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Ⅰ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
文
化
を
比
較
す
る
の
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
法
が
あ
る
と
い
え
る
。 

 

一
つ
は
、
歴
史
上
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
文
化
を
比
較
す
る
も
の
で
、
た
と
え
ば
日
本
列
島
の
文
化
と
、
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
の
文
化
の

比
較
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
場
合
、
影
響
や
伝
播

で

ん

ぱ

に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
変
化
、
受
け
い
れ
ら
れ
た
も
の
と
、
受
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
、
な
ぜ
そ

う
だ
っ
た
の
か
、
な
ど
が
関
心
の
対
象
と
な
る
。 

も
う
一
つ
は
、
地
理
的
に
も
文
化
的
に
も
著
し
く
へ
だ
た
り
、
相
互
に
直
接
の
影
響
関
係
が
ま
っ
た
く
、 

Ａ 

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
な
三
つ
の

文
化
を
比
較
す
る
も
の
で
、
こ
の
本
で
私
が
用
い
る
の
は
こ
の
方
法
だ
。
私
の
場
合
、
人
類
学
を
志
し
て
か
ら
の
主
な
研
究
対
象
地
域
が
、
日
本
か
ら
は

じ
ま
っ
て
、
西
ア
フ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
き
、
二
〇
代
の
は
じ
め
か
ら
現
在
ま
で
六
〇
年
あ
ま
り
、
三
つ
の
地
域
を
行
き
来
し
て
研
究
を

つ
づ
け
る
う
ち
に
、
ひ
と
り
で
に
身
に
つ
い
た
比
較
の
方
法
で
も
あ
る
。 

い
ま
あ
げ
た
第
一
の
、
連
続
の
な
か
の
比
較
を
「
歴
史
的
」
比
較
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
第
二
の
断
絶
に
お
け
る
比
較
は
、「
論
理
的
」
あ

る
い
は
「
発
見
的
」
比
較
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
実
例
で
示
す
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
見
え
る
三
つ
の
文
化
を
、
あ
え
て
比
較

し
て
み
る
こ
と
で
、
一
つ
の
文
化
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
気
づ
か
な
か
っ
た
隠
れ
た
意
味
を
、
発
見
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
だ
。 

地
測
に
は
、
「
三
角
測
量
」
が
あ
る
。
私
は
地
測
の
方
法
か
ら
考
え
方
を
借
り
て
、
文
化
の
比
較
研
究
に
応
用
し
て
み
た
の
だ
。
「
文 Ｂ

化
の
三
角
測
量
」

と
名
づ
け
た
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
研
究
者
の
属
す
る
文
化
に
も
と
づ
く
研
究
者
の
主
観
を
、
他
の
二
つ
の
文
化
の
視
点
か
ら
、
相
対
化
し
て
と
ら
え
直

す
こ
と
も
、
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

た
だ
そ
の
た
め
に
は
、
視
点
と
な
る
他
の
二
つ
の
文
化
に
つ
い
て
も
、
言
語
か
ら
日
常
生
活
、
価
値
意
識
、
世
界
観
な
ど
、
計
測
の
基
点
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
け
の
、
知
識
や
経
験
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
。
こ
れ
は
、
一
人
の
研
究
者
の
限
ら
れ
た
時
間
と
能
力
の
範
囲
内
で
は
、
十
分
に

行
う
こ
と
が
、
現
実
に
は
難
し
い
と
い
え
る
の
だ
が
。 

こ
の
二
つ
の
方
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
く
わ
し
く
見
よ
う
。 
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第
一
の
「
歴
史
的
」
比
較
に
つ
い
て
。 

焼
き
も
の
を
成
形
す
る
と
き
に
使
う
轆
轤

ろ

く

ろ

が
、
大
陸
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
歴
史
上
明
ら
か
だ
。 

Ｃ 

、
日
本
で
は
受
け
い
れ
て
か
ら
、

回
転
の
向
き
を
逆
に
、
時
計
ま
わ
り
に
し
て
使
う
よ
う
に
な
っ
た
。
私
自
身
の
直
接
の
見
聞
で
も
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
は
、
中
国
北
部
、
北
西
部
、
中

