白
拍
子
の
祇
王
が
こ
の
今
様
を
歌
い
替
え
た
話
が
見
え
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
祇
王
は
平
清
盛
に
愛

さ
れ
て
栄
華
を
極
め
て
い
た
が
、
や
が
て
別
の
白
拍
子
・
仏
御
前
が
清
盛
の
寵ち
ょ
う

愛
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
、
屋
敷
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
翌
年

に
な
っ
て
、
祇
王
は
突
然
呼
び
出
さ
れ
、
清
盛
と
仏
御
前
の
前
で
今
様
を
歌
う
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
る
。
祇
王
が
涙
な
が
ら
に
歌
っ
た
の
は
、
次
の
よ
う
な

今
様
で
あ
っ
た
。

仏
も
昔
は
凡
夫
な
り

　我
ら
も
終
に
は
仏
な
り

　い
づ
れ
も
仏
性
具
せ
る
身
を

　へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ
悲
し
け
れ

こ
の
今
様
は
『
梁
塵
秘
抄
』
二
三
二
番
歌
の
「
三
身
」
を

Ａ

と
歌
い
替
え
、「
知
ら
ざ
り
け
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
を
「
へ
だ
つ
る
の
み
こ
そ

悲
し
け
れ
」
と
歌
い
替
え
て
、
仏
道
を
な
お
ざ
り
に
す
る
お
ろ
か
な
人
々
に
つ
い
て
の

Ｂ

な
嘆
き
を
、
清
盛
が
自
分
と
仏
御
前
を
分
け
隔
て
す
る

事
へ
の

Ｃ

な
嘆
き
に
巧
み
に
転
換
し
て
い
る
。（
中
略
）

今
様
の
歌
い
手
に
は
、
美
し
い
声
で
歌
う
音
楽
的
な
技
術
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
歌
い
替
え
ら
れ
る
能
力
も
求
め
ら
れ

た
。
臨
機
応
変
に
歌
い
替
え
ら
れ
る
、
い
わ
ば
文
学
的
な
力
も
重
視
さ
れ
た
の
が
、
今
様
と
い
う
歌
謡
の
大
き
な
特
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
植
木
朝
子
『
梁
塵
秘
抄
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
1
）

　三
身

　仏
の
身
体
に
つ
い
て
い
う
三
種
。
法ほ
っ

身し
ん

（
永
遠
の
真
理
そ
の
も
の
。
色
も
形
も
な
い
真
如
そ
の
も
の
）・
報ほ

う

身じ
ん

（
菩ぼ

薩さ
つ

が
誓
い
を
立
て
、
そ
の
誓
い
を
完
成
し

て
え
た
仏
身
）・
応お
う

身じ
ん

（
世
の
人
を
導
く
た
め
に
出
現
し
た
仏
）
の
三
つ

（
注
1
）
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問
一

　 Ⅰ
の
文
章
の
傍
線
部
分
ア
「
奉
る
」、
イ
「
申
し
」、
ウ
「
の
た
ま
ふ
」、
エ
「
給
は
」、
オ
「
給
へ
」
は
誰
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
。
最 

も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号
を
何
度
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
解
答
番
号
は
ア

76

、

イ

77

、
ウ

78

、
エ

79

、
オ

80

。

①

　祇
女

　
　②

　祇
王

　
　③

　仏
御
前

　
　④

　清
盛

　
　⑤

　平
家
一
門

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
は
る
か
に
下
が
り
た
る
所
に
、
座
敷
し
つ
ら
う
て
お
か
れ
た
り
」
は
、
誰
が
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

81

。

①

　祇
王
が
清
盛
に
対
し
て
嫌
気
が
さ
し
て
い
る

②

　祇
王
が
仏
御
前
に
対
し
て
嫉
妬
心
を
感
じ
て
い
る

③

　祇
王
が
祇
女
に
対
し
て
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る

④

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
な
い
が
し
ろ
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
っ
て
い
る

⑤

　清
盛
が
仏
御
前
に
対
し
て
祇
王
に
負
け
な
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る

⑥

　清
盛
が
祇
王
に
対
し
て
愛
情
が
冷
め
て
い
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
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問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
こ
れ
へ
召
さ
れ
さ
ぶ
ら
へ
か
し
」
は
、
仏
御
前
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

82

。

①

　
清
盛
の
愛
情
が
祇
王
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
警
戒
す
る
気
持
ち

②

　
祇
王
に
対
す
る
清
盛
の
仕
打
ち
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
同
情
す
る
気
持
ち

③

　
清
盛
か
ら
自
分
は
愛
さ
れ
な
く
な
っ
て
も
よ
い
と
い
う
気
持
ち

④

　
清
盛
に
対
す
る
祇
王
の
態
度
が
失
礼
だ
と
非
難
す
る
気
持
ち

⑤

　
祇
王
の
立
派
な
態
度
に
感
動
し
て
、
共
感
す
る
気
持
ち

⑥

　
祇
王
の
嫉
妬
心
を
恐
れ
、
恨
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

問
四

　
傍
線
部
分
⑶
「
い
か
に
、
そ
の
後
、
何
事
か
あ
る
。
さ
て
は
仏
御
前
が
あ
ま
り
に
つ
れ
づ
れ
げ
に
見
ゆ
る
に
、
今
様
一
つ
歌
へ
か
し
」
の
発
言

に
つ
い
て
の
解
説
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

83

。

①

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
か
つ
て
寵
愛
し
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
っ
て
現
在
寵
愛
す
る
仏
御
前
を
慰
め
よ
と
命
じ
る
無
神
経
な
も
の
で
、

権
力
者
で
あ
る
自
身
に
振
り
回
さ
れ
る
人
に
対
し
て
無
頓
着
な
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

