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第
一
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
６
）
に
答
え
な
さ
い
。

《
あ
る
控
え
め
な
男
の
た
め
に
お
祝
い
の
会
が
開
か
れ
た
。
集
ま
っ
た
人
々
は
、
ち
ょ
う
ど
い
い
機
会
と
ば
か
り
、
て
ん
で
に
自
慢
を
す
る
や

ら
、
褒
め
合
い
を
す
る
や
ら
で
時
間
の
経
つ
の
を
忘
れ
た
。
食
事
も
終
わ
ろ
う
と
い
う
頃
に
な
っ
て
人
々
が
気
が
つ
い
て
み
る
と
―
―
当
の
主
人

公
を
招
く
の
を
忘
れ
て
い
た
。》

こ
う
い
う
話
が
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
手
帖
』
の
な
か
に
出
て
く
る
。
主
人
公
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
て
賑
わ
っ
た
祝
賀
会
の
奇
妙
さ
、
理
不
尽
さ
を

描
い
た
も
の
だ
。
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
て
、
近
年
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る

キ
セ
イ
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
や
学
問
と
現
実
と
の

ア

ず
れ
を
見
て
い
る
と
、
こ
の
話
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
厄
介
な
の
は
、
こ
の
〈
現
実
〉
と
い
う
の
が
、
直
接
に
素
手
で
摑
め
る
よ
う
に
、
ど
こ
か
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
で
き
る
だ
け
立
ち
入
っ
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
工
夫
を
凝
ら
す
必
要
が
あ
り
、

い
ろ
い
ろ
な
理
論
や
方
法
が
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、《
事
象
そ
の
も
の
へ
》
を
な
に
よ
り
の
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
〈
現
象
学
〉
の
方

法
が
、

セ
イ
チ
に
練
り
上
げ
ら
れ
、
実
践
に
際
し
て
細
心
の
注
意
を
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
い
い
例
で
あ
る
。
他
方
、
肝
心
の
〈
現
実
〉

イ

の
方
は
ま
こ
と
に
控
え
め
な
の
で
、
い
ざ
と
な
っ
て
そ
の
不
在
が
は
っ
き
り
す
る
ま
で
は
、
そ
の
不
在
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
も
こ
の
話
の

主
人
公
と
同
じ
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
、
学
問
、
方
法
の
な
か
で
も
っ
と
も
パ
ワ
ー
フ
ル
で
厚
く
人
々
に
信
頼
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
〈
近
代
科
学
〉
で
あ
る
。
近
代
科
学
と
い
う
と
、
誰
で
も
わ
か
っ
た
気
に
な
る
単
純
さ
が
あ
る
け
れ
ど
、
実
は
多
く
の
要
因
か
ら
成
る
複
雑

な
構
成
体
で
あ
る
。
そ
の
点
は
あ
と
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
い
ま
は
単
純
化
し
て
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
い
い
。
こ
の
近
代
科
学
ほ
ど
、

人
類
の
運
命
を
大
き
く
変
え
た
人
間
の
所
産
は
ほ
か
に
例
が
な
い
。
あ
ま
り
に
つ
よ
い
説
得
力
を
も
ち
、
こ
の
二
、
三
百
年
来
文
句
な
し
に
人
間

の
役
に
立
っ
て
き
た
た
め
に
、
私
た
ち
人
間
は
逆
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
通
さ
ず
に
〈
現
実
〉
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

も
っ
と
も
、〈
現
実
〉
と
の
ず
れ
が
見
や
す
く
、
次
第
に
は
っ
き
り
気
づ
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
自
然
科
学
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
基
本
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的
に
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
に
し
て
科
学
性
を
め
ざ
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
社
会
諸
科
学
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
科
学
性
を
政
治
的

に
も
旗
印
に
し
て
〈
科
学
的
社
会
主
義
〉
を
唱
え
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
理
論
も
含
ま
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
社
会
理
論
の
場
合
に
は
、

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
や
東
欧
諸
国
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
自
由
化
の
な
だ
れ
現
象
に
よ
っ
て
、

現
実
へ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
答
が
は
っ
き
り
出
る
と
い

Ａ

う
結
果
に
な
っ
た
け
れ
ど
、
も
っ
と
地
味
な
ほ
か
の
社
会
諸
科
学
の
理
論
の
場
合
に
も
、
人
々
の
心
を
捉
え
き
れ
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た

な
に
よ
り
も
、
現
実
と
の
ず
れ
は
否
定
し
が
た
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
そ
の
こ
と
を
率
直
に
認
め
て
社
会
科
学
の
再
建
を
は
か
っ
た
貴
重
な
企
て
と
し
て
、
Ａ
・
メ
ル
ッ
チ
の
『
現
在
に
生
き
る
遊
牧
民
』
で
の
考

え
方
を
取
り
入
れ
た
山
之
内
靖
の
論
文
「
シ
ス
テ
ム
社
会
の
現
代
的
位
相
」『
思
想
』
一
九
九
一
・
六
ー
七
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
山
之
内
は
、《
人

間
の
感
覚
は
頼
り
が
い
が
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
こ
そ
背
後
に
あ
る
確
実
な
構
造
が
認
識
可
能
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
一
般
的
前
提
》
は
変
更
を

迫
ら
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
社
会
理
論
に
お
い
て
も
《
身
体
的
経
験
に
も
と
づ
く
認
識
に
新
た
な
意
味
が
生
じ
て
く
る
》
、
と
言
い
き
っ
て
い
る
。

な
お
、
精
神
分
析
医
と
し
て
社
会
活
動
も
し
た
メ
ル
ッ
チ
の
理
論
中
に
は
、
山
之
内
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
〈
臨
床
の
知
〉に
通
じ
る
考

え
方
が
あ
る
。）

社
会
諸
科
学
に
く
ら
べ
る
と
、
近
代
科
学
の
中
枢
を
な
す
自
然
科
学
の
方
は
、
現
在
で
も
ま
だ
依
然
と
し
て
有
効
性
が
大
き
い
か
ら
、〈
厳
密

科
学
〉（
精
密
科
学
）
と
し
て
の
そ
の
有
効
な
部
分
だ
け
見
て
、

現
実
や
人
間
経
験
と
の
ず
れ
の
方
を
見
な
い
人
、
見
た
が
ら
な
い
人
が
、
ま
だ

Ｂ

圧
倒
的
に
多
い
。
し
か
し
、
近
代
科
学
の
自
然
観
が
、
自
然
を
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
た
め
に
役
立
た
せ
る
技
術
的
開
発
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
、