部
、
南
部
か
ら
、
イ
ン
ド
、
ト
ル
コ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
で
反
時
計
ま
わ
り
、
沖
縄
で
も
伝
統
的
に
は
大
陸
と
同
じ
だ
っ
た
よ
う
だ
。 

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
、
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
答
を
、
私
は
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
ず
に
い
る
。
こ
こ
で
は
渡
来
し
た
も
の
が
、
逆
向
き
に
な
っ
て
受
け

い
れ
ら
れ
る
一
例
と
し
て
あ
げ
て
お
く
。 

西
ア
ジ
ア
が
起
源
と
さ
れ
る
弦
楽
器
も
、
日
本
へ
は
中
国
大
陸
や
朝
鮮
半
島
、
琉

り
ゅ
う

球
な
ど
か
ら
伝
え
ら
れ
た
。 

Ｄ 

、
日
本
で
は
弦
を
こ
す
っ
て
音

を
出
す
楽
器
は
、
大
陸
で
と
は
逆
に
、
胡
弓

こ
き
ゅ
う

の
よ
う
に
、
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

西
に
向
か
っ
て
伝
え
ら
れ
た
先
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
弦
を
こ
す
る
楽
器
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、
ヴ
ィ
オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
、
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま

に
分
化
し
、
音
の
文
化
の
中
心
の
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
の
場
合
と
は
、
著
し
い
違
い
だ
。 

明
治
の
「
文
明
開
化
」
以
後
は
、
「
音
楽
」
と
い
う
、
西
洋
に
な
ら
っ
て
新
し
く
つ
く
ら
れ
た
言
葉
と
と
も
に
、
「

鋸
の
こ
ぎ
り

の
目
立
て
」
な
ど
と
悪
口
を
い

わ
れ
た
音
を
出
す
、
「
提
琴

て
い
き
ん

」(

こ
の
言
葉
は
も
と
、
中
国
の
二
弦
な
い
し
四
弦
の
、
椰
子

や

し

の
実
の
殻
を
二
つ
切
り
に
し
た
胴
の
、
大
型
胡
弓
を
指
す
言
葉

だ
っ
た)

、
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
が
、
そ
の
後
日
本
で
も
盛
ん
に
な
り
、
西
洋
人
と
肩
を
並
べ
る
演
奏
家
も
出
る
よ
う
に
な

り
は
し
た
が
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
弦
を
は
じ
く
琵
琶

び

わ

は
、
古
く
唐
楽
と
と
も
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
普
及
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
こ
れ
を
弾
い
て
語
る
琵
琶
法
師
が
、『
平

家
物
語
』
の
担
い
手
に
な
っ
た
。
の
ち
に
十
六
世
紀
後
半
の
永
禄ろ

く

年
間
、
蛇
皮
線

じ

ゃ

び

せ

ん

と
も
呼
ば
れ
る
琉
球
の
三
線

さ
ん
し
ん

が
堺

さ
か
い

に
伝
え
ら
れ
た
。
琉
球
で
は
中
国
の

三
弦
と
同
じ
く
、
右
手
人
差
し
指
に
は
め
た
水
牛
、
牛
、
山
羊
な
ど
の
角
で
つ
く
っ
た
義
甲

ぎ

こ

う

（
爪
、
バ
チ
と
も
呼
ば
れ
る
）
で
弾
く
か
、
義
甲
な
し
の
爪

弾
き
だ
っ
た
が
、
日
本
で
は
蛇
の
皮
の
代
わ
り
に
猫
の
皮
を
張
り
、
こ
の
新
楽
器
の
演
奏
を
担
当
し
た
琵
琶
法
師
が
、
か
ど
の
尖と

が

っ
た
撥ば

ち

で
演
奏
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
蛇
の
皮
が
猫
の
皮
に
な
っ
て
日
本
で
使
わ
れ
は
じ
め
て
か
ら
、
わ
ず
か
二
〇
〇
年
経
つ
か
経
た
ぬ
か
の
明
和
年
間
に
は
、
も
う
「
風
が

