
一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
よ
。

人
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
、
そ
し
て
毎
日
の
生
活
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
「
お
面
」
を
か
ぶ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
シ
バ
イ
の
舞
台
で
演
技
し
、
心
に
も
な

い
セ
リ
フ
を
口
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は㋐
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
で
は
な
い
。
い
つ
で
も
「
他
人
の
目
」
に
ど
う
映
る
か
、
を
気
に
し
な
が

ら
い
ろ
ん
な
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
は
そ
れ
を
「
見
ら
れ
る
自
我
」
と
名
づ
け
、
そ
そ
が
れ
て
く
る
視
線
の
こ
と
を

「
一
般
化
さ
れ
た
他
者
」
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
た
。
ひ
ら
た
く
い
え
ば
「
世
間
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
世
間
の
眼
」
が
わ
た
し
た
ち
を
み
て
い

る
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
「
存
在
」
と
い
う
の
は
何
枚
も
の
皮
に
包
ま
れ
た
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
ご
と
き
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
「
役
割

人
間
」
で
あ
る
。
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
は
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
で
あ
る
。
何
重
に
も
か
さ
な
っ
た
そ
れ
ら
の
皮
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
む
い
て
ゆ
け
ば
ラ
ッ

キ
ョ
ウ
は
だ
ん
だ
ん
細
く
ち
い
さ
く
な
っ
て
く
る
が
、
も
し
も
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
皮
を
む
い
て
、
む

い
て
、
む
き
つ
く
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。（
Ⅰ
）「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
べ
つ
な
こ
と
ば
で
い
え
ば

ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
む
き
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
演
技
す
る
じ
ぶ
ん
、
お
面
を
か
ぶ
っ
た
じ
ぶ
ん
…
…
そ
ん
な
他
人
を
気
に
せ
ず
に
、
真
実
、

こ
れ
こ
そ
ほ
ん
と
う
の
「
じ
ぶ
ん
」、
そ
れ
が
ど
こ
か
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
探
索
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
の
旅

に
で
か
け
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
ど
う
な
る
か
、
あ
る
い
は
ど
う
な
っ
た
か
。（
Ⅱ
）
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
を
一
枚
ず
つ
は
が
し
て
ゆ
け
ば
、
だ
ん
だ
ん
「
見
ら
れ
る
自
我
」

の
数
は
減
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
が
、
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
に
は
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
シ
ン
は
な
い
の
で
あ
る
。
皮
を
む
き
つ
く
し
た
と
こ
ろ
に
は
な
ん
に
も
な

い
。「
虚
」
な
の
で
あ
る
。

だ
い
ぶ
む
か
し
の
こ
と
に
な
る
が
、「
わ
た
し
」
と
い
う
劇
が
あ
っ
た
。
主
人
公
は
た
だ
ひ
と
り
。
そ
の
主
人
公
と
カ
ゲ
の
第
三
者
と
の
問
答
。
問

い
「
あ
な
た
は
誰
？
」、
答
え
「
山
田
太
郎
で
す
」。
問
い
「
そ
れ
を
証
明
で
き
ま
す
か
？
」、
答
え
「
ハ
イ
、
こ
こ
に
身
分
証
明
書
が
あ
り
ま
す
」。
問

い
「
そ
の
証
明
書
が
ホ
ン
モ
ノ
だ
と
証
明
で
き
ま
す
か
？
」、
答
え
「
ハ
ン
コ
が
押
し
て
あ
り
ま
す
」。
問
い
「
ハ
ン
コ
な
ん
て
い
く
ら
で
も
偽
造
で
き

る
じ
ゃ
な
い
の
。
ほ
ん
と
に
あ
な
た
は
誰
な
の
？
」
…
…
あ
な
た
の
名
前
も
、
ま
た
そ
れ
を
確
実
に
立
証
し
て
く
れ
る
手
段
も
な
い
。
だ
い
た
い
「
名
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前
」
な
ど
と
い
う
も
の
だ
っ
て
便①
ギ
上
つ
け
ら
れ
た
も
の
。
名
前
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
な
ん
の
役
に
も
た
た
な
い
。（
Ⅲ
）
い
き
な

り
知
ら
な
い
世
界
の
ど
こ
か
に
ひ
ょ
い
と
ほ
う
り
出
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
か
。
自
己
証
明
は
不
可
能
に
ち
か
い
。
む
ず
か
し
く
い
え
ば
「
自
己
が
自
己

で
あ
る
こ
と
の
証
明
」
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。（
Ⅳ
）

そ
う
じ

も
ち
ろ
ん
、
理
屈
な
ら
い
く
ら
で
も
か
ん
が
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
『
荘
子
』
は
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
に
つ
い
て
、
い
く
つ
も
の②
ソ

し
っ
そ
う

ウ
話
を
語
っ
て
く
れ
る
。
み
ず
か
ら
の
影
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
疾
走
し
て
死
ん
で
し
ま
う
話
、
世
間
に
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
み
ず
か
ら
の

じ
ゅ
り
ょ
う

よ

し

こ
ち
ょ
う

そ
う
し

無
能
に
絶
望
す
る
「
寿
陵
ノ
余
子
」
の
話
、
そ
し
て
あ
の
有
名
な
「
胡
蝶
の
夢
」
の
話
な
ど
な
ど
。
荘
子
は
、
だ
い
た
い
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」

な
ど
と
い
う
も
の
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
立
場
を
と
る
。
い
や
荘
子
の
思
想
そ
の
も
の
が
自
己
と
い
う
も
の
に
懐
疑
的
な
の
で
あ
る
。

よ
う
て
い

は
く
い
ん

禅
は
む
ず
か
し
い
が
、
俗
人
に
も
わ
か
る
よ
う
に
禅
の
要
諦
を
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
坊
さ
ん
も
お
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
白
隠
。
白
隠
の
禅
画
は
ど
れ

か
き
の
も
と
の
ひ
と
ま
ろ

あ
か
し

し
ま

そ

を
み
て
も
含
蓄
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
が
柿
本
人
麻
呂
の
詩
歌
に
託
し
て
「
今
に
到
り
明
石
の
浦
の
朝
霧
に
嶋
有
り
船
有
る
も
其
の
人
な
し
」
と
賛

を
書
い
た
奔
放
な
一
幅
の
絵
な
ど
は
傑
作
だ
。
目
的
の
島
は
霧
に
か
す
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
ゆ
く
べ
き
舟
も
あ
る
。
だ
が
「
其
の
人
」
は
い
な
い
の
で

あ
る
。（
Ⅴ
）
そ
も
そ
も
「
人
」
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
さ
が
し
て
も
い
な
い
。

ア

、
と
禅
は
教
え
て
く
れ
る
。
禅
は
「
な
い
」
こ
と

を
主
題
に
し
た
哲
学
だ
か
ら
、
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
む
き
じ
た
い
を
否
定
す
る
。

西
洋
で
お
な
じ
よ
う
な
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
む
き
の
意
味
を
た
ず
ね
た
の
は
、
た
と
え
ば
キ
ュ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
よ
う
な
「
実
存
主
義
者
」
で
あ
っ
た
。

し
ん
え
ん

か
れ
が
い
う
「
深
淵
」
と
い
う
の
は
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
シ
ン
が
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
古
今
東
西
、

イ

を
哲
学
者

た
ち
は
論
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
哲
学
的
思
索
と
し
て
は
お
も
し
ろ
い
が
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
具
体
的
な
人
間
、
つ
ま
り
「
世
間
」
で
生
き
て
い
る
人

間
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
意
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
お
た
が
い
凡
俗
の
身
は
お
お
む
ね
「
役
割
」
で
生
き
て
い
る
人
間
な
の
で
あ
る
。
お
お