し
た
が
っ
て
生
態
系
つ
ま
り
は
地
球
環
境
の
破
壊
を
も
た
ら
す
に
至
っ
た
こ
と
は
い
ま
や
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
高
度
に
自
然
科
学
化
し
、
技

術
化
し
た
近
代
医
学
が
、
た
と
え
ば
集
中
治
療
室
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
医
療
の
現
場
に
お
い
て
、
人
間
ら
し
い
患
者
の
扱
い
か
ら
い
よ

い
よ
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
り
、
関
係
者
だ
け
で
な
く
社
会
全
体
に

シ
ン
コ
ク
な
反
省
を
迫
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

ウ

で
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
近
代
科
学
が
無
視
し
、
軽
視
し
、
果
て
は
見
え
な
く
し
て
し
ま
っ
た
〈
現
実
〉
あ
る
い
は
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
、
い

っ
た
い
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
い
ま
こ
の
〈
序
文
〉
で
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
お
く
し
か
な
い
が
、
そ
の
一
つ
は
〈
生
命
現
象
〉
そ
の
も
の

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
対
象
と
の
〈
関
係
の
相
互
性
〉（
あ
る
い
は
相
手
と
の
交
流
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
一
応
分
け
て
扱
っ
て
お
こ
う
。

あ
る
い
は
ひ
と
は
、
生
命
現
象
だ
っ
た
ら
近
代
科
学
は
十
分
扱
っ
て
き
た
で
は
な
い
か
、
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
分
子
生
物
学
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や
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
〈
ヒ
ト
・
ゲ
ノ
ム
〉（
人
間
の
遺
伝
子
）
研
究
の
よ
う
な
輝
か
し
い
成
果
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
と
。
け
れ
ど
も
、
操
作
主
義

の
極
致
と
し
て
の
分
子
生
物
学
が
捉
え
て
い
る
の
は
、
原
子
論
的
に
分
子
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
還
元
さ
れ
た
生
命
体
の
要
素
と
そ
の
機
械
論
的
な
組
み

合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
生
命
現
象
そ
の
も
の
で
も
、
生
命
現
象
の
固
有
の
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
特
徴
的
な
働
き
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ

で
は
、
生
命
現
象
の
も
た
ら
す
意
味
の
発
生
、
自
律
的
な
振
舞
い
、
自
己
創
造
な
ど
が
真
っ
向
か
ら
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、〈
生
命
現
象
〉
の
重
視
に
対
し
て
、
「〈
生
命
〉
の
偶
像
崇
拝
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
批
判
が
、
Ｉ
・
イ
リ
イ
チ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
私
も
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
第
Ⅰ
章
第
２
節
の
終
わ
り
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

〈
関
係
の
相
互
性
〉
に
つ
い
て
も
、
現
代
物
理
学
の
量
子
論
に
お
い
て
、
す
で
に
、
観
測
デ
ー
タ
は
観
測
の
た
め
の
光
や
観
測
者
の
存
在
に
よ

っ
て
変
化
を
被
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
に
始
ま
る
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
理
論
に
お
い
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
い
う
か
た

ち
で
出
力
お
よ
び
入
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
相
互
性
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
問
題
が
自
然
科
学
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
て
き
て

い
る
、
と
言
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、

タ
イ
シ
ョ
ウ
を
拡
げ
る
と
同
時
に
方
法
そ
の
も
の
を
問
い
な
お
す
自
然
科

エ

学
の
展
開
と
し
て
は
注
目
に
値
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
方
向
と
延
長
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
人
間
経
験
の
な
か
で
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
、
関
係
の

相
互
性
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、

近
代
科
学
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
々
に
信
頼
さ
れ
、
説
得
力
を
も
っ
た
の
は
、
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
の
数
あ
る

Ｃ

理
論
や
学
問
の
な
か
で
特
別
の
位
置
を
占
め
た
の
は
、
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
も
、
の
ち
に
本
論
中
で
詳
し
く
展
開

す
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
私
見
の
輪
郭
を
披
露
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
一
口
で
言
え
ば
、
近
代
科
学
が
十
七
世
紀
の
〈
科
学
革
命
〉
以

後
、〈
普
遍
性
〉と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
と
い
う
、
自
分
の
説
を
論
証
し
て
他
人
を
説
得
す
る
の
に
き
わ
め
て
好
都
合
な
三
つ
の
性
質
を
あ
わ
せ

て
手
に
入
れ
、
保
持
し
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
性
質
は
、
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
理
論
に
も
個
別
的
に
は
見
ら
れ
た
も

の
の
、
互
い
に
相
容
れ
ず
、
両
立
で
き
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
科
学
の
誕
生
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
は
、
結
び
つ

け
ら
れ
、
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
例
の
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
〈
普
遍
性
〉
と
は
、
理
論
の
適
用
範
囲
が
こ
の
上
な
く
広
い
こ
と
で
あ
る
。
例
外
な
し
に
い
つ
、
ど
こ
に
で
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
理
論
に
対
し
て
は
、
例
外
を
持
ち
出
し
て
反
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
原
理
的
に
例
外
は
あ
り

え
な
い
の
だ
か
ら
。
次
に
〈
論
理
性
〉
と
は
、
主
張
す
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
明
快
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
理
論
の
構
築
に
関
し
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て
も
用
語
の
上
で
も
、
多
義
的
な
曖
昧
さ
を
少
し
も
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
理
論
に

対
し
て
は
、
最
初
に
論
者
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
筋
道
に
よ
っ
て
し
か
、
問
題
が
立
て
ら
れ
ず
、
議
論
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
〈
客
観
性
〉

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
或
る
こ
と
が
誰
で
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
明
白
な
事
実
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
々
人
の

感
情
や
思
い
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
理
論
に
と
っ
て
は
、
物
事
の
存
在
は

主
観
に
よ
っ
て
は
少
し
も
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、〈
現
実
〉
と
は
、
こ
の
よ
う
に
近
代
科
学
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の

よ
う
な
原
理
を
そ
な
え
た
理
論
に
よ
っ
て
具
体
的
な
現
実
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
近
代
科
学
に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
た
現
実
と
は
、
基
本
的
に
は
機
械
論
的
、
力
学
的
に
選
び
取
ら
れ
、
整
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、

近
代
科
学
の
〈
普
遍
性
〉
と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
と
い
う
三
つ
の
原
理
は
そ
れ
ぞ
れ
、
な
に
を
軽
視
し
、
無
視
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