②

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
が
今
は
愛
情
が
冷
め
て
し
ま
っ
た
祇
王
に
対
し
て
、
今
様
を
歌
う
こ
と
で
西
八
条
邸
に
呼
び
戻
す
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
権
力
者
と
し
て
慈
悲
深
い
清
盛
の
姿
を
表
現
し
て
い
る

③

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
が
清
盛
の
心
情
を
理
解
で
き
ず
に
、
今
様
を
歌
え
と
い
う
命
令
を
承
諾
す
る
も
の
で
、
清
盛
の
愛
情
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
祇
王
の
け
な
げ
な
姿
を
表
現
し
て
い
る

④

　
こ
の
発
言
は
、
清
盛
と
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
仏
御
前
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
っ
て
清
盛
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
勧
め
る
も
の
で
、
仏

御
前
の
情
け
深
い
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る

⑤

　
こ
の
発
言
は
、
祇
王
の
心
情
を
理
解
で
き
な
い
清
盛
が
、
祇
王
に
今
様
を
歌
わ
せ
る
こ
と
で
仏
御
前
と
の
実
力
差
を
思
い
知
ら
せ
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
権
力
者
で
あ
る
清
盛
の
非
情
な
姿
を
表
現
し
て
い
る
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問
五

　 Ⅱ
の
文
章
の
空
欄
Ａ
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

84

。

①

　凡
夫
な
り

　
　②

　仏
な
り

　
　③

　い
づ
れ
も

　
　④

　仏
性
具
せ
る

問
六

　
空
欄
Ｂ
と
Ｃ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

85

。

①

　Ｂ

　仏
教
的

　―

　Ｃ

　道
教
的

②

　Ｂ

　世
間
的

　―

　Ｃ

　個
別
的

③

　Ｂ

　現
象
的

　―

　Ｃ

　心
理
的

④

　Ｂ

　普
遍
的

　―

　Ｃ

　世
俗
的

⑤

　Ｂ

　一
般
的

　―

　Ｃ

　個
人
的

問
七

　
『
平
家
物
語
』
よ
り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

86

。

①

　落
窪
物
語

　
　②

　雨
月
物
語

　
　③

　源
氏
物
語

　
　④

　伊
勢
物
語

　
　⑤

　栄
花
物
語

32

三
ウ

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
関
係
上
、
訓
点
を
省
い
た
部
分
が
あ
る
）。

或ル
ヒ
ト

　問フ、
　「士

　大

　夫ノ

　交

　際ハ

　礼

　与か
ト。」

　曰ハ
ク、

　「礼

　也
。
古い

に
し
へ

●
者
、
睦む

つ
ブ
ニ

　隣

　国ニ

　有リ

　享

　礼
、
有リ

　

私し

　覿て
き

、
士

　大

　夫

　相

　見ま
み
ユ
ル
ニ　

 

各

　有リ

　所

　贄し
ス
ル、

郷

　党モ

　亦タ

　然リ、
婦

　人モ

　亦タ

　然リ、
　何

　可

　廃 

也
。」

　曰ハ
ク、

　「近ち
か
ご
ろ

●
者

　厳シ
ク

　禁ズ
ル
ハ

　之ヲ、
何ゾ

　也ト。」
　曰ハ

ク、
　「非ズ

　禁ズ
ル
ニ

　交

　際ヲ、
　禁

　以

　交

　際

　行

　賄 

賂

　者

　也
。
夫レ

　無ク
シ
テ

　縁

　而

　交ハ
リ、

無ク
シ
テ

　処ス
ル

　而

　饋お
く
リ、

其ノ

　饋ル

　也

　過グ

　情ニ、
謂フ

モ

　之ヲ

　賄ト

　可

　也
。

豈

　惟

　厳シ
ク

　禁
。
即た

と
ヒ

　不ル
モ

　禁ゼ、
君

　子ハ

　不

　受ケ

　焉
。
乃チ

　若

　宿つ
と
ニ

　在リ

　交

　知ニ、
　情

　猶

　骨

　肉
、

数

　年

　不ル
ニ

　見あ
ハ、

一

　飯モ

　不ル
ハ

　相

　留メ、
人

　情

　乎
。

　数

　千

　里

　来
、
一

　揖

　而

　告

　別
、
人 

情

　乎
。
則チ

　彼ニ

　有リ

　饋き

　遺い

、
我ニ

　有ル
ハ

　贈

　送
、
皆

　天

　理

　人

　情

　之

　不ル

　可カ
ラ

　已ム

　者

　也
。

士

　君

　子

　立テ

　身ヲ

　行フ
ニ

　己ヲ

　自
お
の
づ
か
ラ

　有リ

　法

　度
。

　絶チ

　人ヲ

　逃の
が
ル
ル
ハ　

 

世ヲ、
情ノ

　所ナ
リ

　不ル

　安ン
ゼ。

余

　謂お
も
ヘ
ラ
ク　秉と
ル

　

 