か
れ
す
く
な
か
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
は
演
技
な
の
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
の
心
理
学
で
は
そ
の
仮
面
的
存
在
を
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
よ
び
、
そ
こ
か
ら

「
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
こ
と
ば
が
派
生
し
た
。「
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
」
は
「
性
格
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、㋑
簡
単
に
い
え
ば
「
仮
面
人

間
」
と
い
う
こ
と
だ
。
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フ
ロ
イ
ト
の
「
超
自
我
」（
ス
ー
パ
ー
エ
ゴ
）
も
こ
れ
と
似
て
い
る
。「
超
自
我
」
と
い
う
の
は
「
見
ら
れ
る
わ
た
し
」
の
こ
と
で
あ
る
。
精
神
分
析

の
立
場
か
ら
み
て
も

ウ

、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
に
は
シ
ン
が
な
い
の
で
あ
る
。
な
い
も
の
を
探
索
す
る
の
は
ム
ダ

と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
く
な
く
と
も
、㋒
こ
れ
は
「
社
会
学
」
の
対
象
で
は
あ
る
ま
い
、
と
わ
た
し
は
お
も
っ
て
い
る
。

「
自
我
」
と
い
う
も
の
が
哲
学
的
に
め
ん
ど
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
み
た
と
お
り
だ
が
、
世
間
で
は
ひ
と
り
の
人
間
、（

ａ

）、
あ
な
た

だ
の
わ
た
し
だ
の
を
個
別
に
認
識
し
、
他
人
と
区
別
し
て
く
れ
る
。
そ
の
「
区
別
」
の
モ
ノ
サ
シ
の
こ
と
を
「
社
会
的
分
類
」
と
名
づ
け
る
。

と
い
っ
て
、
べ
つ
だ
ん
む
ず
か
し
い
は
な
し
で
は
な
い
。
似
顔
絵
描
き
と
お
な
じ
よ
う
に
、
世
間
は
特
定
の
人
間
の
輪
郭
を
描
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ひ

と
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
で
あ
る
。
日
本
語
で
い
え
ば
「
人
物
像
」
と
で
も
い
う
べ
き
か
。

社
会
的
分
類
の
モ
ノ
サ
シ
は
無
数
に
あ
る
。
ま
ず
、
基
本
に
な
る
の
は
「
年
齢
」「
性
別
」
と
い
う
分
類
。「
人
種
」
と
い
う
分
類
も
あ
る
。「
国
籍
」

も
明
確
な
モ
ノ
サ
シ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
国
籍
」
を
下
位
分
類
し
て
「
地
域
」
と
い
う
モ
ノ
サ
シ
を
あ
て
て
み
る
こ
と
も
可
能
だ
。

こ
ん
な
ふ
う
に
数
本
の
線
で
輪
郭
を
描
い
て
み
る
と
、
ほ
ん
の
り
と
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
一
部
が
で
き
て
く
る
。（

ｂ

）「
男
性
四
十
八
歳
、
独
身
、

身
長
百
五
十
五
セ
ン
チ
、
七
十
歳
の
母
親
と
同
居
」
と
き
け
ば
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
パ
ッ
と
し
な
い
中
年
男
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
。（

ｃ

）、
さ

ら
に
い
く
つ
か
の
モ
ノ
サ
シ
を
用
意
し
て
「
某
国
立
大
学
卒
業
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
博
士
号
取
得
後
、
帰
国
し
て
某
大
手
薬
品
工
業
会
社
の

研
究
所
長
、
年
収
二
千
万
円
」
と
い
う
と
、
こ
の
人
物
に
後
光
が
さ
し
て
く
る
。
逆
に
「
無
職
、
競
馬
競
輪
に
熱
中
、
飲
酒
癖
あ
り
。
ア
ル
バ
イ
ト
収

入
年
間
百
五
十
万
円
」
と
な
る
と
、
お
な
じ
四
十
男
で
も
そ
の
「
人
物
像
」
の
輪
郭
は
す
っ
か
り
ち
が
っ
た
も
の
に
な
る
で
は
な
い
か
。

モ
ノ
サ
シ
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
。「③
キ
往
症
」「
身
長
」「
体
重
」「
趣
味
」「
資
格
」「
好
き
な
テ
レ
ビ
番
組
」「
嫌
い
な
食
べ
物
」
…
…
数
か

ぎ
り
な
い
補
助
線
を
ひ
い
て
、
そ
れ
を
交
差
さ
せ
た
り
、
特
定
の
部
分
を
強
調
し
た
り
、
ボ
カ
し
た
り
、
陰
影
を
つ
け
た
り
し
て
ゆ
く
と
、
か
な
り
輪

郭
の
し
っ
か
り
し
た
人
物
像
が
で
き
あ
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
「
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
ひ
と
を
判
断
す
る
。
そ
の
思
い
描
い
た
人
物
像
を
基
準
に
し
て
「
東
大
出

き

の
く
せ
に
」
と
か
「
さ
す
が
関
西
人
、
目
先
が
よ
く
利
く
な
あ
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
判
断
に
狂
い
が
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
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い
ろ
ん
な
変
数
を
組
み
合
わ
せ
て
つ
く
り
あ
げ
た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
、
た
だ
し
い
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

Ⅵ

そ
ん
な
ふ
う
に
勝
手
に
つ
く
り
あ
げ
た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
で
ひ
と
や
人
柄
を
あ
ら
か
じ
め
「
区
別
」
す
る
こ
と
を
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
「
偏
見
」
と
い

い
、
あ
る
い
は
「
差
別
」
と
い
う
。
お
お
む
ね
い
い
意
味
で
つ
か
わ
れ
る
こ
と
ば
で
は
な
い
。（

ｄ

）「
あ
の
ひ
と
は
慈
善
家
な
ん
だ
っ
て
」「
彼

女
は
司
法
試
験
に
一
発
で
合
格
し
た
ん
だ
っ
て
」
と
か
い
っ
た
好
意
あ
る
評
価
だ
っ
て
「
偏
見
」
で
あ
り
「
差
別
」
な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
だ

れ
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
偏
見
に
よ
っ
て
他
人
を
み
て
い
る
し
、
他
人
か
ら
も
偏
見
に
よ
っ
て
み
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
俗
な
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
わ
た
し

た
ち
は
「

Ａ

」
で
自
他
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
ひ
と
り
の
例
外
も
な
く
偏
見
の
か
た
ま
り
な
の
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
わ
た
し
は
「
自
我
」
と
い
う
も
の
は
し
ょ
せ
ん
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
シ
ン
の
よ
う
な
虚
無
で
あ
ろ
う
、
と
の
べ
た
。
だ
が
世
間
は
外
側
に
あ
る

何
枚
、
何
十
枚
、
い
や
何
百
枚
も
の
皮
、
す
な
わ
ち
モ
ノ
サ
シ
を
用
意
し
て
ひ
と
を
評
価
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
分
厚
い
皮
膜
に
お
お
わ
れ
て
人
間
は

つ
ね
に
他
人
か
ら
「
見
ら
れ
て
」
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
他
人
を
み
て
い
る
。
だ
ん
だ
ん
交
際
が
深
ま
れ
ば
、「

Ａ

」
が
変
化
す
る
こ
と
が
す

く
な
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
全
人
格
」
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
は
し
な
い
。㋓
そ
も
そ
も
「
全
人
格
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
の
が

錯
覚
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
、（

ｅ

）
社
会
的
分
類
の
ど
の
部
分
に
力
点
を
か
け
て
人
間
を
み
る
か
、
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
み
え
て
く
る
。