吹
け
ば
桶お

け

屋
が
儲も

う

か
る
」
と
い
う
俚
諺

り

げ

ん

が
、 

Ｅ 

を
示
す
、
あ
る
い
は
こ
じ
つ
け
の
理
屈
を
か
ら
か
う
決
ま
り
文
句
と
し
て
、
浮
世
草
子
に
も
記
さ
れ
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る
く
ら
い
、
三 Ｆ

味
線
は
日
本
で
普
及
し
た
。 

 

「
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
儲
か
る
」
の
は
、
な
ぜ
か
。
蛇 Ｇ

足
ま
で
に
記
せ
ば
、
風
が
吹
い
て
砂
ぼ
こ
り
が
立
つ
と
、
そ
れ
が
目
に
入
っ
て
失
明
す
る
人
が

増
え
、
徳
川
時
代
の
い
わ
ゆ
る
座
頭

ざ

と

う

が
ふ
え
る
。
座
頭
は
当
時
の
し
き
た
り
で
、
三
味
線
を
弾
く
生
業
に
つ
く
こ
と
が
多
か
っ
た
。
三
味
線
を
弾
く
者
が

増
え
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
猫
を
捕
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
猫
が
減
っ
て
鼠
が
増
え
、
桶
を
盛
ん
に
か
じ
る
。
だ
か
ら
桶
屋
が
儲
か
る…

…

。 
 

三
線
が
琉
球
経
由
で
日
本
に
取
り
い
れ
ら
れ
て
か
ら
、
棹さ

お

の
上
方
に
日
本
独
特
の
、
一
種
の
雑
音
発
生
装
置
「
サ
ワ
リ
」
溝
を
つ
け
、
義
太
夫

ぎ

だ

ゆ

う

、
常
磐
津

と

き

わ

づ

、

長
唄
な
ど
、
ひ
ろ
い
範
囲
の
語
り
も
の
、
歌
い
も
の
の
伴
奏
楽
器
と
し
て
、
こ
の
俚
諺
が
ひ
ろ
ま
る
前
に
も
す
で
に
、
三
味
線
は
日
本
で
普
及
し
て
い
た
。

時
代
を
く
だ
れ
ば
、
清
元

き
よ
も
と

、
新
内

し
ん
な
い

、
浪
花
節

な

に

わ

ぶ

し

、
民
謡
の
伴
奏
楽
器
と
し
て
日
本
人
の
生
活
に
ひ
ろ
く
根
を
お
ろ
し
た
。
大
型
の
撥
で
叩
く
よ
う
に
弾
く
、

つ
ま
り
打
楽
器
に
似
た
音
の
効
果
を
生
む
三
味
線
は
、
琵
琶
も
そ
う
だ
が
、
語
り
も
の
や
音
曲

お
ん
ぎ
ょ
く

の
伴
奏
、
つ
ま
り
言
葉
に
相
槌づ

ち

を
入
れ
る
の
に
適
し
て
い

る
。 こ

の
よ
う
な
撥
弦
楽
器
を
私
は
、
講
釈
師
の
張
扇

は
り
お
う
ぎ

な
ど
と
と
も
に
、
「
相
槌
音
具
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
日
本
語
は
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
、
つ
ま
り

単
独
の
一
方
的
な
発
話
と
し
て
、
な
が
な
が
と
声
に
す
る
の
に
は
適
し
て
い
な
い
。
キ
ュ
ー
バ
の
カ
ス
ト
ロ
首
相
の
よ
う
に
、
大
衆
を
前
に
し
て
の
演
説

を
、
何
時
間
も
ぶ
つ
の
に
は
向
い
て
い
な
い
。
明
治
以
後
日
本
に
も
議
会
が
で
き
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
は
、
し
き
た
り
が
な
か
っ
た
「
演
説
」
の