大

　政ヲ

　者ハ

　貴ビ

　持ス
ル
ヲ

　平ヲ、
不

　貴バ

　一

　切ヲ。
持ス

レ
バ

　平ヲ

　則チ

　有リ

　節
、
一

　切ナ
レ
バ

　則チ

　愈
い
よ
い
よ

　潰つ
ひ
ユ。

何な
ん
と
な
れ
ば

●
者
、

勢

　不レ
バ

　能ハ

　也ト。」

（
呂
坤
『
呻
吟
語
』）

（
注
1
）

二

一

二
（
注
2
）

一

二

（
注
3
）

一

レ

レ
（
注
4
）

⑴

レ

レ

二

一

⑵

レ

レ

レ

二

⑶

一

⑷

レ

レ

⑸

二

一

⑹

レ

二

一

⑺

二
（
注
5
）

一

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一
⑻

レ

レ

レ

レ

二

一

レ

レ

レ

二
（
注
6
）

一

レ

レ

（
注
7
）

レ

33

（
注
1
）

　
士
大
夫

　
高
い
志
を
持
つ
教
養
の
あ
る
人
物

（
注
2
）

　
享
礼

　
使
者
が
相
手
国
に
渡
す
、
国
家
と
し
て
の
正
式
の
贈
り
物

（
注
3
）

　
私
覿

　
役
人
が
個
人
の
資
格
で
上
司
や
同
僚
に
面
会
す
る

（
注
4
）

　
贄

　
初
め
て
会
う
人
に
贈
る
贈
り
物

（
注
5
）

　
饋
遺

　
贈
り
物

（
注
6
）

　
一
切

　
一
律
に
も
の
ご
と
を
処
理
す
る

（
注
7
）

　
勢

　
物
事
の
な
り
ゆ
き

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
何
可
廃
也
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

101

。

①

　
何
事
も
途
中
で
や
め
て
は
な
ら
な
い

②

　
何
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

③

　
ど
う
し
て
や
め
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か

④

　
ど
う
し
て
や
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

⑤

　
ど
う
し
て
も
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

34

問
二

　
傍
線
部
分
⑵
「
禁
以
交
際
行
賄
賂
者
也
」
に
付
け
る
返
り
点
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

102

。

①

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

②

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

③

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

④

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

⑤

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

問
三

　
傍
線
部
分
⑶
「
賄
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

103

。

①

　
遠
く
か
ら
来
た
友
人
と
、
お
互
い
に
挨
拶
を
し
た
後
に
贈
り
合
う
贈
り
物

②

　
親
戚
友
人
で
は
な
い
の
に
交
際
を
求
め
よ
う
と
贈
る
、
道
理
を
超
え
た
贈
り
物

③

　
国
家
間
で
、
使
者
が
交
渉
を
有
利
に
す
る
た
め
に
相
手
国
に
贈
る
贈
り
物

④

　
昔
か
ら
の
知
り
合
い
に
、
特
に
必
要
も
な
く
贈
る
、
常
識
を
少
し
超
え
る
程
度
の
贈
り
物

⑤

　
近
ご
ろ
禁
止
さ
れ
た
、
士
大
夫
・
村
の
人
た
ち
・
女
性
た
ち
の
間
で
贈
り
合
う
贈
り
物

問
四

　
傍
線
部
分
⑷
「
惟
」、
⑸
「
若
」
の
読
み
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
⑷

104

、 

⑸

105

。

⑷

　
「
惟
」

　
　

①

　
こ
れ

　
　

②

　
た
だ

　
　

③

　
お
も
う

　
　

④

　
も
っ
て

　
　

⑤

　
い
え
ど
も

⑸

　
「
若
」

　
　

①

　
も
し

　
　

②

　
こ
れ

　
　

③

　
わ
か
い

　
　

④

　
ご
と
し

　
　

⑤

　
な
ん
じ

下

二

一

中

上

乙

二

一

二

一

甲

レ

二

一

二

一

三

二

一

二

一

下

二

一

二

一

上

国

語
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問
五

　 Ⅱ
の
文
章
の
空
欄
Ａ
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

84

。

①

　凡
夫
な
り

　
　②

　仏
な
り

　
　③

　い
づ
れ
も

　
　④

　仏
性
具
せ
る

問
六

　
空
欄
Ｂ
と
Ｃ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

85

。

①

　Ｂ

　仏
教
的

　―

　Ｃ

　道
教
的

②

　Ｂ

　世
間
的

　―

　Ｃ

　個
別
的

③

　Ｂ

　現
象
的

　―

　Ｃ

　心
理
的

④

　Ｂ

　普
遍
的

　―

　Ｃ

　世
俗
的

⑤

　Ｂ

　一
般
的

　―

　Ｃ

　個
人
的

問
七

　
『
平
家
物
語
』
よ
り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

86

。

①

　落
窪
物
語

　
　②

　雨
月
物
語

　
　③

　源
氏
物
語

　
　④

　伊
勢
物
語

　
　⑤

　栄
花
物
語

32

三
ウ

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
関
係
上
、
訓
点
を
省
い
た
部
分
が
あ
る
）。

或ル
ヒ
ト

　問フ、
　「士

　大

　夫ノ

　交

　際ハ

　礼

　与か
ト。」

　曰ハ
ク、

　「礼

　也
。
古い

に
し
へ

●
者
、
睦む

つ
ブ
ニ

　隣

　国ニ

　有リ

　享

　礼
、
有リ

　

私し

　覿て
き

、
士

　大

　夫

　相

　見ま
み
ユ
ル
ニ　

 