い
い
例
が
経
済
的
分
類
。
つ
ま
り
貧
富
と
い
う
分
け
方
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
に
は
大
金
持
ち
が
い
る
。
他
方
、
底
辺
の
ひ
と
び
と
が
い
る
。
そ
こ
で
う

ま
れ
る
の
は
「
格
差
」
で
あ
る
。
お
な
じ
し
ご
と
を
ち
ゃ
ん
と
こ
な
し
な
が
ら
、
男
女
で
給
与
に
差
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
「
格
差
」
で
あ
る
。
そ
う
い

う
目
で
世
間
を
み
れ
ば
「
格
差
」
だ
ら
け
。
人
間
す
べ
て
平
等
と
い
う
の
は
う
る
わ
し
い
哲
学
だ
が
、
世
の
中
は
哲
学
ど
お
り
に
は
う
ご
か
な
い
。
わ

た
し
た
ち
は
あ
れ
や
こ
れ
や
の
「
格
差
」
や
「
偏
見
」
と
い
う
デ
コ
ボ
コ
道
を
あ
ゆ
ん
で
い
る
の
だ
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
れ
ら
た
く
さ
ん
の
モ
ノ
サ
シ
で
人
間
が
お
た
が
い
を
み
た
り
、
み
ら
れ
た
り
と
い
う
め
ん
ど
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
は
ひ
と
え
に
世
間
が
複
雑
に

な
っ
た
か
ら
だ
。
石
器
時
代
の
人
間
が
も
っ
て
い
た
モ
ノ
サ
シ
は
せ
い
ぜ
い
性
別
、
そ
れ
に
長
幼
の
序
列
く
ら
い
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
ろ
も
ろ
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あ
ん
ど
う
し
ょ
う
え
き

の
社
会
的
分
類
か
ら
自
由
で
あ
れ
、
と
説
い
た
の
は
安
藤
昌
益
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
が
、㋔
歴
史
を
も
と
に
も
ど
す
こ

と
は
で
き
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

（
加
藤
秀
俊
『
社
会
学
』。
な
お
、
文
意
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
若
干
の
省
略
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。）

注

Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド＝

ア
メ
リ
カ
の
社
会
心
理
学
者
・
哲
学
者
。

『
荘
子
』＝

中
国
の
思
想
家
で
あ
る
荘
子
の
著
作
。

白
隠＝
江
戸
時
代
中
期
の
僧
。
臨
済
宗
中
興
の
祖
。

キ
ュ
ル
ケ
ゴ
ー
ル＝
デ
ン
マ
ー
ク
の
思
想
家
。

ユ
ン
グ＝

ス
イ
ス
の
心
理
学
者
・
精
神
科
医
。

フ
ロ
イ
ト＝

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
科
医
・
精
神
分
析
の
創
始
者
。

安
藤
昌
益＝

江
戸
時
代
中
期
の
思
想
家
。

ジ
ャ
ン＝

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー＝
ス
イ
ス
に
生
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
・
小
説
家
。

問
1

傍
線
①
〜
③
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

1

〜

3

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

①

便
ギ

1

詮
ギ

2

字
ギ

3

適
ギ

4

虚
ギ

5

詐
ギ

2

②

ソ
ウ
話

1

失
ソ
ウ

2

ソ
ウ
括

3

奇
ソ
ウ

4

ソ
ウ
刊

5

ソ
ウ
入

3

③

キ
往
症

1

キ
出

2

キ
遇

3

キ
憂

4

克
キ

5

キ
概
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問
2

傍
線
�
「『
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
』」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ

の
番
号
を
解
答
番
号

4

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

た
ん
な
る
「
じ
ぶ
ん
」
で
は
な
く
真
実
の
「
じ
ぶ
ん
」
の
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

2
「
見
ら
れ
る
自
我
」
に
内
包
さ
れ
た
真
実
の
「
自
我
」
と
同
義
だ
と
考
え
て
い
る
。

3

さ
ま
ざ
ま
な
「
役
割
」
の
担
い
手
と
し
て
の
主
体
的
な
「
自
我
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

4
「
じ
ぶ
ん
」
へ
の
違
和
感
を
抱
え
る
人
が
追
求
す
る
本
来
の
姿
だ
と
考
え
て
い
る
。

5

い
く
ら
探
求
し
て
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
じ
ぶ
ん
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

問
3

本
文
中
の
（
Ⅰ
）
〜
（
Ⅴ
）
の
い
ず
れ
か
に
、
次
の
一
文
が
入
る
。
そ
れ
は
ど
こ
か
。
後
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を

解
答
番
号

5

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

た
い
へ
ん
無
残
な
い
い
か
た
に
な
る
が
、
わ
た
し
の
意
見
で
は
そ
ん
な
も
の
、
あ
り
は
し
な
い
。

1
（
Ⅰ
）

2
（
Ⅱ
）

3
（
Ⅲ
）

4
（
Ⅳ
）

5
（
Ⅴ
）
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問
4

ア

〜

ウ

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

6

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

ア
「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
不
可
能
な
こ
と
な
の
だ

イ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
さ
が
す
こ
と
が
い
か
に
無
謀
な
こ
と
で
あ
る
か

ウ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
と
は
自
己
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る

2

ア
「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
不
可
能
な
こ
と
な
の
だ

イ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
さ
が
す
こ
と
が
い
か
に
絶
望
的
な
こ
と
で
あ
る
か

ウ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い

3

ア
「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
無
理
な
相
談
な
の
だ

イ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
さ
が
す
こ
と
が
い
か
に
無
益
な
こ
と
で
あ
る
か

ウ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い

4

ア
「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
と
い
う
の
は
、
相
当
の
労
力
が
い
る
こ
と
な
の
だ

イ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
さ
が
す
こ
と
が
い
か
に
無
謀
な
こ
と
で
あ
る
か

ウ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
と
は
自
己
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る

5

ア
「
じ
ぶ
ん
さ
が
し
」
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
無
理
な
相
談
な
の
だ

イ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
さ
が
す
こ
と
が
い
か
に
絶
望
的
な
こ
と
で
あ
る
か

ウ
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
と
は
あ
く
ま
で
「
理
想
の
じ
ぶ
ん
」
に
す
ぎ
な
い
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問
5

傍
線
㋑
「
簡
単
に
い
え
ば
『
仮
面
人
間
』
と
い
う
こ
と
だ
」
と
あ
る
が
、「
仮
面
人
間
」
と
は
何
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

そ
の
番
号
を
解
答
番
号

7

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1
「
見
ら
れ
る
自
我
」
を
意
識
し
つ
つ
「
個
性
」
を
隠
し
て
振
る
舞
う
人
間

2
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
し
て
の
「
自
我
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
演
出
を
加
え
る
人
間

3
「
役
割
」
を
巧
み
に
演
じ
る
う
ち
に
「
世
間
」
を
見
失
い
つ
つ
あ
る
人
間

4
「
世
間
の
眼
」
を
気
に
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
「
役
割
」
を
演
じ
る
人
間

5
「
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
」
を
巧
み
に
駆
使
し
て
「
世
間
の
眼
」
を
欺
く
人
間

問
6

傍
線
㋒
「
こ
れ
は
『
社
会
学
』
の
対
象
で
は
あ
る
ま
い
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
社
会
学
の
対
象
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
。
次
の

中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

8

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

問
題
が
山
積
す
る
現
代
社
会
か
ら
「
差
別
」
や
「
偏
見
」、「
格
差
」
の
問
題
を
取
り
除
く
方
法
を
模
索
す
る
学
問
が
社
会
学
で
あ
り
、
そ
こ