言
葉
は
、
初
め
の
こ
ろ
政
権
の
座
を
占
め
つ
づ
け
た
伊
藤

い

と

う

博
文
や
山
県
有
朋

や
ま
が
た
あ
り
と
も

を
は
じ
め
と
す
る
長
州
人
の
、「
〇
〇
で
あ
り
ま
す
」
と
い
う
、
旧
陸
軍
の
軍

隊
言
葉
と
同
じ
長
州
弁
が
基
調
に
な
っ
た
。 

日
本
語
は
、
日
常
会
話
で
も
そ
う
だ
が
、
聞
き
手
の
頻
繁
な
相
槌
を
必
要
と
す
る
。「
相
槌
」
と
は
、
鍛
冶
の
作
業
で
鉄
砧

か
な
と
こ

の
上
に
の
せ
た
刀
身
な
ど
を
、

座
っ
た
親
方
の
槌つ

ち

と
交
互
に
、
向
い
側
に
立
っ
た
一
人
か
二
人
の
弟
子
が
長
い
槌
で
、
ト
ン
カ
ン
、
ト
ン
カ
ン
と
親
方
に
調
子
を
合
わ
せ
て
打
つ
動
作
に

由
来
す
る
言
葉
だ
。 

相
槌
の
つ
い
で
に
い
え
ば
、
明
治
以
後
学
校
教
育
で
教
え
込
ま
れ
た
、
上
位
者
へ
の
服
従
を
表
す
「
相
槌
こ
と
ば
」
の
「
ハ
イ
」
は
、
明
治
維
新
を
推

進
し
長
州
と
国
家
権
力
を
分
か
ち
あ
い
、
と
く
に
警
察
の
分
野
を
掌
握
し
た
薩
摩

さ

つ

ま

方
言
に
由
来
し
て
い
る
。
元
来
、Y

e
s

（
英
）
や 

O
u

i

（
仏
）
の
よ
う

な
、
相
手
の
問
い
を
肯
定
す
る
副
詞
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
意
味
内
容
を
も
た
な
い
間
投
詞
で
あ
る
「
ハ
イ
」
に
対
応
す
る
、
同
意
を
示
す
語
は
、
「
武
」
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を
重
ん
じ
る
薩
摩
や
、
四
国
西
南
部
の
一
部
を
除
け
ば
、
京
都
や
江
戸
を
は
じ
め
と
し
て
「
ヘ
エ
」「
ヘ
イ
」
、
東
北
の
「
ン
ダ
」
な
ど
、
も
っ
と
軟
ら
か

い
感
じ
の
間
投
詞
が
多
か
っ
た
。 

第
二
の
、
断
絶
に
お
け
る
「
論
理
的
」
な
い
し
「
発
見
的
」
比
較
に
つ
い
て
、
例
を
あ
げ
て
述
べ
よ
う
。 

フ
ラ
ン
ス
は
、
言
葉
づ
か
い
に
や
か
ま
し
い
一
方
で
、
日
本
的
感
覚
か
ら
す
る
と
、「
い
た
だ
き
ま
す
」
も
、「
ご
馳ち

走
さ
ま
」
も
、「
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ

い
」
も
、「
た
だ
い
ま
」
も
言
わ
な
い
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
国
で
も
あ
る
。
だ
が
グ
ル
メ
の
国
だ
け
あ
っ
て
、
食
事
を
始
め
る
と
き
言
い
交
わ
す
「
ボ
ナ
ペ

テ
ィ
（
良
い
食
欲
を
）
」
と
い
う
文
句
は
、
昼
食
前
の
仕
事
が
終
わ
っ
て
別
れ
る
と
き
の
挨
拶
に
も
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
フ
ラ
ン
ス
語
に
は
、
日
本
語
の
「
ご
苦
労
さ
ま
」
に
あ
た
る
、
労
を
ね
ぎ
ら
う
言
葉
が
な
い
。
私
が
パ
リ
で
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
借
り
て
暮
ら