各

　有リ

　所

　贄し
ス
ル、

郷

　党モ

　亦タ

　然リ、
婦

　人モ

　亦タ

　然リ、
　何

　可

　廃 

也
。」

　曰ハ
ク、

　「近ち
か
ご
ろ

●
者

　厳シ
ク

　禁ズ
ル
ハ

　之ヲ、
何ゾ

　也ト。」
　曰ハ

ク、
　「非ズ

　禁ズ
ル
ニ

　交

　際ヲ、
　禁

　以

　交

　際

　行

　賄 

賂

　者

　也
。
夫レ

　無ク
シ
テ

　縁

　而

　交ハ
リ、

無ク
シ
テ

　処ス
ル

　而

　饋お
く
リ、

其ノ

　饋ル

　也

　過グ

　情ニ、
謂フ

モ

　之ヲ

　賄ト

　可

　也
。

豈

　惟

　厳シ
ク

　禁
。
即た

と
ヒ

　不ル
モ

　禁ゼ、
君

　子ハ

　不

　受ケ

　焉
。
乃チ

　若

　宿つ
と
ニ

　在リ

　交

　知ニ、
　情

　猶

　骨

　肉
、

数

　年

　不ル
ニ

　見あ
ハ、

一

　飯モ

　不ル
ハ

　相

　留メ、
人

　情

　乎
。

　数

　千

　里

　来
、
一

　揖

　而

　告

　別
、
人 

情

　乎
。
則チ

　彼ニ

　有リ

　饋き

　遺い

、
我ニ

　有ル
ハ

　贈

　送
、
皆

　天

　理

　人

　情

　之

　不ル

　可カ
ラ

　已ム

　者

　也
。

士

　君

　子

　立テ

　身ヲ

　行フ
ニ

　己ヲ

　自
お
の
づ
か
ラ

　有リ

　法

　度
。

　絶チ

　人ヲ

　逃の
が
ル
ル
ハ　

 

世ヲ、
情ノ

　所ナ
リ

　不ル

　安ン
ゼ。

余

　謂お
も
ヘ
ラ
ク　秉と
ル

　

 

大

　政ヲ

　者ハ

　貴ビ

　持ス
ル
ヲ

　平ヲ、
不

　貴バ

　一

　切ヲ。
持ス

レ
バ

　平ヲ

　則チ

　有リ

　節
、
一

　切ナ
レ
バ

　則チ

　愈
い
よ
い
よ

　潰つ
ひ
ユ。

何な
ん
と
な
れ
ば

●
者
、

勢

　不レ
バ

　能ハ

　也ト。」

（
呂
坤
『
呻
吟
語
』）

（
注
1
）

二

一

二
（
注
2
）

一

二

（
注
3
）

一

レ

レ
（
注
4
）

⑴

レ

レ

二

一

⑵

レ

レ

レ

二

⑶

一

⑷

レ

レ

⑸

二

一

⑹

レ

二

一

⑺

二
（
注
5
）

一

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一
⑻

レ

レ

レ

レ

二

一

レ

レ

レ

二
（
注
6
）

一

レ

レ

（
注
7
）

レ

33

（
注
1
）

　
士
大
夫

　
高
い
志
を
持
つ
教
養
の
あ
る
人
物

（
注
2
）

　
享
礼

　
使
者
が
相
手
国
に
渡
す
、
国
家
と
し
て
の
正
式
の
贈
り
物

（
注
3
）

　
私
覿

　
役
人
が
個
人
の
資
格
で
上
司
や
同
僚
に
面
会
す
る

（
注
4
）

　
贄

　
初
め
て
会
う
人
に
贈
る
贈
り
物

（
注
5
）

　
饋
遺

　
贈
り
物

（
注
6
）

　
一
切

　
一
律
に
も
の
ご
と
を
処
理
す
る

（
注
7
）

　
勢

　
物
事
の
な
り
ゆ
き

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
何
可
廃
也
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

101

。

①

　
何
事
も
途
中
で
や
め
て
は
な
ら
な
い

②

　
何
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

③

　
ど
う
し
て
や
め
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か

④

　
ど
う
し
て
や
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

⑤

　
ど
う
し
て
も
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

34

問
二

　
傍
線
部
分
⑵
「
禁
以
交
際
行
賄
賂
者
也
」
に
付
け
る
返
り
点
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

102

。

①

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

②

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

③

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

④

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

⑤

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

問
三

　
傍
線
部
分
⑶
「
賄
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

103

。

①

　
遠
く
か
ら
来
た
友
人
と
、
お
互
い
に
挨
拶
を
し
た
後
に
贈
り
合
う
贈
り
物

②

　
親
戚
友
人
で
は
な
い
の
に
交
際
を
求
め
よ
う
と
贈
る
、
道
理
を
超
え
た
贈
り
物

③

　
国
家
間
で
、
使
者
が
交
渉
を
有
利
に
す
る
た
め
に
相
手
国
に
贈
る
贈
り
物

④

　
昔
か
ら
の
知
り
合
い
に
、
特
に
必
要
も
な
く
贈
る
、
常
識
を
少
し
超
え
る
程
度
の
贈
り
物

⑤

　
近
ご
ろ
禁
止
さ
れ
た
、
士
大
夫
・
村
の
人
た
ち
・
女
性
た
ち
の
間
で
贈
り
合
う
贈
り
物

問
四

　
傍
線
部
分
⑷
「
惟
」、
⑸
「
若
」
の
読
み
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
⑷

104

、 

⑸

105

。

⑷

　
「
惟
」

　
　

①

　
こ
れ

　
　

②

　
た
だ

　
　

③

　
お
も
う

　
　

④

　
も
っ
て

　
　

⑤

　
い
え
ど
も

⑸

　
「
若
」

　
　

①

　
も
し

　
　

②

　
こ
れ

　
　

③

　
わ
か
い

　
　

④

　
ご
と
し

　
　