に
生
き
る
具
体
的
人
間
は
対
象
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

2
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
追
究
す
る
学
問
で
は
な
く
、「
役
割
人
間
」
や
「
仮
面
人
間
」、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
取
り
巻
い
て
い
る
「
世
間
」

そ
の
も
の
を
扱
う
学
問
が
社
会
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

3

社
会
の
複
雑
化
に
伴
い
「
社
会
的
分
類
」
が
多
様
化
し
、
人
が
「
役
割
人
間
」
と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
状
況
へ
と
陥
っ
た
経
緯
や
そ
の

原
因
を
追
究
す
る
学
問
が
社
会
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

4

机
上
の
空
論
で
終
わ
ら
せ
る
学
問
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
具
体
的
方
法
を
模
索
・
提
案
し
、
な
お
か
つ
、
そ
の

方
法
を
実
践
す
る
学
問
が
社
会
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

5
「
な
い
」
も
の
の
「
あ
る
」
可
能
性
を
模
索
す
る
学
問
で
は
な
く
、
人
類
が
今
日
ま
で
に
生
み
出
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
分
類
の
意

味
や
是
非
を
問
う
学
問
が
社
会
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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問
7
（

ａ

）
〜
（

ｅ

）
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

9

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

ａ

い
わ
ば

ｂ

か
り
に

ｃ

そ
こ
で

ｄ

で
も

ｅ

し
か
る
に

2

ａ

要
す
る
に

ｂ

つ
ま
り

ｃ

た
だ
し

ｄ

そ
れ
ゆ
え

ｅ

た
と
え
ば

3

ａ

す
な
わ
ち

ｂ

そ
こ
で

ｃ

と
こ
ろ
が

ｄ

つ
ま
り

ｅ

要
す
る
に

4

ａ

つ
ま
り

ｂ

た
と
え
ば

ｃ

で
も

ｄ

し
か
し

ｅ

す
な
わ
ち

5

ａ

し
か
る
に

ｂ

そ
れ
ゆ
え

ｃ

し
か
し

ｄ

た
だ
し

ｅ

い
わ
ば

問
8

Ⅵ

に
は
、
次
に
示
す
五
つ
の
文
を
並
び
替
え
た
も
の
が
入
る
。
後
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
並
び
順
を
示
し
た
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号

を
解
答
番
号

10

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

①

た
っ
た
ひ
と
り
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
万
人
平
等
の
原
則
で
数
千
人
ぜ
ん
ぶ
に
面
談
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。

②

と
き
に
は
、
い
や
し
ば
し
ば
、
頭
の
な
か
で
構
築
し
た
人
物
像
と
本
人
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
い
る
。

③

学
歴
、
経
験
、
資
格
な
ど
か
ら
み
て
不
適
格
と
判
断
さ
れ
た
人
間
は
な
か
な
か
面
接
に
ま
で
こ
ぎ
着
け
な
い
。

④

た
と
え
ば
人
事
採
用
は
「
人
物
本
位
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
担
当
の
求
人
係
は
履
歴
書
を
み
て
基
本
的
な
い
く
つ
か
の
モ
ノ
サ
シ
で
応
募
者

を
ふ
る
い
わ
け
る
。

⑤

だ
が
、
現
実
に
は
そ
れ
を
確
認
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

1

②－

④－

①－

⑤－

③

2

②－

⑤－

④－

③－

①

3

④－

②－

①－

⑤－

③

4

④－

③－

②－

①－

⑤

5

④－

⑤－

③－

②－

①

問
9

Ａ

に
入
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

11

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

が
ら
す

1

欲
目

2

万
華
鏡

3

色
眼
鏡

4

曇
り
硝
子

5

ひ
い
き
目
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問
10

傍
線
㋓
「
そ
も
そ
も
『
全
人
格
』
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
錯
覚
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の
中
か
ら

最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

12

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1
「
見
ら
れ
る
側
」
を
覆
う
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
を
「
見
る
側
」
が
ど
れ
ほ
ど
熱
心
に
む
き
続
け
た
と
し
て
も
、
シ
ン
に
達
す
る
こ
と
は
決
し
て

な
い
か
ら

2

人
が
互
い
を
理
解
し
よ
う
と
多
く
の
月
日
を
費
や
し
た
と
こ
ろ
で
、
理
解
し
合
え
る
の
は
あ
く
ま
で
「
仮
面
」
を
被
っ
た
互
い
の
姿
に
す
ぎ

な
い
か
ら

3
「
見
ら
れ
る
側
」
に
引
か
れ
た
無
数
の
補
助
線
を
慎
重
に
消
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
輪
郭
線
の
み
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可

能
だ
か
ら

4

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
モ
ノ
サ
シ
を
駆
使
し
て
無
数
の
補
助
線
を
引
い
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
内
面
ま
で
精
密
に
描
き
切
る
こ
と
な
ど
も
は
や
不
可

能
だ
か
ら

5

ど
の
モ
ノ
サ
シ
で
ど
の
よ
う
に
補
助
線
を
引
き
、
ど
の
よ
う
な
陰
影
を
つ
け
る
か
に
よ
っ
て
、
描
き
出
さ
れ
る
人
物
像
は
異
な
っ
て
く
る
も

の
だ
か
ら

問
11

傍
線
㋔
「
歴
史
を
も
と
に
も
ど
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

そ
の
番
号
を
解
答
番
号

13

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

社
会
の
複
雑
化
に
伴
っ
て
構
築
さ
れ
て
き
た
数
多
く
の
社
会
的
分
類
を
今
さ
ら
無
視
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

2

人
類
が
時
間
を
か
け
て
制
定
し
て
き
た
数
々
の
社
会
制
度
を
今
さ
ら
手
放
す
こ
と
な
ど
無
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と

3

社
会
が
生
み
出
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
サ
シ
を
こ
の
先
使
用
す
る
な
と
は
ゆ
め
ゆ
め
言
え
な
い
と
い
う
こ
と

4
「
も
ろ
も
ろ
の
社
会
的
分
類
か
ら
自
由
で
あ
れ
」
と
い
う
思
想
家
の
言
説
は
空
虚
な
理
想
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と

5

石
器
時
代
か
ら
今
日
ま
で
の
時
間
の
経
過
を
今
さ
ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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問
12

本
文
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

14

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
個
人
識
別
や
身
元
保
証
の
た
め
に
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
名
前
や
身
分
証
明
書
、
印
鑑
な
ど
の
類
の
も
の
は
、
自

己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
の
証
明
に
は
実
の
と
こ
ろ
一
切
役
に
立
た
な
い
。

2

人
間
は
み
な
社
会
的
存
在
と
し
て
の
具
体
的
人
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態
に
関
わ
ら
ず
、
と
き
に
社
会
的
分
類
に
従
っ
て
評
価
が
下

さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
は
仕
方
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

3

人
間
は
と
き
と
し
て
「
ほ
ん
と
う
の
じ
ぶ
ん
」
を
探
し
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
元
来
そ
ん
な
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
、
む
し
ろ
他
者

に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
い
か
を
意
識
し
て
生
き
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

4

人
間
が
他
者
を
評
価
し
た
り
他
者
か
ら
評
価
さ
れ
た
り
す
る
と
き
の
指
標
と
な
る
モ
ノ
サ
シ
は
、
社
会
が
複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
数
を

増
や
し
、
そ
こ
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
よ
り
困
難
に
す
る
。

5

人
間
は
他
者
と
接
す
る
こ
と
に
よ
り
当
初
思
い
描
い
て
い
た
人
物
像
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
ど
れ
ほ
ど
交
際
を
密
に
し