し
て
い
た
と
き
、
修
理
を
し
に
き
て
く
れ
た
職
人
が
作
業
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
日
本
的
感
覚
で
「
ご
苦
労
さ
ま
」
と
言
お
う
と
し
て
、
そ
う

い
う
挨
拶
句
が
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。 

あ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
く
わ
し
い
何
人
も
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
友
だ
ち
や
、
地
方
の
職
人
に
も
聞
い
て
み
た
が
、
返
っ
て
き
た
答
は
す
べ
て
、
相
応
の

手
間
賃
を
も
ら
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
上
に
言
葉
で
感
謝
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。 

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
か
ら
し
て
、
神
と
人
間
の
契
約
の
思
想
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
い
う
キ
リ
ス
ト
に
よ
る 

E
x
p

ia
tio

n

（
贖
罪

し
ょ
く
ざ
い

）
の
考
え
が
し

み
つ
い
て
い
る
人
た
ち
と
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
な
い
私
の
よ
う
な
日
本
人
や
、
あ
と
で
述
べ
る
ア
フ
リ
カ
の
モ Ｈ

シ
人
と
の
、
根
本
的
な
感
覚
の
ず
れ
に

由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、tra

v
a
il

ト
ラ
ヴ
ァ
ー
イ
ユ
（
労
働
）
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
に
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。
原
罪
を

贖
あ
が
な

う
た
め
に
、
人
間
が
神
か
ら
課
せ
ら
れ
た
罰
の
考
え
方
に
由
来
し
て
い
る
か
ら
だ
。 

そ
も
そ
も

tra
v
a
il

ト
ラ
ヴ
ァ
ー
イ
ユ
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
ロ
ー
マ
で
拷
問
に
用
い
ら
れ
た
、
訊じ

ん

問
さ
れ
る
人
間
を
縛
り
つ
け
る
三
本
柱
ト
リ
パ
リ

ウ
ムtrip

a
liu

m

と
い
う
語
に
由
来
し
て
い
る
。『
旧
約
聖
書
』「
創
世
記
」
第
三
章
で
、
禁
断
の
樹
の
実
を
食
べ
た
女
に
、
創
造
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
出
産
の

「
労
苦
」
で
あ
る
陣
痛
・
分
娩べ

ん

を
与
え
、
男
に
は
食
を
得
る
た
め
に
土
地
を
耕
す
「
労
苦
」
（「
創
世
記
」
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
で
は
ど
ち
ら
も
「
ト
ラ
ヴ
ァ

ー
イ
ユ
」
）
を
課
し
た
と
い
う
、
人
間
の
元
祖
が
エ
デ
ン
の
楽
園
か
ら
追
放
さ
れ
た
物
語
に
も
と
づ
い
て
い
る
。 

 

フ
ラ
ン
ス
語
で
は
産
室
の
こ
と
をsa

lle
 d

e
 tra

v
a

il

（
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
イ
ユ
の
部
屋
）
と
い
う
し
、
男
が
骨
を
折
っ
て
土
を
耕
す
こ
と
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
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は
ラ
ブ
ー
ルla

b
o
u

r

だ
が
、
英
語
のla

b
o
u

r

は
、
土
地
を
耕
す
労
働
と
、
女
性
の
分
娩
の
両
方
を
意
味
す
る
）
も
、
神
か
ら
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
罰
と

い
う
と
ら
え
方
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。 

キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
原
罪
を
贖
う
行
為
だ
が
、
日 Ｉ

本
語
で
「
は
た
ら
く
」
「
は
た
ら
き
」
は
、
「
あ
っ
ぱ
れ
な
は
た
ら
き
を
し

た
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
元
来
、
報
酬
を
求
め
な
い
献
身
的
行
為
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
主
人
と
従
属
者
、
年
長
者
と
若
年
者
、
師
匠
と
弟
子
な

ど
、
恩
と
義
務
、
尊
敬
と
卑
下
な
ど
の
不
平
等
な
二
者
関
係
の
な
か
で
の
、
経
済
外
的
強
制
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。 