⑤

　
な
ん
じ

下

二

一

中

上

乙

二

一

二

一

甲

レ

二

一

二

一

三

二

一

二

一

下

二

一

二

一

上

国

語
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30

問
五

　 Ⅱ
の
文
章
の
空
欄
Ａ
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

84

。

①

　凡
夫
な
り

　
　②

　仏
な
り

　
　③

　い
づ
れ
も

　
　④

　仏
性
具
せ
る

問
六

　
空
欄
Ｂ
と
Ｃ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

85

。

①

　Ｂ

　仏
教
的

　―

　Ｃ

　道
教
的

②

　Ｂ

　世
間
的

　―

　Ｃ

　個
別
的

③

　Ｂ

　現
象
的

　―

　Ｃ

　心
理
的

④

　Ｂ

　普
遍
的

　―

　Ｃ

　世
俗
的

⑤

　Ｂ

　一
般
的

　―

　Ｃ

　個
人
的

問
七

　
『
平
家
物
語
』
よ
り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

86

。

①

　落
窪
物
語

　
　②

　雨
月
物
語

　
　③

　源
氏
物
語

　
　④

　伊
勢
物
語

　
　⑤

　栄
花
物
語

32

三
ウ

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
関
係
上
、
訓
点
を
省
い
た
部
分
が
あ
る
）。

或ル
ヒ
ト

　問フ、
　「士

　大

　夫ノ

　交

　際ハ

　礼

　与か
ト。」

　曰ハ
ク、

　「礼

　也
。
古い

に
し
へ

●
者
、
睦む

つ
ブ
ニ

　隣

　国ニ

　有リ

　享

　礼
、
有リ

　

私し

　覿て
き

、
士

　大

　夫

　相

　見ま
み
ユ
ル
ニ　

 

各

　有リ

　所

　贄し
ス
ル、

郷

　党モ

　亦タ

　然リ、
婦

　人モ

　亦タ

　然リ、
　何

　可

　廃 

也
。」

　曰ハ
ク、

　「近ち
か
ご
ろ

●
者

　厳シ
ク

　禁ズ
ル
ハ

　之ヲ、
何ゾ

　也ト。」
　曰ハ

ク、
　「非ズ

　禁ズ
ル
ニ

　交

　際ヲ、
　禁

　以

　交

　際

　行

　賄 

賂

　者

　也
。
夫レ

　無ク
シ
テ

　縁

　而

　交ハ
リ、

無ク
シ
テ

　処ス
ル

　而

　饋お
く
リ、

其ノ

　饋ル

　也

　過グ

　情ニ、
謂フ

モ

　之ヲ

　賄ト

　可

　也
。

豈

　惟

　厳シ
ク

　禁
。
即た

と
ヒ

　不ル
モ

　禁ゼ、
君

　子ハ

　不

　受ケ

　焉
。
乃チ

　若

　宿つ
と
ニ

　在リ

　交

　知ニ、
　情

　猶

　骨

　肉
、

数

　年

　不ル
ニ

　見あ
ハ、

一

　飯モ

　不ル
ハ

　相

　留メ、
人

　情

　乎
。

　数

　千

　里

　来
、
一

　揖

　而

　告

　別
、
人 

情

　乎
。
則チ

　彼ニ

　有リ

　饋き

　遺い

、
我ニ

　有ル
ハ

　贈

　送
、
皆

　天

　理

　人

　情

　之

　不ル

　可カ
ラ

　已ム

　者

　也
。

士

　君

　子

　立テ

　身ヲ

　行フ
ニ

　己ヲ

　自
お
の
づ
か
ラ

　有リ

　法

　度
。

　絶チ

　人ヲ

　逃の
が
ル
ル
ハ　

 

世ヲ、
情ノ

　所ナ
リ

　不ル

　安ン
ゼ。

余

　謂お
も
ヘ
ラ
ク　秉と
ル

　

 

大

　政ヲ

　者ハ

　貴ビ

　持ス
ル
ヲ

　平ヲ、
不

　貴バ

　一

　切ヲ。
持ス

レ
バ

　平ヲ

　則チ

　有リ

　節
、
一

　切ナ
レ
バ

　則チ

　愈
い
よ
い
よ

　潰つ
ひ
ユ。

何な
ん
と
な
れ
ば

●
者
、

勢

　不レ
バ

　能ハ

　也ト。」

（
呂
坤
『
呻
吟
語
』）

（
注
1
）

二

一

二
（
注
2
）

一

二

（
注
3
）

一

レ

レ
（
注
4
）

⑴

レ

レ

二

一

⑵

レ

レ

レ

二

⑶

一

⑷

レ

レ

⑸

二

一

⑹

レ

二

一

⑺

二
（
注
5
）

一

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一
⑻

レ

レ

レ

レ

二

一

レ

レ

レ

二
（
注
6
）

一

レ

レ

（
注
7
）

レ

33

（
注
1
）

　
士
大
夫

　
高
い
志
を
持
つ
教
養
の
あ
る
人
物

（
注
2
）

　
享
礼

　
使
者
が
相
手
国
に
渡
す
、
国
家
と
し
て
の
正
式
の
贈
り
物

（
注
3
）

　
私
覿

　
役
人
が
個
人
の
資
格
で
上
司
や
同
僚
に
面
会
す
る

（
注
4
）

　
贄

　
初
め
て
会
う
人
に
贈
る
贈
り
物

（
注
5
）

　
饋
遺

　
贈
り
物

（
注
6
）

　
一
切

　
一
律
に
も
の
ご
と
を
処
理
す
る

（
注
7
）

　
勢

　
物
事
の
な
り
ゆ
き

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
何
可
廃
也
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

101

。

①

　
何
事
も
途
中
で
や
め
て
は
な
ら
な
い

②

　
何
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

③

　
ど
う
し
て
や
め
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か

④

　
ど
う
し
て
や
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

⑤

　
ど
う
し
て
も
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

34

問
二

　
傍
線
部
分
⑵
「
禁
以
交
際
行
賄
賂
者
也
」
に
付
け
る
返
り
点
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