た
と
こ
ろ
で
、
他
者
の
全
人
格
を
把
握
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
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（
こ
の
ペ
ー
ジ
は
白
紙
）
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
よ
。

え
ん
き
ょ
く

オ
ー
ウ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
政
治
の
言
葉
の
特
徴
と
は
、
論
点
を
ぼ
や
か
す
曖
昧
で
婉
曲
な
言
い
回
し
、
物
事
を
名
指
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
イ�

メ�

ー�

ジ�

を�

喚�

起�

さ�

せ�

な�

い�

こ
と
を
狙
っ
た
決
ま
り
文
句
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
苛
烈
な
現
実
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
ん
で
曇
ら
せ
、
人
々
の
感

ま

ひ

受
性
や
想
像
力
を
麻
痺
さ
せ
る
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
政
治
の
言
葉
は
、
保
守
党
員
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
ま
で
様
々
な
違
い
は
あ
る
も
の

う
そ

の
、
ど
れ
も
、
嘘
を
本
当
と
思
わ
せ
、
殺
人
を
立
派
な
も
の
に
見
せ
か
け
、
空
虚
な
も
の
を
実
質
の
備
わ
っ
た
も
の
に
見
せ
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ

て
い
る
」。

じ
ょ
う
と
う
く

ひ
と
つ
、
日
本
語
の
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。「
遺
憾
」
と
い
う
言
葉
は
現
在
、
政
治
や
ビ
ジ
ネ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
場
面
で
常
套
句
と
し
て

流
通
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
本
来
、「
思
っ
て
い
る
よ
う
に
な
ら
な
く
て
心
残
り
で
あ
る
こ
と
。
残
念
な
、
そ
の
さ
ま
」
を
表
す
は
ず
だ
が
、
自
分

の
行
い
を
後
悔
し
、
申
し
訳
な
い
と
は
っ
き
り
詫
び
る
べ
き
場
面
で
も
濫
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
現
実
を
自
分
が
謝
罪
し
な
く
て
も
よ
い
場
面

残
念
に
思
う
だ
け
で
よ
い
場
面

に
見
せ
よ
う
、�
現
実
の
方
を
改
変
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
遺
憾
」
と
は
「
残
念
に
思
う
こ
と
」
と
「
申
し
訳
な
い
と
思
う
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
つ
多�

義�

語�

で�

は�

な�

い�

、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
は
後
者
の
意
味
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
す
み
ま
せ
ん
」
と
言
う
べ
き
場
面
で
「
遺
憾
で
す
」
と
言
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
論
点
を
ぼ
や
か
し
、
嘘
を
本
当
と
思
わ
せ
、
空
虚
な
も
の
を
実
質
の
備
わ
っ
た
も
の
に
見
せ
る
こ
と
が
自
ず
と
企
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

は

も
う
ひ
と
つ
、
最
も
悪
質
な
例
を
挙
げ
よ
う
。
そ
れ
は
、
ナ
チ
ス
や
そ
れ
を
支
持
す
る
人
々
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
「
害
虫
」
と
繰
り
返
し
レ
ッ
テ
ル
貼

さ
つ
り
く

り
し
、
あ
げ
く
に
は
実
際
に
虫
け
ら
の
よ
う
に
殺
戮
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
害
虫
」
と
い
う
言
葉
は
当
然
ユ
ダ
ヤ
人
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
を
そ
う
呼
び
、
つ
い
に
は
そ
れ
ら
と
文
字
通
り
同
じ
扱
い
を
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
も
、
常
套
句
に
よ
っ
て
現
実
を
曇
ら
せ
る
だ

ゆ
が

け
で
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
を
歪
め
て
常
套
句
に
合
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、「
ヴ
ェ
ー
ル
と
し
て
の
言
葉
」
と
い

う
有
り
様
が
現
実
に

し
か
も
究
極
の
仕
方
で

あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
、
ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
言
葉
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

け
い
が
ん

は
る

ク
ラ
ウ
ス
の
慧
眼
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
同
様
の
分
析
を
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
握
る
遙
か
前
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
粗
雑
な
政
治
の
言
葉
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が
行
き
交
い
、
常
套
句
が
氾
濫
し
、�
言
葉
が
本
当
に
ヴ
ェ
ー
ル
と
化
し
て
い
く
社
会
を
見
つ
め
な
が
ら
、
彼
は
、
人
々
が
自
分
の
話
す
言
葉
に
耳
を
傾

い
ち
る

け
、
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
思
い
を
凝
ら
し
始
め
る
こ
と
に
、
戦
争
か
ら
遠
ざ
か
る
一
縷
の
望
み
を
確
か
に
つ
な
い
で
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、

さ
さ
い

し
っ
く
り
く
る
言
葉
を
探
す
よ
う
努
め
る
と
い
う
、
一
見
す
る
と
些
細
で
個
人
的
な
こ
だ
わ
り
に
過
ぎ
な
い
か
に
思
え
る
営
為
を
、「
行
わ
れ
る
べ
き

こ
と
と
し
て
は
最
も
重
要
な
責
任
で
あ
り
な
が
ら
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
最
も
安
易
な
責
任
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
の
陶
酔
的
な
演
説
は
聴
く
大
衆
を
も
酔
わ
せ
、
宣
伝
省
が
新
聞
や
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
映
画
な
ど
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
流
し
た
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
そ
の
高
揚
を
戦
争
や
殺
戮
へ
と
誘
導
し
て
い
っ
た
。
繰
り
返
し
流
れ
て
く
る
常
套
句
、
そ
の
音
声
上
の
リ
ズ
ム
や
抑
揚
に
た
だ
身
を

任
せ
、
浸
っ
て
い
る
と
き
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
か
た
ち
成
す
も
の
と
し
て
の
言
葉
の
側
面
で
あ
り
、
言
葉
を
選
び
取
る
と
き
に
生

ツ
ヴ
ア
イ
フ
エ
ル

ま
れ
る
〈
こ
れ
で
は
ま
だ
し
っ
く
り
こ
な
い
〉〈
こ
れ
で
は
…
…
過
ぎ
る
〉
と
い
っ
た
「
迷
い
」
で
あ
る
、
そ
う
ク
ラ
ウ
ス
は
主
張
し
て
い
る
。

そ
し
て
、�
彼
は
こ
の
「
迷
い
」
を
、
我
々
に
対
す
る
「
道
徳
的
な
贈
り
物
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る

だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
我
々
に
受
け
継
が
れ
た
文
化
遺
産
と
し
て
の
言
語
に
は
、
無
数
の
多
義
語
が
含
ま
れ
、
互
い
に
複
雑
に
連
関
し
合
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
し
っ
く
り
こ
な
い
〉〈
ど
う
も
違
う
〉
と
い
っ
た
迷
い
は
、
類�

似�

し�

た�

言�

葉�

の�

間�

で
し
か
生
ま
れ
な
い
。
我
々
は
、
迷
い
、
た
め

ら
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
言
語
を
贈�

ら�

れ�

て�

い�

る�

の
で
あ
る
。

よ

（

ａ

）、
こ
の
迷
い
の
感
覚
が
と
り
わ
け
道�

徳�

的�

な�

贈
り
物
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
常
套
句
の
催
眠
術
に
か
か
ら
な
い
た
め
の
わ
ず
か
な
拠
り
所

で
あ
る
か
ら
だ
。
出
来
合
い
の
常
套
句
で
手
っ
取
り
早
く
や
り
す
ご
し
、
夢
見
心
地
で
う
っ
と
り
し
て
い
る
と
き
に
、
言
葉
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
は