Ｄ

か
。
そ
れ
ら
は
、
な
に
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
ん
ど
は
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

（
中
村
雄
二
郎
『
臨
床
の
知
と
は
何
か
』
よ
り
）

＊
出
題
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
分
を
改
変
し
て
あ
り
ま
す
。
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問
１

傍
線
部
ア
～
エ
の
カ
タ
カ
ナ
で
示
し
た
語
と
同
じ
漢
字
を
書
く
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

キ
セ
イ

１

キ
セ
イ
を
そ
が
れ
る

２

キ
セ
イ
を
発
す
る

３

お
盆
に
キ
セ
イ
す
る

４

キ
セ
イ
概
念

イ

セ
イ
チ

１

偉
人
の
セ
イ
チ
を
訪
ね
る

２

キ
リ
ス
ト
教
の
セ
イ
チ

３

セ
イ
チ
を
極
め
る

４

土
盛
り
し
て
セ
イ
チ
す
る

ウ

シ
ン
コ
ク

１

確
定
シ
ン
コ
ク
を
す
る

２

シ
ン
コ
ク
な
事
態
に
お
ち
い
る

３

器
物
損
壊
罪
は
シ
ン
コ
ク
罪
で
あ
る

４

日
本
は
か
つ
て
シ
ン
コ
ク
と
自
称
し
た

エ

タ
イ
シ
ョ
ウ

１

攻
撃
の
タ
イ
シ
ョ
ウ
と
な
っ
た

２

左
右
タ
イ
シ
ョ
ウ
に
作
る

３

競
技
会
で
タ
イ
シ
ョ
ウ
を
獲
得
し
た

４

原
文
と
訳
文
を
タ
イ
シ
ョ
ウ
す
る

問
２

空
欄
に
最
も
適
す
る
文
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

集
ま
っ
た
人
々
に
あ
た
る
の
は
、
常
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
華
々
し
い
〈
現
実
〉
で
あ
り
、
主
人
公
に
あ
た
る
の
は
理
論
や
学
問
で
あ
る
。

２

集
ま
っ
た
人
々
に
あ
た
る
の
は
、
常
連
の
さ
ま
ざ
ま
な
華
々
し
い
理
論
や
学
問
で
あ
り
、
主
人
公
に
あ
た
る
の
は
〈
現
実
〉
で
あ
る
。

３

控
え
め
な
男
の
祝
い
の
会
を
主
催
し
た
人
に
あ
た
る
の
は
〈
現
実
〉
で
あ
り
、
集
ま
っ
た
人
々
に
あ
た
る
の
は
理
論
や
学
問
で
あ
る
。

４

控
え
め
な
男
の
祝
い
の
会
を
主
催
し
た
人
に
あ
た
る
の
は
理
論
や
学
問
で
あ
り
、
集
ま
っ
た
人
々
に
あ
た
る
の
は
〈
現
実
〉
で
あ
る
。
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問
３

傍
線
部
Ａ
「
現
実
へ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
答
が
は
っ
き
り
出
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
結
果
が
出
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

現
実
へ
の
妥
当
性
が
考
慮
さ
れ
た
。

２

現
実
へ
の
妥
当
性
が
無
視
さ
れ
た
。

３

現
実
へ
の
妥
当
性
が
肯
定
さ
れ
た
。

４

現
実
へ
の
妥
当
性
が
否
定
さ
れ
た
。

問
４

傍
線
部
Ｂ
「
現
実
や
人
間
経
験
と
の
ず
れ
の
方
を
見
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し

た
か
。
次
の
ⅰ
・
ⅱ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
本
文
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

ⅰ

自
然
科
学
の
分
野

ⅱ

近
代
医
学
の
分
野
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問
５

傍
線
部
Ｃ
「
近
代
科
学
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
々
に
信
頼
さ
れ
、
説
得
力
を
も
っ
た
の
は
、
な
に
ゆ
え
で
あ
ろ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、

筆
者
が
考
え
る
理
由
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

〈
普
遍
性
〉
と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
が
結
び
つ
け
ら
れ
統
一
さ
れ
て
異
例
の
力
を
発
揮
し
た
か
ら
。

２

〈
普
遍
性
〉
と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
が
互
い
に
相
容
れ
ず
に
両
立
で
き
な
い
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
。

３

〈
普
遍
性
〉
と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
が
そ
れ
ぞ
れ
他
人
を
説
得
す
る
の
に
好
都
合
で
あ
っ
た
か
ら
。

４

〈
普
遍
性
〉
と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
が
理
論
や
学
問
の
な
か
で
特
別
の
位
置
を
占
め
て
い
た
か
ら
。

問
６

傍
線
部
Ｄ
「
近
代
科
学
の
〈
普
遍
性
〉
と
〈
論
理
性
〉
と
〈
客
観
性
〉
と
い
う
三
つ
の
原
理
は
そ
れ
ぞ
れ
、
な
に
を
軽
視
し
、
無
視
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
、
な
に
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
軽
視
・
無
視
・
排
除
さ
れ
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

生
命
現
象

２

現
実
や
人
間
関
係

３

明
白
な
事
実

４

関
係
の
相
互
性
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第
二
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
７
）
に
答
え
な
さ
い
。

作
家
・
井
伏
鱒
二
氏
に
、
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
送
っ
た
。
上
高
地
の
絵
葉
書
に
、
私
の
も
の
な
ど
読
ま
な
い
方
が
よ
い
で
す
よ
、
と
記
さ
れ
て

返
事
が
き
た
。

私
は
、
先
生
の
ご
機
嫌
を
損
じ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
感
じ
た
。
あ
ん
な
手
紙
、
出
さ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
悔
い
た
が
、
あ
と
の
祭
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

私
は
先
生
の
文
章
の
非
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ん
と
Ａ

大
そ
れ
た
真
似
を
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
生
の
誤
字
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
フ

ァ
ン
レ
タ
ー
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。

先
生
の
ご
返
事
を
な
ん
と
し
て
も
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
下
心
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
質
問
の
形
を
と
っ
た
。
質
問
の
内
容
が
よ
く
な
い
。

揚
げ
足
取
り
、
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
ん
な
手
紙
を
書
い
た
か
。
書
く
気
に
な
っ
た
か
。
実
は
伏
線
が
あ
っ
た
。