102

。

①

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

②

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

③

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

④

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

⑤

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

問
三

　
傍
線
部
分
⑶
「
賄
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

103

。

①

　
遠
く
か
ら
来
た
友
人
と
、
お
互
い
に
挨
拶
を
し
た
後
に
贈
り
合
う
贈
り
物

②

　
親
戚
友
人
で
は
な
い
の
に
交
際
を
求
め
よ
う
と
贈
る
、
道
理
を
超
え
た
贈
り
物

③

　
国
家
間
で
、
使
者
が
交
渉
を
有
利
に
す
る
た
め
に
相
手
国
に
贈
る
贈
り
物

④

　
昔
か
ら
の
知
り
合
い
に
、
特
に
必
要
も
な
く
贈
る
、
常
識
を
少
し
超
え
る
程
度
の
贈
り
物

⑤

　
近
ご
ろ
禁
止
さ
れ
た
、
士
大
夫
・
村
の
人
た
ち
・
女
性
た
ち
の
間
で
贈
り
合
う
贈
り
物

問
四

　
傍
線
部
分
⑷
「
惟
」、
⑸
「
若
」
の
読
み
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
⑷

104

、 

⑸

105

。

⑷

　
「
惟
」

　
　

①

　
こ
れ

　
　

②

　
た
だ

　
　

③

　
お
も
う

　
　

④

　
も
っ
て

　
　

⑤

　
い
え
ど
も

⑸

　
「
若
」

　
　

①

　
も
し

　
　

②

　
こ
れ

　
　

③

　
わ
か
い

　
　

④

　
ご
と
し

　
　

⑤

　
な
ん
じ

下

二

一

中

上

乙

二

一

二

一

甲

レ

二

一

二

一

三

二

一

二

一

下

二

一

二

一

上

国

語

61国　語



30

問
五

　 Ⅱ
の
文
章
の
空
欄
Ａ
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

84

。

①

　凡
夫
な
り

　
　②

　仏
な
り

　
　③

　い
づ
れ
も

　
　④

　仏
性
具
せ
る

問
六

　
空
欄
Ｂ
と
Ｃ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

85

。

①

　Ｂ

　仏
教
的

　―

　Ｃ

　道
教
的

②

　Ｂ

　世
間
的

　―

　Ｃ

　個
別
的

③

　Ｂ

　現
象
的

　―

　Ｃ

　心
理
的

④

　Ｂ

　普
遍
的

　―

　Ｃ

　世
俗
的

⑤

　Ｂ

　一
般
的

　―

　Ｃ

　個
人
的

問
七

　
『
平
家
物
語
』
よ
り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

86

。

①

　落
窪
物
語

　
　②

　雨
月
物
語

　
　③

　源
氏
物
語

　
　④

　伊
勢
物
語

　
　⑤

　栄
花
物
語

32

三
ウ

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
関
係
上
、
訓
点
を
省
い
た
部
分
が
あ
る
）。

或ル
ヒ
ト

　問フ、
　「士

　大

　夫ノ

　交

　際ハ

　礼

　与か
ト。」

　曰ハ
ク、

　「礼

　也
。
古い

に
し
へ

●
者
、
睦む

つ
ブ
ニ

　隣

　国ニ

　有リ

　享

　礼
、
有リ

　

私し

　覿て
き

、
士

　大

　夫

　相

　見ま
み
ユ
ル
ニ　

 

各

　有リ

　所

　贄し
ス
ル、

郷

　党モ

　亦タ

　然リ、
婦

　人モ

　亦タ

　然リ、
　何

　可

　廃 

也
。」

　曰ハ
ク、

　「近ち
か
ご
ろ

●
者

　厳シ
ク

　禁ズ
ル
ハ

　之ヲ、
何ゾ

　也ト。」
　曰ハ

ク、
　「非ズ

　禁ズ
ル
ニ

　交

　際ヲ、
　禁

　以

　交

　際

　行

　賄 

賂

　者

　也
。
夫レ

　無ク
シ
テ

　縁

　而

　交ハ
リ、

無ク
シ
テ

　処ス
ル

　而

　饋お
く
リ、

其ノ

　饋ル

　也

　過グ

　情ニ、
謂フ

モ

　之ヲ

　賄ト

　可

　也
。

豈

　惟

　厳シ
ク

　禁
。
即た

と
ヒ

　不ル
モ

　禁ゼ、
君

　子ハ

　不

　受ケ

　焉
。
乃チ

　若

　宿つ
と
ニ

　在リ

　交

　知ニ、
　情

　猶

　骨

　肉
、

数

　年

　不ル
ニ

　見あ
ハ、

一

　飯モ

　不ル
ハ

　相

　留メ、
人

　情

　乎
。

　数

　千

　里

　来
、
一

　揖

　而

　告

　別
、
人 

情

　乎
。
則チ

　彼ニ

　有リ

　饋き

　遺い

、
我ニ

　有ル
ハ

　贈

　送
、
皆

　天

　理

　人

　情

　之

　不ル

　可カ
ラ

　已ム

　者

　也
。

士

　君

　子

　立テ

　身ヲ

　行フ
ニ

　己ヲ

　自
お
の
づ
か
ラ

　有リ

　法

　度
。

　絶チ

　人ヲ

　逃の
が
ル
ル
ハ　

 

世ヲ、
情ノ

　所ナ
リ

　不ル

　安ン
ゼ。

余

　謂お
も
ヘ
ラ
ク　秉と
ル

　

 