さ

で
き
な
い
。
迷
う
た
め
に
は
、
醒
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
し
っ
く
り
く
る
言
葉
を
体
験
す
る
と
き
、
言
葉
が
胸
を
打
ち
、
か
た
ち
を

く

成
す
と
き
、
人
は
こ
の
上
な
く
覚
醒
し
て
い
る
。
言
葉
は
、「
陶
酔
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
こ
の
上
な
く
明
澄
な
意
識
に
よ
っ
て
存
在
へ
と
汲
み
上
げ

ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。（

ｂ

）、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
醒
め
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
し
っ
く
り
く
る
言
葉
を
見
出
す
ま
で
は
妥
協
し
な

い
よ
う
努
め
る
責
任
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
を
欺
く
ま
い
と
す
る
倫
理
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
し
っ
く
り
こ
な
い
と
い
う
感
覚
が
湧
い
て
く
る
の
は
道

徳
的
な
贈
り
物
で
あ
る
と
、
ク
ラ
ウ
ス
は
指
摘
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
覚
醒
し
た
な
か
で
言
葉
を
選
び
取
る
と
い
う
の
は
、
言
葉
が
創
造
さ
れ
る
場
面
と
し
て
我
々
が
思
い
描
き
が
ち
な
あ
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る
種
の
神
話
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
相
反
し
て
い
る
。（

ｃ

）、
詩
人
が
陶
酔
状
態
の
な
か
で
喚
起
力
に
富
ん
だ
言
葉
を
と
め
ど
な
く
紡
ぎ
出
す
、
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
確
か
に
、
詩
人
が
そ
う
し
た
幸
福
な
創
作
の
時
期
を
迎
え
る
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。（

ｄ

）、
そ
れ
が
一
握
り
の

天
才
の
、
し
か
も
た
い
て
い
の
場
合
は
ご
く
若
く
限
ら
れ
た
時
期
に
し
か
訪
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
が
責
任
の
問
題
と

し
て
見
つ
め
る
の
は
、
そ
う
し
た
天
才
の
創
作
で
は
な
く
、
日
常
の
生
活
に
お
け
る
我
々
の
言
葉
の
使
用
で
あ
る
。

（

ｅ

）、
同
時
に
思
い
起
こ
す
べ
き
な
の
は
、
自
他
が
用
い
る
常
套
句
の
空
虚
さ
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
言
葉
だ
け
で
な
く�
世
界
全
体

お
び
た
だ

が
よ
そ
よ
そ
し
い
異
物
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
間
に
夥
し
く
流
通
し
、
日
常
で
人
々
が
た
め
ら
う
こ
と
な
く
用
い
て
い
る
ス
テ

り
ゅ
う
ち
ょ
う

レ
オ
タ
イ
プ
な
物
言
い
が
い
ち
い
ち
気
に
な
る
こ
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
著
名
人
が
流
暢
に
繰
り
出
す
紋
切
り
型
の
コ
メ
ン
ト
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

引
っ
掛
か
る
こ
と

そ
う
し
た
変
調
が
意
味
す
る
の
は
、
世
間
の
波
に
自
分
が
自
然
と
乗
れ
な
く
な
り
、
そ
の
意
味
で
孤
独
に
な
る
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
自
分
と
外
部
の
世
界
と
の
関
係
が
ぎ
こ
ち
な
く
な
り
、
世
界
が
不
確
か
で
信
頼
で
き
な
い
も
の
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
、

ツ
ヴ
ア
イ
フ
エ
ル

ツ
ヴ
ア
イ
フ
エ
ル

そ
の
入
り
口
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
他
が
用
い
る
言
葉
の
確
か
さ
へ
の
迷
い
は
、
世
界
全
体
へ
の
懐
疑
へ
と
通
じ
る
可
能
性

を
確
か
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
1
）

と
も
あ
れ
、
世
間
の
波
に
同
調
し
て
そ
の
流
れ
の
一
部
と
な
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
醒
め
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
と
る
と
い
う
の
は
、
全
面
的
な
ゲ

む

く

シ
ュ
タ
ル
ト
崩
壊
に
つ
な
が
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
、�
彼
ら
の
よ
う
に
、
も
う
一
度
以
前
の
幸
福
な
時
期
に
、
無
垢
な
状

つ
か

態
に
、
束
の
間
で
も
戻
る
奇
跡
を
ひ
た
す
ら
待
つ
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
言�

葉�

以�

外�

の�

も�

の�

が
生
き
生
き
と
立
ち
現
れ
て
い

る
状
態
、
世
界
と
親
密
で
あ
り
、
周
囲
の
事
物
と
言�

葉�

を�

介�

さ�

ず�

に�

直
接
交
わ
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
、
自
ら
も
大
い
な
る
統

と

一
体
の
一
部
と
し
て
融
け
込
む
よ
う
な
陶
酔
状
態
に
入
る
こ
と
を
願
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。（
2
）

ク
ラ
ウ
ス
は
、
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
別
の
道
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
は
む
し
ろ
、
い
ま
述
べ
た
意
味
で
の
孤
独
を
引
き
受
け
、
醒
め
続
け
る
よ
う
促

す
。
そ
れ
が
、
彼
の
言
う
「
言
葉
を
選
び
取
る
責
任
」
を
果
た
す
道
な
の
で
あ
る
。（
3
）

ほ
う
じ
ょ
う

そ
し
て
、
彼
の
こ
の
姿
勢
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
言
語
の
豊
饒
な
可
能
性
に
対
す
る
揺
る
ぎ
な
い
信
頼
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
常
套
句
に

ツ
ヴ
ア
イ
フ
エ
ル

対
し
て
疑
い
の
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
お
約
束
の
型
通
り
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
で
あ
り
、
世
界
が
不
確
か
で
無
意
味
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
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し
ん
え
ん

の
ぞ

き
っ
か
け
に
な
り
う
る
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ば
深
淵
を
覗
き
込
む
こ
と
に
比
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
「
常
套
句
の
存
在
す

る
と
こ
ろ
に
深
淵
を
見
て
取
る
こ
と
」
は
、
常
套
句
に
代
わ
る
言
葉
を
探
し
、
常
套
句
が
押
し
つ
け
て
く
る
よ
う
な
貧
困
で
曖
昧
な
見
方
や
一
面
的
な

見
方
を
ず
ら
す
、
そ
の
き
っ
か
け
に
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ス
は
こ
ち
ら
に
賭
け
る
。
し
っ
く
り
こ
な
い
と
い
う
違
和
感
を
頼
り
に
〈
言
葉

の
場
〉
を
探
索
し
て
い
く
先
で
、
し
っ
く
り
く
る
言
葉
が
本
当
に
訪
れ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
手

堅
い
賭
け
で
あ
る
。
韻
律
や
隠
喩
等
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
、
あ
る
い
は
詩
人
の
天
賦
の
才
と
い
っ
た
も
の
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。
自
然
言
語
は
、
凡
人
の

た
た

手
探
り
の
探
索
に
応
え
ら
れ
る
だ
け
の
豊
か
な
語
彙
や
、
創
造
性
・
柔
軟
性
を
湛
え
て
い
る
。（
4
）

そ
し
て
、
も
う
一
方
の
信
頼
の
内
実
は
、�
自
然
言
語
の
自
律
性
で
あ
る
。
あ
る
言
葉
が
し
っ
く
り
く
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
言
葉
を
探
し
て
い

る
当
人
の
主
観
的
な
感
覚
に
拠
っ
て
い
る
か
に
見
え
な
が
ら
、
当
人
が
意
の
ま
ま
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
ぴ
っ
た
り
の
言
葉
は
不
意
に
、
い