私
は
中
学
時
代
、
い
ろ
ん
な
新
聞
や
雑
誌
に
、
作
文
や
詩
歌
を
投
稿
し
て
い
た
。
あ
る
時
ひ
ど
く
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
詩
が
入
選
し
、
雑
誌

の
巻
頭
に
掲
載
さ
れ
た
。
す
る
と
Ｎ
と
い
う
同
年
の
女
生
徒
か
ら
、
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
も
ら
っ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
Ｎ
と
は
以
来
ず
っ
と

文
通
を
続
け
て
い
た
。
彼
女
は
大
阪
の
名
門
私
立
高
校
に
通
っ
て
い
た
。
手
紙
の
や
り
と
り
だ
け
で
、
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。

そ
の
Ｎ
が
、
口
ご
も
る
よ
う
な
口
調
の
手
紙
を
よ
こ
し
、
あ
な
た
の
文
章
は
誤
字
が
多
く
読
み
づ
ら
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
異
性
に
注
意

さ
れ
て
、
私
は
度
を
失
っ
た
。
こ
ん
な
恥
ず
か
し
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
顔
か
ら
火
が
で
る
思
い
だ
っ
た
。

し
か
し
Ｎ
は
優
し
か
っ
た
。
自
分
に
も
間
違
い
が
あ
る
は
ず
だ
。
気
づ
か
ず
に
独
り
よ
が
り
で
書
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
度
お
互
い

に
間
違
い
を
教
え
あ
い
ま
し
ょ
う
。
良
い
勉
強
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
う
言
っ
て
慰
め
て
く
れ
た
。

Ｎ
の
お
か
げ
で
、
私
は
ア

慎
重
に
文
を
つ
づ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
う
ろ
覚
え
の
文
字
は
、
い
ち
い
ち
辞
書
に
当
っ
て
記
し
た
。
私
は
『
広
辞
苑
』

を
一
ぺ
ー
ジ
か
ら
読
ん
で
い
た
く
せ
に
、
言
葉
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
夢
中
で
、
文
字
の
形
を
見
る
の
を
疎
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
ろ
そ

勉
強
の
つ
も
り
で
Ｎ
の
手
紙
を
読
む
と
、
Ｎ
に
も
誤
字
や
当
て
字
が
結
構
あ
っ
た
。
私
が
Ｂ

勇
ん
で
そ
れ
を
正
す
と
、
あ
り
が
と
う
、
恥
ず
か

し
い
け
ど
嬉
し
か
っ
た
、
遠
慮
な
く
注
意
し
て
ね
、
と
す
ぐ
返
事
が
き
た
。
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毎
回
の
よ
う
に
Ｎ
の
そ
れ
に
は
、
必
ず
一
字
か
二
字
の
誤
り
が
見
つ
か
っ
た
。
時
に
、
同
じ
文
字
が
く
り
返
さ
れ
た
の
で
、
私
は
Ｎ
の
イ

粗
相

と
怠
惰
を
叱
責
し
た
。
私
の
方
で
は
、
ほ
と
ん
ど
彼
女
の
指
摘
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
あ
な
た
に
は
負
け
ま
し
た
、
私
は
ま
だ
ま

た

い

だ

だ
勉
強
が
足
り
な
い
、
で
も
気
を
ゆ
る
め
な
い
で
監
視
し
あ
い
ま
し
ょ
う
、
と
返
事
が
き
た
。

そ
の
返
事
に
も
、
一
字
、
誤
字
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
私
は
Ｎ
の
ウ

作
意
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

彼
女
は
、
さ
り
げ
な
く
私
を
教
育
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
Ｎ
の
提
言
以
来
、
私
は
用
字
法
に
非
常
に
エ

細
心
に
な
っ
た
。
す
る
と
当
然
な
が
ら
、
人
の
欠
点
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な

っ
た
。

井
伏
鱒
二
氏
の
文
章
を
書
き
写
し
て
い
て
、
至
る
と
こ
ろ
に
非
を
見
つ
け
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
ノ
ミ
取
り
ま
な
こ
の
折
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

創
元
社
刊
の
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
第
四
巻
の
収
録
作
を
槍
玉
に
上
げ
た
。

さ
き
ご
ろ
、
こ
の
作
品
集
を
入
手
し
た
。
一
冊
ず
つ
、
な
つ
か
し
い
思
い
で
ぺ
ー
ジ
を
く
っ
て
い
た
。
第
五
巻
を
め
く
っ
て
い
た
ら
、
一
枚

の
紙
片
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
正
誤
表
で
あ
る
。

何
気
な
く
の
ぞ
い
て
、
ア
ッ
、
と
驚
い
た
。
正
誤
表
は
、
第
四
巻
に
つ
い
て
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
お
詫
び

前
回
配
本
い
た
し
ま
し
た
こ
の
作
品
集
の
第
四
巻
に
、
多
く
の
誤
植
が
ご
ざ
い
ま
し
た
こ
と
は
、
御
購
読
下
さ
つ
て
ゐ
る
皆
様
及
び

著
者
に
対
し
ま
し
て
誠
に
申
訳
な
く
、
謹
ん
で
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
左
の
如
く
夫
々
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
尚
、
三
巻
ま

そ
れ
ぞ
れ

で
の
分
に
は
こ
の
様
な
こ
と
は
な
く
、
今
後
発
売
の
分
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
に
校
正
を
厳
密
に
致
し
ま
す
事
を
、
併
せ
て
こ
こ
に
申
し
上
げ
る

あ
わ

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
の
口
上
の
あ
と
、
あ
る
わ
あ
る
わ
、
計
四
十
六
個
所
も
の
誤
り
が
正
さ
れ
て
い
る
。

井
伏
氏
が
間
違
っ
た
の
で
は
な
い
。
校
正
者
が
手
を
抜
い
た
た
め
の
ミ
ス
で
あ
る
。
三
巻
ま
で
の
分
に
は
誤
植
が
な
い
、
と
い
う
か
ら
、
こ
の

巻
に
限
っ
て
何
事
か
手
違
い
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
知
ら
ず
に
、
私
は
井
伏
氏
を
論
難
し
た
。
知
ら
ぬ
こ
と
と
は
い
え
、
Ｃ