大

　政ヲ

　者ハ

　貴ビ

　持ス
ル
ヲ

　平ヲ、
不

　貴バ

　一

　切ヲ。
持ス

レ
バ

　平ヲ

　則チ

　有リ

　節
、
一

　切ナ
レ
バ

　則チ

　愈
い
よ
い
よ

　潰つ
ひ
ユ。

何な
ん
と
な
れ
ば

●
者
、

勢

　不レ
バ

　能ハ

　也ト。」

（
呂
坤
『
呻
吟
語
』）

（
注
1
）

二

一

二
（
注
2
）

一

二

（
注
3
）

一

レ

レ
（
注
4
）

⑴

レ

レ

二

一

⑵

レ

レ

レ

二

⑶

一

⑷

レ

レ

⑸

二

一

⑹

レ

二

一

⑺

二
（
注
5
）

一

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一
⑻

レ

レ

レ

レ

二

一

レ

レ

レ

二
（
注
6
）

一

レ

レ

（
注
7
）

レ
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（
注
1
）

　
士
大
夫

　
高
い
志
を
持
つ
教
養
の
あ
る
人
物

（
注
2
）

　
享
礼

　
使
者
が
相
手
国
に
渡
す
、
国
家
と
し
て
の
正
式
の
贈
り
物

（
注
3
）

　
私
覿

　
役
人
が
個
人
の
資
格
で
上
司
や
同
僚
に
面
会
す
る

（
注
4
）

　
贄

　
初
め
て
会
う
人
に
贈
る
贈
り
物

（
注
5
）

　
饋
遺

　
贈
り
物

（
注
6
）

　
一
切

　
一
律
に
も
の
ご
と
を
処
理
す
る

（
注
7
）

　
勢

　
物
事
の
な
り
ゆ
き

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
何
可
廃
也
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

101

。

①

　
何
事
も
途
中
で
や
め
て
は
な
ら
な
い

②

　
何
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

③

　
ど
う
し
て
や
め
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
か

④

　
ど
う
し
て
や
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か

⑤

　
ど
う
し
て
も
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

34

問
二

　
傍
線
部
分
⑵
「
禁
以
交
際
行
賄
賂
者
也
」
に
付
け
る
返
り
点
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

102

。

①

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

②

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

③

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

④

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

⑤

　
禁

　
以

　
交

　
際

　
行

　
賄

　
賂

　
者

　
也

問
三

　
傍
線
部
分
⑶
「
賄
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

103

。

①

　
遠
く
か
ら
来
た
友
人
と
、
お
互
い
に
挨
拶
を
し
た
後
に
贈
り
合
う
贈
り
物

②

　
親
戚
友
人
で
は
な
い
の
に
交
際
を
求
め
よ
う
と
贈
る
、
道
理
を
超
え
た
贈
り
物

③

　
国
家
間
で
、
使
者
が
交
渉
を
有
利
に
す
る
た
め
に
相
手
国
に
贈
る
贈
り
物

④

　
昔
か
ら
の
知
り
合
い
に
、
特
に
必
要
も
な
く
贈
る
、
常
識
を
少
し
超
え
る
程
度
の
贈
り
物

⑤

　
近
ご
ろ
禁
止
さ
れ
た
、
士
大
夫
・
村
の
人
た
ち
・
女
性
た
ち
の
間
で
贈
り
合
う
贈
り
物

問
四

　
傍
線
部
分
⑷
「
惟
」、
⑸
「
若
」
の
読
み
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
⑷

104

、 

⑸

105

。

⑷

　
「
惟
」

　
　

①

　
こ
れ

　
　

②

　
た
だ

　
　

③

　
お
も
う

　
　

④

　
も
っ
て

　
　

⑤

　
い
え
ど
も

⑸

　
「
若
」

　
　

①

　
も
し

　
　

②

　
こ
れ

　
　

③

　
わ
か
い

　
　

④

　
ご
と
し

　
　

⑤

　
な
ん
じ

下

二

一

中

上

乙

二

一

二

一

甲

レ

二

一

二

一

三

二

一

二

一

下

二

一

二

一

上

国

語
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35

問
五

　
傍
線
部
分
⑹
「
情
猶
骨
肉
」
の
書
き
下
し
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

106

。

①

　情
猶
ほ
骨
肉
た
り
て

②

　骨
肉
猶
ほ
情
の
ご
と
く

③

　情
猶
ほ
骨
肉
の
ご
と
く

④

　情
は
猶
ほ
骨
肉
よ
り
す
れ
ば

⑤

　情
を
し
て
猶
ほ
骨
肉
た
ら
し
め
て

問
六

　
傍
線
部
分
⑺
「
数
千
里
来
、
一
揖
而
告
別
、
人
情
乎
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

107

。

①

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
に
、
き
ち
ん
と
挨
拶
を
し
て
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
正
し
い
感
情
で
あ
る

②

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
が
、
一
度
挨
拶
を
す
る
だ
け
で
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
自
然
な
感
情
で
あ
る

③

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
は
、
一
度
挨
拶
を
し
て
か
ら
別
れ
る
の
が
、
人
と
し
て
の
正
し
い
あ
り
方
で
あ
ろ
う

④

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
に
、
一
度
挨
拶
を
す
る
だ
け
で
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
自
然
な
感
情
だ
ろ
う
か

⑤

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
に
、
一
度
も
挨
拶
を
す
る
こ
と
な
く
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
正
し
い
感
情
で
は
な
い

36

問
七

　
傍
線
部
分
⑻
「
絶
人
逃
世
、
情
所
不
安
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

108

。

①

　人
と
の
交
際
に
絶
望
し
世
情
か
ら
逃
げ
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
心
の
不
安
定
な
人
間
の
す
る
こ
と
で
あ
る

②

　人
と
の
交
際
が
い
や
に
な
り
世
の
中
か
ら
逃
げ
て
行
っ
た
人
は
、
情
緒
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
ろ
う
か

③

　人
と
の
交
際
を
絶
ち
世
間
か
ら
身
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、
人
間
の
感
情
と
し
て
落
ち
着
か
な
い
も
の
で
あ
る