わ
ば
「
向
こ
う
」
か
ら
訪
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
と
き
言
葉
が
か
た
ち
を
成
す
の
は
、
関
連
す
る
無
数
の
言
葉
が
生
活
の
様
々
な
場
面
で
用
い
ら
れ
、

相
互
浸
透
を
生
み
出
し
て
き
た
長
い
歴
史
が
背
景
に
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
っ
て
、
そ
の
有
機
的
連
関
の
力
学
は
人
に
よ
る
そ
の
つ
ど
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が

及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
公
的
機
関
の
審
議
会
や①
カ
ク
議
に
よ
っ
て
「
言
葉
の
意
味
の
決
定
」
が
恣
意
的
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
お
仕
着

せ
の
言
葉
は
人
々
に
と
っ
て
は
し
っ
く
り
こ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
し
ば
し
ば
強
い
違
和
感
や
反
発
を
覚
え
さ
せ
る
だ
ろ
う
。（
5
）

作
家
の
森
鷗
外
は
、
当
時
の
文
部
省
が
行
お
う
と
し
て
い
た
仮
名
遣
い
の
改
定
案
に
反
対
す
る
演
説
の
な
か
で
、
古
代
の
ロ
ー
マ
の
あ
る
逸
話
を
紹

介
し
て
い
る
。
時
の
皇
帝
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
が
話
を
し
て
い
て
言
葉
遣
い
を
間
違
え
た
。
そ
の
際
に
カ
ピ
ト
と
い
う
臣
下
は
、
皇
帝
の
口
か
ら
出
た
な
ら

ば
、
そ
の
言
葉
は
立
派
な
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
、
と
取
り
入
っ
た
。
し
か
し
、
別
の
臣
下
マ
ル
ケ
ル
ス
は
こ
れ
に②
キ
然
と
反
論
し
た
と
い
う
。

カ
ピ
ト
は
違
和
感
に
蓋
を
し
て
、
体
制
に

Ａ

す
る
方
を
選
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ケ
ル
ス
は
、
皇
帝
と
い
え
ど
も
言
葉
を
歪
め
、
言
語

を
意
の
ま
ま
に
作
り
か
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と③
カ
ッ
破
す
る
。
ク
ラ
ウ
ス
も
同
様
の

Ｂ

の
道
を
勧
め
る
わ
け
だ
が
、
彼
は
な
に
も
、
言
葉

の
慣
習
的
な
使
い
方
や
文
法
規
則
を
墨
守
せ
よ
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
葉
同
士
の
繊
細
な
表
情
の
違
い
に
分
け
入
っ
て
い
く
〈
言
葉
の

実
習
〉
を
続
け
、
そ
れ
を
通
し
て
自
ら
の
言
語
感
覚
を
鍛
錬
し
、
研
ぎ
澄
ま
せ
た
な
ら
ば
、
そ
の
感
覚
に
忠
実
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
、
ど
こ
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ま
で
も
自
分
を
欺
か
な
い
こ
と

彼
が
人
々
に
期
待
し
た
の
は
こ
の
一
点
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
、
ヒ
ト
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
独
裁
者
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
台
頭
し
、
全
体
主
義
が
勢
い
を
増
す
な
か
、
ク
ラ
ウ
ス
は
、

こ
ん
に
ち

「
今
日
、
言
葉
以
外
は
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
独
裁
制
」
に
抗
す
る
た
め
に
、
改
め
て
、〈
言
葉
の
実
習
〉
を
行
う
よ
う
訴
え
て
い
る
。
政
治
や

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
場
で
は
、「
言
語
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
妄
想
」
が
し
ば
し
ば
湧
き
起
こ
る
。
そ
し
て
、
ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

の
成
功
は
、
あ
た
か
も
そ
の
妄
想
が
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
さ
せ
る
。
実
際
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、「
独
裁
制
の
結
果
、
ド
イ
ツ
語
も
ロ

シ
ア
語
も
イ
タ
リ
ア
語
も
す
べ
て
、
こ
れ
か
ら
十
年
か
ら
十
五
年
の
後
に
堕
落
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
見
通
し
を
述
べ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
言
語
そ

れ
自
体
が

と
い
う
よ
り
、
人
々
が
言
語
を
使
用
し
て
き
た
長
く
複
雑
な
歴
史
が

堕
落
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
独
裁
制
に
せ
よ
、

他
の
政
治
形
態
に
せ
よ
、
言
語
そ
れ
自
体
を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
可
能
な
の
は
、�
そ
れ
が
顧
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
、
忘
れ
去
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
常
套
句
の
使
用
で
妥
協
し
、
感
受
性
や
想
像
力
を
麻
痺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
同
士
の
繊
細
な
表
情
の
違

い
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。（

古
田
徹
也
『
言
葉
の
魂
の
哲
学
』。
な
お
、
文
意
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
若
干
の
省
略
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。）

注

オ
ー
ウ
ェ
ル＝

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
。

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ＝

特
定
の
主
義
や
思
想
に
つ
い
て
の
政
治
的
な
宣
伝
。

ク
ラ
ウ
ス＝

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
作
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ＝

多
く
の
人
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
固
定
観
念
。

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
崩
壊＝

知
覚
に
お
い
て
、
全
体
性
が
失
わ
れ
、
個
々
の
部
分
と
し
て
の
状
態
で
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
現
象
。
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問
1

傍
線
①
〜
③
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

15

〜

17

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

15

①

カ
ク
議

1

カ
ク
心

2

カ
ク
張

3

カ
ク
離

4

楼
カ
ク

5

皮
カ
ク

16

②

キ
然

1

高
キ

2

廃
キ

3

キ
制

4

発
キ

5

剛
キ

17

③

カ
ッ
破

1

円
カ
ツ

2

カ
ッ
采

3

カ
ツ
望

4

カ
ツ
愛

5

管
カ
ツ

問
2

傍
線
㋐
「
現
実
の
方
を
改
変
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の

を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

18

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1
「
遺
憾
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
曖
昧
な
自
分
の
心
情
を
客
観
的
な
意
味
に
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と

2
「
遺
憾
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
多
義
的
な
意
味
を
誤
解
の
な
い
よ
う
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と

3
「
遺
憾
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
自
己
の
過
失
を
ご
ま
か
し
て
状
況
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
す
る
こ
と

4
「
遺
憾
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
心
中
の
後
悔
と
謝
罪
の
念
を
社
会
に
周
知
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と

5
「
遺
憾
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
あ
え
て
自
分
の
苦
し
い
心
情
を
周
囲
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
こ
と

問
3

傍
線
㋑
「
言
葉
が
本
当
に
ヴ
ェ
ー
ル
と
化
し
て
い
く
社
会
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
社
会
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

そ
の
番
号
を
解
答
番
号

19

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

言
葉
の
意
味
が
多
義
的
に
な
り
共
通
理
解
が
成
立
し
な
く
な
る
社
会

2

言
葉
が
現
実
を
完
全
に
代
理
せ
ず
に
常
套
句
の
み
が
横
行
す
る
社
会

3

言
論
弾
圧
に
よ
り
個
人
同
士
の
言
葉
の
有
機
的
連
関
が
弱
ま
る
社
会

4

最
も
重
要
で
あ
る
個
人
の
言
語
の
こ
だ
わ
り
が
廃
れ
て
し
ま
う
社
会

5

言
葉
に
よ
っ
て
自
己
と
世
界
と
の
交
渉
が
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
社
会
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問
4

傍
線
㋒
「
彼
は
こ
の
『
迷
い
』
を
、
我
々
に
対
す
る
『
道
徳
的
な
贈
り
物
』
と
呼
ん
で
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の
中
か
ら
最