浅
は
か
な

所
行
で
あ
っ
た
。
井
伏
氏
は
不
快
で
あ
っ
た
ろ
う
。

正
誤
表
を
な
が
め
て
い
る
う
ち
に
、
私
は
思
い
だ
し
た
。

た
と
え
ば
「
丑
寅
爺
さ
ん
」
の
小
説
で
、「
子
供
が
学
校
で
、
ほ
か
り
子
供
か
ら
妙
な
目
で
見
ら
れ
る
の
が
可
哀
さ
う
だ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
文
章
が
あ
る
が
、「
ほ
か
り
子
供
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
、
と
私
は
井
伏
氏
に
た
ず
ね
た
の
で
あ
る
。
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正
誤
表
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
ほ
か
の
子
供
」
の
間
違
い
で
、
単
純
な
誤
植
な
の
で
あ
っ
た
。

他
に
、
「
聚
落
第
」
と
あ
る
が
、
「
聚
楽
第
」
が
正
し
い
表
記
で
は
な
い
か
、
と
私
は

し
た
り
げ
に
書
い
た
覚
え
が
あ
る
。
正
誤
表
に
、
そ
れ

Ｄ

も
ち
ゃ
ん
と
出
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
私
が
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
古
本
の
『
井
伏
鱒
二
作
品
集
』
に
は
、
正
誤
表
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
一
枚
の
紙
き
れ
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
旧
蔵
者
が
粗
末
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
本
を
テ
キ
ス
ト
に
使
う
と
、
こ
う
い
う
思
わ
ぬ
落
し
穴
が

あ
る
わ
け
だ
。

正
誤
表
で
思
い
だ
し
た
。
そ
の
こ
ろ
誤
植
の
あ
る
本
だ
け
を
集
め
て
い
る
伊
東
さ
ん
と
い
う
客
が
い
た
。

ど
う
や
っ
て
そ
う
い
う
本
を
見
つ
け
る
の
か
、
と
聞
く
と
、
正
誤
表
の
有
無
で
判
断
す
る
し
か
な
い
、
と
Ｅ

苦
笑
し
た
。
巻
末
に
つ
い
て
い
た

り
、
は
さ
み
こ
み
の
チ
ラ
シ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
の
つ
い
て
い
る
本
は
、
よ
ほ
ど
良
心
的
で
、
多
く
は
恥
を
お
お
や
け
に
し
た
が
ら
な
い
、
と

語
っ
た
。

伊
東
さ
ん
は
校
正
を
職
と
し
て
い
る
方
で
、
そ
う
と
聞
け
ば
誤
植
の
本
の
収
集
も
決
し
て
Ｆ

奇
矯
で
は
な
い
。

三
十
代
の
な
か
ば
で
あ
っ
た
か
。
一
度
遊
び
に
お
い
で
、
と
誘
わ
れ
た
。
月
島
の
一
丁
目
だ
っ
た
か
二
丁
目
だ
っ
た
か
、
裏
通
り
の
仕
舞
屋

し

も

た

や

の
二
階
に
間
借
り
し
て
い
た
。

格
子
戸
を
開
け
る
と
、
老
人
夫
婦
が
食
事
を
し
て
い
た
。
二
階
に
あ
が
る
と
、
伊
東
さ
ん
も
食
事
を
し
て
い
る
。
私
は
時
分
ど
き
に
訪
ね
た

の
で
は
な
か
っ
た
。

「
こ
こ
の
家
は
昼
食
が
十
一
時
な
の
だ
よ
」
伊
東
さ
ん
が
小
声
で
言
っ
た
。「
年
よ
り
に
合
わ
せ
な
い
と
機
嫌
が
悪
い
の
だ
よ
」
と
つ
け
加
え
た
。

賄
い
付
き
の
下
宿
ら
し
い
。
お
菜
は
里
芋
の
煮
こ
ろ
ば
し
で
あ
っ
た
。
伊
東
さ
ん
が
な
ん
だ
か
偉
く
老
け
て
見
え
た
。
部
屋
中
、
本
だ
ら
け
で
あ

る
。
全
部
、
誤
植
の
本
で
あ
る
。

三
十
代
の
女
性
が
あ
が
っ
て
き
て
、
茶
を
入
れ
て
く
れ
た
。
階
下
の
娘
と
名
の
っ
た
。
「
嫁
に
行
っ
た
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら
し
い
」
と

伊
東
さ
ん
が
、
女
性
が
降
り
た
あ
と
急
い
で
さ
さ
や
い
た
。

そ
の
次
に
遊
び
に
行
っ
た
ら
、
伊
東
さ
ん
は
階
下
に
住
ん
で
い
た
。
老
夫
婦
と
、
住
い
を
交
換
し
た
と
い
う
。
「
何
し
ろ
本
が
重
く
て
ね
。
二

階
が
ミ
シ
ミ
シ
い
う
も
の
だ
か
ら
」
そ
う
だ
ろ
う
、
大
層
な
量
で
あ
る
。
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そ
こ
に
例
の
娘
さ
ん
が
出
て
き
て
、
茶
を
入
れ
て
く
れ
た
。

「
ワ
イ
フ
だ
」
と
伊
東
さ
ん
が
紹
介
し
た
の
で
、
私
は
の
け
ぞ
る
ほ
ど
驚
い
た
。
「
娘
さ
ん
」
が
引
っ
こ
む
と
、
伊
東
さ
ん
が
腹
が
大
き
く
な
っ

た
ゼ
ス
チ
ュ
ア
を
し
た
。

（
出
久
根
達
郎
『
逢
わ
ば
や
見
ば
や
』
よ
り
）

＊
出
題
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
分
を
改
変
し
て
あ
り
ま
す
。

問
１

傍
線
部
ア
～
エ
と
意
味
が
類
似
し
た
言
葉
を
選
び
、
太
字
の
部
分
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

ア

１

イ
ミ
ブ
カ
ク

イ

１

ケ
ツ
ジ
ョ

２

ガ
ク
シ
キ
ブ
カ
ク

２

カ
シ
ツ

３

ヨ
ウ
ジ
ン
ブ
カ
ク

３

フ
ソ
ク

４

エ
ン
リ
ョ
ブ
カ
ク

４

ケ
イ
ハ
ク

ウ

１

ボ
ウ
リ
ャ
ク

エ

１

ハ
イ
ビ

２

イ
ト

２

キ
ョ
ウ
ミ

３

イ
ヨ
ク

３

キ
ヅ
カ
イ

４

シ
タ
ゴ
コ
ロ

４

フ
ア
ン
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問
２

傍
線
部
Ａ
「
大
そ
れ
た
真
似
」
の
文
中
に
お
け
る
意
味
は
何
か
。
そ
の
言
葉
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