④

　人
と
の
交
際
が
途
絶
え
て
世
間
か
ら
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
人
間
の
感
情
は
ど
れ
ほ
ど
不
安
に
な
る
の
だ
ろ
う
か

⑤

　人
と
の
交
際
を
や
め
て
し
ま
い
世
間
か
ら
離
れ
て
隠
者
と
な
る
の
は
、
人
間
の
感
情
と
し
て
あ
こ
が
れ
る
も
の
で
あ
る

問
八

　
本
文
に
従
え
ば
、
贈
り
物
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

109

。

①

　贈
り
物
は
公
の
場
で
も
私
的
の
場
合
で
も
必
ず
賄
賂
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
に
贈
っ
て
は
な
ら
な
い

②

　国
家
間
で
使
者
が
贈
り
物
を
贈
り
合
う
の
は
礼
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
賄
賂
に
な
る
の
で
贈
っ
て
は
な
ら
な
い

③

　公
で
も
個
人
的
で
も
人
と
の
交
際
で
贈
り
物
を
す
る
の
は
礼
儀
だ
か
ら
、
た
と
え
節
度
を
超
え
て
も
必
ず
贈
る
べ
き
で
あ
る

④

　個
人
の
間
で
贈
り
物
を
贈
り
合
う
の
は
人
間
の
自
然
な
感
情
で
あ
る
が
、
公
の
場
で
は
賄
賂
に
な
る
の
で
贈
っ
て
は
な
ら
な
い

⑤

　人
と
交
際
す
る
た
め
に
、
人
間
と
し
て
の
自
然
な
感
情
に
従
い
、
礼
に
か
な
っ
た
節
度
あ
る
贈
り
物
で
あ
れ
ば
贈
っ
て
も
よ
い

学部共通
国語解答
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問
五

　
傍
線
部
分
⑹
「
情
猶
骨
肉
」
の
書
き
下
し
文
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

106

。

①

　情
猶
ほ
骨
肉
た
り
て

②

　骨
肉
猶
ほ
情
の
ご
と
く

③

　情
猶
ほ
骨
肉
の
ご
と
く

④

　情
は
猶
ほ
骨
肉
よ
り
す
れ
ば

⑤

　情
を
し
て
猶
ほ
骨
肉
た
ら
し
め
て

問
六

　
傍
線
部
分
⑺
「
数
千
里
来
、
一
揖
而
告
別
、
人
情
乎
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

107

。

①

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
に
、
き
ち
ん
と
挨
拶
を
し
て
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
正
し
い
感
情
で
あ
る

②

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
が
、
一
度
挨
拶
を
す
る
だ
け
で
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
自
然
な
感
情
で
あ
る

③

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
は
、
一
度
挨
拶
を
し
て
か
ら
別
れ
る
の
が
、
人
と
し
て
の
正
し
い
あ
り
方
で
あ
ろ
う

④

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
に
、
一
度
挨
拶
を
す
る
だ
け
で
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
自
然
な
感
情
だ
ろ
う
か

⑤

　遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
人
に
、
一
度
も
挨
拶
を
す
る
こ
と
な
く
別
れ
る
の
は
、
人
と
し
て
の
正
し
い
感
情
で
は
な
い

36

問
七

　
傍
線
部
分
⑻
「
絶
人
逃
世
、
情
所
不
安
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

108

。

①

　人
と
の
交
際
に
絶
望
し
世
情
か
ら
逃
げ
て
行
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
心
の
不
安
定
な
人
間
の
す
る
こ
と
で
あ
る

②

　人
と
の
交
際
が
い
や
に
な
り
世
の
中
か
ら
逃
げ
て
行
っ
た
人
は
、
情
緒
不
安
定
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
だ
ろ
う
か

③

　人
と
の
交
際
を
絶
ち
世
間
か
ら
身
を
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
は
、
人
間
の
感
情
と
し
て
落
ち
着
か
な
い
も
の
で
あ
る

④

　人
と
の
交
際
が
途
絶
え
て
世
間
か
ら
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
人
間
の
感
情
は
ど
れ
ほ
ど
不
安
に
な
る
の
だ
ろ
う
か

⑤

　人
と
の
交
際
を
や
め
て
し
ま
い
世
間
か
ら
離
れ
て
隠
者
と
な
る
の
は
、
人
間
の
感
情
と
し
て
あ
こ
が
れ
る
も
の
で
あ
る

問
八

　
本
文
に
従
え
ば
、
贈
り
物
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

109

。

①

　贈
り
物
は
公
の
場
で
も
私
的
の
場
合
で
も
必
ず
賄
賂
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
に
贈
っ
て
は
な
ら
な
い

②

　国
家
間
で
使
者
が
贈
り
物
を
贈
り
合
う
の
は
礼
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
賄
賂
に
な
る
の
で
贈
っ
て
は
な
ら
な
い

③

　公
で
も
個
人
的
で
も
人
と
の
交
際
で
贈
り
物
を
す
る
の
は
礼
儀
だ
か
ら
、
た
と
え
節
度
を
超
え
て
も
必
ず
贈
る
べ
き
で
あ
る

④

　個
人
の
間
で
贈
り
物
を
贈
り
合
う
の
は
人
間
の
自
然
な
感
情
で
あ
る
が
、
公
の
場
で
は
賄
賂
に
な
る
の
で
贈
っ
て
は
な
ら
な
い

⑤

　人
と
交
際
す
る
た
め
に
、
人
間
と
し
て
の
自
然
な
感
情
に
従
い
、
礼
に
か
な
っ
た
節
度
あ
る
贈
り
物
で
あ
れ
ば
贈
っ
て
も
よ
い

学部共通
国語解答
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