西
ア
フ
リ
カ
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
の
モ
シ
社
会
は
、
私
の
研
究
の
結
果
で
は
、
お
そ
ら
く
十
五
世
紀
く
ら
い
か
ら
、
何
階
層
に
も
な
っ
た
王
制
社
会
が

形
成
さ
れ
、
い
く
つ
も
の
地
方
王
朝
の
分
裂
や
併
合
を
く
り
か
え
し
た
あ
と
、
十
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
征
服
と
植
民
地
支
配
に
い
た
っ
た
。
伝

統
的
に
は
、
何
階
層
に
も
な
っ
た
王
／
臣
下
、
首
長
／
家
来
、
長
上
／
従
属
者
関
係
の
、
網
の
目
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。 

日
常
の
挨
拶
ひ
と
つ
で
も
、
た
い
そ
う
込
み
入
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
だ
。 

 

異
文
化
の
社
会
に
入
る
と
き
、
ま
ず
お
ぼ
え
て
お
く
べ
き
「 Ｊ

こ
ん
に
ち
は
」
「
さ
よ
う
な
ら
」「
あ
り
が
と
う
」
に
あ
た
る
定
型
句
が
、
モ
シ
語
に
は
な

い
。
な
ぜ
、
な
い
か
と
い
う
と
、
旧
モ
シ
王
国
の
社
会
で
は
、
二
人
の
人
間
が
出
会
っ
た
と
き
、
別
れ
る
と
き
、
当
事
者
二
人
そ
れ
ぞ
れ
の
、
身
分
、
地

位
、
年
齢
の
上
下
、
そ
の
時
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
言
う
べ
き
挨
拶
の
言
葉
が
同
じ
で
は
な
い
か
ら
だ
。 

「
あ
り
が
と
う
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
何
が
ど
う
あ
り
が
た
い
の
か
を
、
い
ま
述
べ
た
、
込
み
入
っ
た
当
事
者
同
士
の
関
係
の
な
か
で
、
述
べ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
く
略
式
に
は
「
バ
ル
カ
」
と
い
う
、
神
の
祝
福
を
意
味
す
る
ア
ラ
ビ
ア
語
に
由
来
す
る
言
葉
が
あ
る
が
、
日
本
語
な
ら
「
サ
ン
キ
ュ

ー
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
一
人
前
の
大
人
が
使
う
言
葉
で
は
な
い
。
何
が
ど
う
あ
り
が
た
い
か
を
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
込
み
入
っ
た
人
間
関
係
の

な
か
で
、
言
葉
を
つ
く
し
て
述
べ
る
の
が
正
し
い
。
思
え
ば
日
本
で
も
、
一
昔
前
ま
で
は
、
二
人
の
ご
婦
人
が
外
で
出
会
っ
た
と
き
、「
先
日
は
結
構
な
も

の
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
て…

…

」
と
い
っ
た
感
謝
の
文
句
を
、
お
辞
儀
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
互
い
に
長
々
と
つ
ら
ね
合
っ
た
も
の
だ
。 

た
だ
、
「
礼
を
つ
く
す
」
「
挨
拶
す
る
」
な
ど
多
様
な
意
味
範
囲
を
も
ち
、
丁
寧
表
現
の
補
助
的
動
詞
と
し
て
日
常
よ
く
使
わ
れ
る
「
プ
ー
セ
」p

u
u

se

を
つ
け
て
、P

u
u

s b
a

rk
a

! (

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す)

と
言
う
こ
と
は
よ
く
あ
る
。 

 

モ
シ
の
王
制
社
会
で
は
、
物
で
納
め
る
年
貢
の
よ
う
な
も
の
は
、
決
ま
っ
た
形
で
は
な
か
っ
た
が
、
王
さ
ま
の
畑
仕
事
に
臣
下
が
動
員
さ
れ
て
無
料
奉
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仕
す
る
し
き
た
り
は
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
王
さ
ま
の
耕
地
は
ひ
ろ
く
、
そ
こ
か
ら
と
れ
る
ト
ウ
ジ
ン
ビ
エ
や
モ
ロ
コ
シ
な
ど
、
主
食
や
酒
の
も
と
に
な