大
い
に
正
論
か
ら
ず
れ
た
意
見

２

大
変
よ
く
似
た
感
想

３

大
家
気
取
り
の
批
評

４

大
い
に
異
な
る
指
摘

問
３

傍
線
部
Ｂ
「
勇
ん
で
」
と
あ
る
が
な
ぜ
勇
ん
だ
の
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
の
に
最
も
適
す
る
切
な
言
葉
を
、
次
の
１
～
４
の
中

か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

恥
辱
を
受
け
た
人
に
も
誤
字
が
あ
り
一
矢
を
報
い
ら
れ
る
と
思
っ
て
。

２

誤
字
を
書
く
の
は
自
分
だ
け
で
な
い
と
自
信
を
回
復
し
て
。

３

誤
字
を
見
つ
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
使
命
感
を
も
っ
て
。

４

発
見
が
困
難
な
誤
字
を
見
つ
け
て
達
成
感
を
も
っ
て
。
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問
４

傍
線
部
Ｃ
「
浅
は
か
な
所
行
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
な
ぜ
そ
う
思
う
の
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
言
葉
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の

１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

出
し
抜
こ
う
と
い
う
浅
慮
か
ら
偉
大
な
人
を
批
判
し
た
か
ら
。

２

正
当
性
を
確
か
め
も
せ
ず
違
法
な
行
為
を
し
た
か
ら
。

３

し
っ
か
り
判
断
も
せ
ず
過
剰
の
批
判
を
し
た
か
ら
。

４

し
っ
か
り
確
か
め
も
せ
ず
批
判
す
べ
き
相
手
を
間
違
え
た
か
ら
。

問
５

傍
線
部
Ｄ
「
し
た
り
げ
に
」
と
は
ど
う
い
う
気
持
ち
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～

４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

得
意
な
気
持
ち
で
。

２

困
ら
せ
る
気
持
ち
で
。

３

批
判
的
な
気
持
ち
で
。

４

教
え
諭
す
気
持
ち
で
。
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問
６

傍
線
部
Ｅ
の
「
苦
笑
し
た
」
の
は
な
ぜ
か
意
味
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

分
か
り
切
っ
た
こ
と
を
真
面
目
に
質
問
さ
れ
た
か
ら
。

２

正
誤
表
の
有
無
で
判
断
す
る
と
い
う
自
慢
で
き
る
話
で
な
い
か
ら
。

３

判
断
す
る
基
準
が
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
貧
弱
な
話
だ
か
ら
。

４

も
っ
と
深
い
根
拠
を
説
明
し
た
い
の
に
出
来
な
か
っ
た
か
ら
。

問
７

傍
線
部
Ｆ
の
「
奇
矯
で
は
な
い
」
と
判
断
す
る
理
由
は
何
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の

１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

校
正
の
研
究
の
た
め
に
誤
植
の
本
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

２

誤
植
を
許
さ
ぬ
正
義
感
か
ら
誤
植
の
本
に
注
目
す
る
の
は
正
当
だ
か
ら
。

３

校
正
職
な
の
で
誤
植
の
本
に
興
味
を
持
つ
の
は
理
屈
に
合
っ
て
い
る
か
ら
。

４

そ
の
人
の
性
格
か
ら
考
え
て
当
然
あ
り
得
る
こ
と
だ
か
ら
。
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第
三
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
〜
５
）
に
答
え
な
さ
い
。

学
校
が
グ
ラ
イ
ダ
ー
訓
練
所
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
小
学
校
へ
入
る
こ
ど

も
は
、
ま
だ
、
勉
強
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
も
の
を
知
り
た
い
気
持
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
た
ら
知
識
が
得
ら
れ
る
か
、
見
当
も
つ
か

な
い
。

と
に
か
く
、
先
生
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
勉
強
し
な
さ
い
、
と
な
る
。
ひ
っ
ぱ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
動
き
出
す
。
自
分
で
動
く
の
で
は
な
い
。

受
身
だ
。

本
来
の
学
習
が
そ
う
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
わ
か
り
切
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
制
度
と
し
て
の
学
校
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
各
人
の
自
発

的
な
学
習
意
欲
を
待
っ
て
い
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
就
学
年
齢
が
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
と
き
い
っ
せ
い
に
学
習
へ
の
準
備
が
で
き
て
い
る
は

ず
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ひ
っ
ば
る
の
に
は
、
い
っ
せ
い
で
な
い
と
不
便
だ
。
ひ
っ
ば
ら
れ
る
方
は
、
な
ぜ
、
ひ
っ
ば
ら
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
ま
ま
ひ
っ
ぱ
ら
れ
る
。

こ
の
は
じ
め
の

ア

は
学
校
に
い
る
間
中
ず
っ
と
つ
い
て
ま
わ
る
。
強
化
さ
れ
こ
そ
す
れ
、
弱
ま
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
社
会
へ

出
て
か
ら
も
、
勉
強
と
は
、
教
え
る
人
が
い
て
、
読
む
本
が
あ
る
も
の
、
と
思
い
込
ん
で
い
る
。

学
校
の
最
優
等
生
が
、
か
な
ら
ず
し
も
社
会
で
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
も
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
能
力
に
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
本
当
の
飛
翔
が
で

き
る
の
で
は
な
い
証
拠
に
な
る
。
学
校
は
ど
う
し
て
も
教
師
の
言
う
こ
と
を
よ
く
き
く
グ
ラ
イ
ダ
ー
に
好
意
を
も
つ
。
勝
手
な
方
を
向
い
た
り
、

ひ
っ
ば
ら
れ
て
も
動
こ
う
と
し
な
い
の
は
欠
陥
あ
り
、
と
き
め
つ
け
る
。

教
育
は
学
校
で

Ｃ

。
い
わ
ゆ
る
学
校
の
な
い
時
代
で
も
教
育
は
行
な
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
教
育
で
は
い
け

な
い
の
は
早
く
気
が
つ
い
て
い
た
ら
し
い
。
教
育
を
受
け
よ
う
と
す
る
側
の
心
構
え
も
違
っ
た
。
な
ん
と
し
て
も
学
問
を
し
た
い
と
い
う
積
極
性

が
な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い
。
意
欲
の
な
い
も
の
ま
で
も
教
え
る
ほ
ど
世
の
中
が
教
育
に
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
い
う
熱
心
な
学
習
者
を
迎
え
た
教
育
機
関
、
昔
の
塾
や
道
場
は
ど
う
し
た
か
。

入
門
し
て
も
、
す
ぐ
教
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
教
え
る
の
を
拒
む
。
剣
の
修
業
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
若
も
の
に
、
毎
日
、