も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

20

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

感
受
性
や
想
像
力
を
麻
痺
さ
せ
る
常
套
句
に
妥
協
せ
ず
、
し
っ
く
り
く
る
言
葉
を
探
し
求
め
る
た
め
の
覚
醒
を
促
す
か
ら

2

こ
れ
ま
で
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
文
化
遺
産
と
し
て
、
言
語
の
多
義
的
な
意
味
を
選
び
取
る
楽
し
み
が
与
え
ら
れ
る
か
ら

3

詩
人
の
天
賦
の
才
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
た
豊
か
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
夢
心
地
の
気
分
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

4

公
的
機
関
が
自
ら
の
都
合
で
言
葉
の
意
味
を
変
え
よ
う
と
す
る
暴
力
に
対
し
て
、
違
和
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら

5

人
々
の
間
に
流
通
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
も
の
言
い
に
よ
っ
て
、
世
界
全
体
へ
の
懐
疑
を
生
じ
さ
せ
る
力
と
な
る
か
ら

問
5
（

ａ

）
〜
（

ｅ

）
に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番

号

21

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

ａ

そ
れ
か
ら

ｂ

と
こ
ろ
が

ｃ

た
と
え
ば

ｄ

あ
る
い
は

ｅ

し
か
し

2

ａ

そ
れ
か
ら

ｂ

つ
ま
り

ｃ

す
な
わ
ち

ｄ

た
だ
し

ｅ

し
か
し

3

ａ

む
し
ろ

ｂ

と
こ
ろ
が

ｃ

す
な
わ
ち

ｄ

あ
る
い
は

ｅ

し
か
し

4

ａ

む
し
ろ

ｂ

つ
ま
り

ｃ

す
な
わ
ち

ｄ

た
だ
し

ｅ

要
す
る
に

5

ａ

そ
れ
か
ら

ｂ

つ
ま
り

ｃ

た
と
え
ば

ｄ

あ
る
い
は

ｅ

要
す
る
に
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問
6

傍
線
㋓
「
世
界
全
体
が
よ
そ
よ
そ
し
い
異
物
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

そ
の
番
号
を
解
答
番
号

22

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

自
分
だ
け
他
人
と
異
な
る
言
語
使
用
を
行
う
と
、
世
間
か
ら
は
異
端
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
ら

2

日
常
の
空
虚
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
、
言
葉
以
前
の
世
界
こ
そ
が
真
実
だ
と
思
え
て
く
る
か
ら

3

自
他
が
使
う
常
套
句
を
信
じ
ら
れ
な
い
と
、
世
界
か
ら
異
端
者
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
る
か
ら

4

言
葉
の
確
か
さ
へ
の
迷
い
が
生
じ
る
と
、
世
界
の
存
在
そ
の
も
の
が
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら

5

世
間
の
波
に
同
調
し
続
け
る
と
、
そ
の
う
ち
に
自
己
の
存
在
が
空
し
く
感
じ
ら
れ
て
く
る
か
ら

問
7

本
文
中
の
（
1
）
〜
（
5
）
の
い
ず
れ
か
に
、
次
の
一
文
が
入
る
。
そ
れ
は
ど
こ
か
。
後
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を

解
答
番
号

23

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

こ
れ
が
、
ク
ラ
ウ
ス
が
言
語
に
寄
せ
る
信
頼
の
一
方
の
内
実
で
あ
る
。

1
（
1
）

2
（
2
）

3
（
3
）

4
（
4
）

5
（
5
）

問
8

傍
線
㋔
「
彼
ら
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
誰
の
こ
と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

24

に
マ
ー
ク

せ
よ
。

1

プ
ロ
パ
ン
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
現
実
を
曇
ら
せ
る
ナ
チ
ス

2

喚
起
力
に
富
ん
だ
言
葉
を
と
め
ど
な
く
紡
ぎ
出
す
詩
人

3

政
治
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
場
面
で
常
套
句
を
使
用
す
る
政
財
界
人

4

し
っ
く
り
く
る
言
葉
の
訪
れ
を
手
探
り
で
探
索
し
続
け
る
凡
人

5

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
紋
切
り
型
の
コ
メ
ン
ト
を
繰
り
出
す
著
名
人
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問
9

傍
線
㋕
「
自
然
言
語
の
自
律
性
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

25

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

日
常
生
活
に
お
け
る
我
々
の
言
葉
は
、
韻
律
や
隠
喩
等
の
豊
か
な
創
造
性
や
柔
軟
性
を
有
し
て
い
る
た
め
、
誰
も
が
詩
人
の
よ
う
な
創
作
を

行
な
え
る
と
い
う
こ
と

2

日
常
生
活
に
お
け
る
我
々
の
言
葉
は
、
複
数
の
意
味
が
相
互
浸
透
を
経
て
収
束
さ
れ
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
意
味
は
必
ず
一
つ
に
限

定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

3

日
常
生
活
に
お
け
る
我
々
の
言
葉
は
、
長
い
歴
史
の
中
で
使
用
法
が
確
立
さ
れ
て
き
た
た
め
、
個
人
の
思
惑
に
よ
っ
て
作
り
変
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と

4

日
常
生
活
に
お
け
る
我
々
の
言
葉
は
、
公
的
機
関
の
力
学
に
よ
っ
て
意
味
が
決
め
ら
れ
る
た
め
、
凡
人
の
違
和
感
の
み
で
変
更
す
る
こ
と
は

不
可
能
だ
と
い
う
こ
と

5

日
常
生
活
に
お
け
る
我
々
の
言
葉
は
、
主
観
的
な
使
用
で
あ
っ
て
も
継
続
し
て
用
い
る
う
ち
に
関
連
性
が
生
じ
る
た
め
、
し
っ
く
り
く
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と

問
10

Ａ

・

Ｂ

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

26

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

Ａ

迎
合

Ｂ

反
骨

2

Ａ

承
諾

Ｂ

無
骨

3

Ａ

絶
賛

Ｂ

硬
骨

4

Ａ

甘
受

Ｂ

気
骨

5

Ａ

追
従

Ｂ

粉
骨
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問
11

傍
線
㋖
「
そ
れ
」
が
指
し
示
す
内
容
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

27

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

言
葉
の
実
習

2

ナ
チ
ス
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

3

独
裁
制
や
他
の
政
治
形
態

4

言
語
そ
れ
自
体
を
支
配
す
る
こ
と

5

人
々
が
言
語
を
使
用
し
て
き
た
長
く
複
雑
な
歴
史

問
12

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
そ
の
番
号
を
解
答
番
号

28

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

オ
ー
ウ
ェ
ル
の
慧
眼
は
、
粗
雑
な
政
治
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
我
々
が
使
用
す
る
言
葉
で
「
常
套
句
」
を
作
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

2

言
語
を
信
頼
す
る
と
常
に
不
安
や
孤
独
感
が
生
ま
れ
る
の
で
、
我
々
は
言
語
を
介
さ
ず
に
事
物
と
関
わ
っ
た
時
代
に
戻
る
べ
き
で
あ
る
。

3

ク
ラ
ウ
ス
は
、
人
々
が
安
易
に
常
套
句
を
用
い
な
い
こ
と
を
「
現
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
は
最
も
安
易
な
責
任
」
だ
と
述
べ
た
。

4

世
界
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
孤
独
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
自
分
を
欺
か
ず
自
ら
の
言
語
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

5

空
虚
な
言
葉
に
抗
う
「
自
然
言
語
」
は
、
一
握
り
の
天
才
し
か
創
作
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
神
話
作
用
を
有
す
る
特
殊
な
言
葉
で
あ
る
。
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