る
穀
物
の
量
も
多
か
っ
た
の
だ
。 

た
だ
、
モ
シ
語
で
の
「
労
働
」tu

u
m

d
e

（
ト
ゥ
ー
ム
デ
、
複
数
形
はtu

u
m

a

ト
ゥ
ー
マ
）、
動
詞
形
「
は
た
ら
く
」tu

m
e

（
ト
ゥ
メ
）
に
は
、
こ
の

よ
う
な
王
に
奉
仕
す
る
労
働
の
意
味
は
、
と
く
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。 

私
が
素
晴
ら
し
い
と
思
う
の
は
、
他
人
が
働
い
て
い
る
の
を
褒
め
た
た
え
、
励
ま
す
表
現
、T

u
m

tu
m

d
e
!

（
ト
ゥ
ム
ト
ゥ
ム
デ
！ 

ご
精
が
出
ま
す

ね
！
）
やN

e
 y

 tu
m

to
o
g
o
!

（
ネ
・
イ
・
ト
ゥ
ム
ト
ー
ゴ
！ 

頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
！ 

直
訳
す
れ
ば
「
あ
な
た
の
骨
の
折
れ
る
労
働
と
共
に
！
」
）
な

ど
、
働
い
て
い
る
人
に
共
感
し
、
働
い
て
い
る
人
を
励
ま
す
慣
用
句
が
あ
り
、
働
い
て
い
る
人
に
向
か
っ
て
、
日
常
生
活
で
実
に
頻
繁
に
、
遠
く
か
ら
で

も
、
大
声
で
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
だ
。 

こ
う
し
た
励
ま
し
の
声
を
か
け
ら
れ
た
人
は
、
作
業
の
手
を
休
め
、
腰
を
伸
ば
し
て
、
男
な
らN

a
a

!

（
ナ
ー
！
）
ま
た
はN

a
a

b
a

!

（
ナ
ー
バ
！
）
、
女

な
らA

ii!

（
ア
イ
ー
！
）
と
、
相
手
に
負
け
な
い
大
声
で
答
え
る
。
と
に
か
く
、
元
気
が
出
る
し
、
た
い
そ
う
気
持
ち
の
よ
い
し
き
た
り
だ
と
、
私
は
賛

嘆
し
て
い
る
。 

（
川
田
順
造
『
〈
運
ぶ
ヒ
ト
〉
の
人
類
学
』
岩
波
書
店 

二
〇
一
四
年
よ
り
引
用 

問
題
作
成
の
都
合
上
一
部
変
更
） 
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問
一 

空
欄
部 

Ａ 

、 

Ｃ 

、 

Ｄ 

に
入
る
語
句
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番

号
は 

１ 

。 

 ① 
 

Ａ
：
あ
る
い
は 

 
 

Ｃ
：
け
れ
ど
も 

 
 

Ｄ
：
だ
が 

② 
 

Ａ
：
も
し
く
は 

 
 

Ｃ
：
だ
が 

 
 
 

 

Ｄ
：
そ
の
た
め 

③ 
 

Ａ
：
ま
た
は 

 
 
 

Ｃ
：
と
は
い
え 

 
 

Ｄ
：
あ
る
い
は 

④ 
 

Ａ
：
だ
が 

 
 
 
 

Ｃ
：
し
た
が
っ
て 

 

Ｄ
：
し
か
し 

 

⑤ 
 

Ａ
：
あ
る
い
は 

 
 

Ｃ
：
そ
の
た
め 

 
 

Ｄ
：
だ
が 

  

問
二 

傍
線
部
Ｂ
「
文
化
の
三
角
測
量
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

２ 

。 

 

① 

歴
史
上
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
日
本
列
島
、
中
国
大
陸
、
朝
鮮
半
島
の
文
化
を
比
較
す
る
こ
と
。 

② 

相
互
に
直
接
影
響
関
係
の
な
い
日
常
生
活
、
価
値
意
識
、
世
界
観
の
三
点
を
研
究
者
の
主
観
に
よ
っ
て
再
解
釈
す
る
こ
と
。 