薪
を
割
っ
た
り
、
水
を
く
ま
せ
た
り
、
と
き
に
は
子
守
り
ま
で
さ
せ
る
。
な
ぜ
教
え
て
く
れ
な
い
の
か
、
当
然
、
不
満
を
い
だ
く
。
こ
れ
が
実
は
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学
習
意
欲
を
高
め
る
役
を
す
る
。
そ
の
こ
と
を
か
つ
て
の
教
育
者
は
心
得
て
い
た
。
あ
え
て
教
え
惜
し
み
を
す
る
。

じ
ら
せ
て
お
い
て
か
ら
、
や
っ
と
教
え
る
。
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
す
べ
て
を
教
え
込
む
の
で
は
な
い
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
な
か
な
か
教
え
な
い
。

、
、

い
か
に
も

イ

の
よ
う
だ
が
、
結
局
、
そ
れ
が
教
わ
る
側
の
た
め
に
な
る
。
そ
れ
を
経
験
で
知
っ
て
い
た
。

頭
だ
け
で
学
ぶ
の
で
は
な
い
。
体
で
覚
え
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
で
は
な
か
な
か
教
え
て
も
ら
え
な
い
。
名
人
の
師
匠
は
そ
の
道
の
奥
義
を
き

わ
め
て
い
る
け
れ
ど
も
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
を
教
え
る
よ
う
で
は
そ
の
奥
義
は
す
ぐ
崩
れ
て
し
ま
う
。
注
１

売
家
と
唐
様
で
書
く
三
代
目
、
と
い

う
の
と
ど
こ
か
似
て
い
る
。

秘
術
は
秘
す
。
い
く
ら
愛
弟
子
に
で
も
か
く
そ
う
と
す
る
。
弟
子
の
方
で
は
教
え
て
も
ら
う
こ
と
は
あ
き
ら
め
て
、
な
ん
と
か
師
匠
の
も
て
る

も
の
を
盗
み
と
ろ
う
と
考
え
る
。
こ
こ
が
昔
の
教
育
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
も
の
に
、
惜
気
な
く
教
え
る
の
が
決
し
て
賢
明
で

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
免
許
皆
伝
は
、
ご
く
少
数
の
か
ぎ
ら
れ
た
人
に
し
か
な
さ
れ
な
い
。

師
匠
の
教
え
よ
う
と
し
な
い
も
の
を
奪
い
と
ろ
う
と
心
掛
け
た
門
人
は
、
い
つ
の
ま
に
か
、
自
分
で
新
し
い
知
識
、
情
報
を
習
得
す
る
力
を
も

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
し
か
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
卒
業
し
て
、
飛
行
機
人
間
に
な
っ
て
免
許
皆
伝
を
受
け
る
。
伝
統
芸
能
、
学
問
が
つ
よ
い
因

習
を
も
ち
な
が
ら
、
な
お
、

ウ

を
出
し
う
る
余
地
が
あ
る
の
は
、
こ
う
い
う
伝
承
の
方
式
の
中
に
秘
密
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

昔
の
人
は
、
こ
う
し
て
受
動
的
に
流
れ
や
す
い
学
習
を
積
極
的
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
。
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
飛
行
機
に
転
換
さ
せ
る
知
恵

で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
い
ま
の
学
校
は
、
教
え
る
側
が
積
極
的
で
あ
り
す
ぎ
る
。
親
切
で
あ
り
す
ぎ
る
。
何
が
何
で
も
教
え
て
し
ま
お
う
と
す
る
。

そ
れ
が
見
え
て
い
る
だ
け
に
、
学
習
者
は
、
た
だ
じ
っ
と
し
て
口
さ
え
あ
け
て
い
れ
ば
、
ほ
し
い
も
の
を
口
ヘ
は
こ
ん
で
も
ら
え
る
と
い
っ
た

Ａ

心
を
育
て
る
。
学
校
が
熱
心
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
た
、
知
識
を
与
え
る
の
に
有
能
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
学
習
者
を
受
身
に
す
る
。
本

当
の
教
育
に
は
失
敗
す
る
と
い
う
皮
肉
な
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
お
そ
ま
き
な
が
ら
、
詰
め
込
み
教
育
へ
の
反
省
が
お
こ
る
。
グ
ラ
イ
ダ
ー
訓
練
の
弊
害
が
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

詰
め
込
み
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。

Ｂ

を
そ
ぐ
詰
め
込
み
が
悪
い
の
で
あ
る
。
勉
強
し
た
い
気
持
が
つ
よ
け
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
知
識
を
歓

迎
し
、
い
く
ら
で
も
詰
め
込
ん
で
も
ら
い
た
い
と
願
う
で
あ
ろ
う
。
逆
に
拒
否
反
応
を
示
し
て
い
る
学
習
者
に
と
っ
て
は
、
ほ
ん
の
す
こ
し
の
こ

と
で
も
、
こ
ん
な
に
押
し
つ
け
ら
れ
て
は
た
ま
ら
な
い
と
反
発
す
る
。
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か
つ
て
、
漢
文
の
素
読
が
行
な
わ
れ
た
。
ろ
く
に
字
も
読
め
な
い
よ
う
な
幼
い
こ
ど
も
に
、
四
書
五
経
と
い
っ
た
、
最
高
度
の
古
典
を
読
ま
せ

そ

ど

く

し
し
ょ
ご
き
ょ
う

る
。
読
ま
せ
る
と
い
う
の
は
正
確
で
は
な
い
。
声
を
出
し
て
朗
誦
す
る
だ
け
で
あ
る
。
先
生
は
意
味
を
ご
存
知
だ
が
、
習
う
こ
ど
も
に
は
、
チ
ン

プ
ン
カ
ン
プ
ン
、
何
の
こ
と
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
漢
文
の
素
読
で
は
、
意
味
を
教
え
な
い
の
が
普
通
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
素
読
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
い
く
ら
こ
ど
も
で
も
、
こ
と
ば

、

で
あ
る
以
上
ど
う
い
う
こ
と
か
、
意
味
が
気
に
な
ら
な
い
わ
け
が
な
い
。
し
か
し
、
教
え
て
も
ら
え
な
い
の
だ
か
ら
、
し
か
た
が
な
い
。
我
慢
す

る
。
そ
の
間
に
、
早
く
意
味
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
う
心
が
つ
の
る
。
教
え
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
い
い
教
育
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

い
ま
の
こ
と
ば
の
教
育
は
、
は
じ
め
か
ら
、
意
味
を
お
し
つ
け
る
。
疑
問
を
い
だ
く
、
つ
ま
り
、
好
奇
心
を
は
た
ら
か
せ
る
前
に
、
教
え
て
し

ま
う
。
意
味
だ
け
で
は
な
い
、
文
章
を
書
い
た
作
者
に
つ
い
て
も
あ
ら
か
じ
め
、
こ
ま
ご
ま
し
た
こ
と
を
教
え
よ
う
と
す
る
。
宮
沢
賢
治
は
ど
う

い
う
信
仰
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
っ
た
こ
と
を
い
ま
の
高
校
生
は
教
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
幸
福
か
ど
う
か
は
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
。
親
切
が
す
ぎ

て
、
ア
ダ
に
な
っ
て
い
る
。

昔
、
素
読
を
つ
け
ら
れ
た
こ
ど
も
た
ち
で
、
孔
子
や
孟
子
の
伝
記
を
知
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

い
ま
の
学
校
教
育
で
は
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
能
力
は
つ
け
ら
れ
て
も
、
飛
行
機
能
力
を
つ
け
に
く
い
こ
と
は
す
で
に
く
り
か
え
し
の
べ
て
き
た
通
り

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は
、
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
飛
行
機
と

エ

す
る
。
試
験
の
答
案
に
い
い
点
を
と
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
、
飛
翔

力
あ
り
と
Ｄ

早
合
点
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
い
か
に
多
く
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
か
し
れ
な
い
。

考
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
、
頭
に
浮
ぶ
の
は
数
学
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
問
題
の
答
を
出
す
。
こ
れ
は
文
章
を
読
ん
で
、
そ
の
中
か
ら

知
識
、
情
報
を
引
き
出
す
の
に
比
べ
る
と
、
い
か
に
も
自
発
、
積
極
的
の
よ
う
に
見
え
る
。

お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
う
と
、
知
る
活
動
は
、
学
校
の
国
語
科
を
中
心
と
す
る
読
む
学
習
に
か
か
わ
り
、
考
え
る
活
動
は
、
数
学
を
中
心
と
し
た
学

習
と
関
係
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

数
学
は
思
考
力
を
つ
け
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
問
題
を
与
え
ら
れ
て
、
解
答
を
出
す
の
は
、
ま
だ
ま
だ
受
動
的
で
あ
る
。
問
題
と
い
う
枠
の
中

で
こ
そ

オ

的
で
は
あ
る
が
、
問
題
そ
の
も
の
は
他
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
自
分
で
考
え
出
し
た
の
で
は
な
い
。
学
校
の
数
学
は
、
い
つ
も
、

は
じ
め
に
問
題
あ
り
き
、
で
あ
る
。
自
分
で
問
題
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
解
く
と
い
う
数
学
は
、
普
通
、
つ
い
に
一
度
も
経
験
す
る
こ
と
な
く
し
て
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終
る
。

ギ
リ
シ
ャ
人
が
人
類
史
上
も
っ
と
も
輝
し
い
文
化
の
基
礎
を
築
き
得
た
の
も
、
か
れ
ら
に
す
ぐ
れ
た
問
題
作
成
の
力
が
あ
り
、
〝
な
ぜ
〟
を
問

う
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
飛
行
機
能
力
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
化
が
複
雑
に
な
っ
て
く
る
と
、
自
由
に
飛
び
ま
わ
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
学
校
が
ど
ん
ど
ん
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
社
会
へ
送
り
出
す
か
ら
、
グ

ラ
イ
ダ
ー
が
あ
ふ
れ
る
。
飛
行
機
は
グ
ラ
イ
ダ
ー
に
と
っ
て
迷
惑
な
存
在
で
あ
る
。
創
造
性
が
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
出
し
た
の
は
、
わ
ず
か
な
が

ら
、
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い
う
Ｅ

反
省
が
生
れ
つ
つ
あ
る
の
を
物
語
っ
て
い
る
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
、
ま
だ
、
本
当
の
創
造
の
方
法
は
ほ

と
ん
ど
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

（
外
山
滋
比
古
『
思
考
の
整
理
学
』
よ
り
）

＊
出
題
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
分
を
改
変
し
て
あ
り
ま
す
。

注
１

初
代
が
築
い
た
財
産
を
、
遊
び
に
耽
っ
て
没
落
さ
せ
る
三
代
目
を
皮
肉
っ
た
川
柳
。
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問
１

空
欄
ア
〜
オ
に
は
い
る
熟
語
と
し
て
、
最
も
適
す
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
１
〜
４
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

１

練
習

イ

１

陰
湿

ウ

１

実
力

エ

１

誤
解

オ

１

創
造

２

習
慣

２

不
満

２

能
力

２

理
解

２

消
極

３

学
習

３

困
難

３

芸
術

３

回
答

３

積
極

４

風
習

４

秘
密

４

個
性

４

混
乱

４

建
設

問
２

空
欄
Ａ
Ｂ
に
最
も
適
す
る
二
字
熟
語
を
答
え
な
さ
い
。

問
３

空
欄
Ｃ
に
最
も
適
す
る
語
句
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

始
ま
っ
た
の
で
は
な
い

２

行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

３

始
ま
っ
た
の
で
あ
る

４

行
わ
れ
て
い
た
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問
４

傍
線
部

「
早
合
点
」
の
文
中
で
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

D

１

飛
行
規
則
を
理
解
し
た
と
評
価
し
て
し
ま
う
こ
と
。

２

優
秀
で
な
い
学
生
に
高
得
点
を
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
。

３

グ
ラ
イ
ダ
ー
能
力
を
飛
行
機
能
力
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
こ
と
。

４

こ
ま
ご
ま
と
し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
評
価
で
き
て
い
な
い
こ
と
。

問
５

傍
線
部
Ｅ
「
反
省
」
の
内
容
と
し
て
、
最
も
適
さ
な
い
も
の
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

社
会
に
お
い
て
問
題
提
起
能
力
が
足
り
て
い
な
い
と
い
う
危
機
感
。

２

飛
行
機
は
グ
ラ
イ
ダ
ー
に
と
っ
て
迷
惑
な
存
在
で
あ
る
こ
と
。

３

教
え
す
ぎ
る
教
育
が
創
造
性
を
か
え
っ
て
損
な
っ
て
い
る
こ
と
。

４

学
習
者
の
積
極
性
を
導
く
教
育
形
態
が
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。