③ 
 

地
理
的
、
文
化
的
に
も
へ
だ
た
り
、
相
互
に
直
接
影
響
関
係
の
な
い
三
つ
の
文
化
を
相
対
化
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
。 

④ 
 

研
究
者
の
属
す
る
日
本
、
西
ア
フ
リ
カ
の
モ
シ
社
会
、
フ
ラ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
歴
史
的
な
つ
な
が
り
を
解
明
す
る
こ
と
。 

⑤ 

地
測
の
三
角
測
量
を
活
用
し
、
地
理
的
な
隔
た
り
の
大
き
さ
と
文
化
的
な
差
異
の
大
き
さ
に
関
係
性
が
あ
る
か
を
調
査
す
る
こ
と
。 
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問
三 

空
欄
部 

Ｅ 

に
入
る
文
章
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

３ 

。 

 
① 
因
果
関
係
は
不
明
だ
が
、
現
実
に
起
き
て
い
る
結
果
が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
。 

② 
因
果
関
係
を
把
握
す
れ
ば
、
多
く
の
こ
と
は
論
理
的
に
説
明
で
き
る
こ
と
。 

③ 
 

因
果
関
係
が
人
間
の
理
屈
を
超
越
し
た
自
然
現
象
の
連
な
り
で
あ
る
こ
と
。 

④ 
 

因
果
関
係
は
天
気
や
商
売
の
よ
う
に
構
造
を
解
明
す
る
の
が
難
し
い
こ
と
。 

⑤ 
 

因
果
関
係
の
思
い
が
け
な
い
連
鎖
が
思
い
が
け
な
い
結
果
を
生
む
こ
と
。 

  

問
四 

傍
線
部
Ｆ
「
三
味
線
は
日
本
で
普
及
し
た
」
と
筆
者
が
考
え
る
理
由
は
何
か
。
空
欄
部
を
次
の
形
式
に
従
っ
て
三
十
五
字
以
内
で
記
し
な
さ
い
。

た
だ
し
、
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
、
「
相
槌
」
の
二
語
を
必
ず
用
い
る
こ
と
。
解
答
は 

国
語
解
答
用
紙 

。 

 

三
味
線
は
、 

三
十
五
字
以
内 

相
性
が
良
か
っ
た
か
ら
。 

       



- 9 - 

 

問
五 

傍
線
部
Ｇ
「
蛇
足
」
の
類
義
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

４ 

。 

 
① 

 
夏
炉
冬
扇 

② 
 

竜
頭
蛇
尾 

③ 
 

円
頭
方
足 

④ 
 

春
露
秋
霜 

⑤ 
 

冬
月
赤
足 

  

問
六 

傍
線
部
Ｈ
「
モ
シ
人
と
の
、
根
本
的
な
感
覚
の
ず
れ
」
が
文
化
の
三
角
測
量
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
例
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

５ 

。 

 

① 
 

信
仰
す
る
宗
教
の
違
い
に
よ
っ
て
労
働
に
対
す
る
価
値
観
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
仕
事
へ
の
感
謝
の
仕
方
も
違
っ
て
く
る
こ
と
。 

 
 

 

② 
 

労
働
が
他
の
存
在
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
合
い
が
言
語
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
日
常
の
慣
習
が
変
化
す
る
こ
と
。 

 
 

 

③ 
 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
人
か
ら
す
る
と
、
労
を
ね
ぎ
ら
う
言
葉
が
存
在
し
な
い
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
に
違
和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
。 

④ 
 

ト
ラ
ヴ
ァ
ー
イ
ユ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
が
出
産
や
土
地
を
耕
す
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
に
、
言
語
は
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。 

⑤ 
 

モ
シ
社
会
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
労
働
の
概
念
に
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 
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問
七 

傍
線
部
Ｉ
「
日
本
語
で
『
は
た
ら
く
』『
は
た
ら
き
』
は
、『
あ
っ
ぱ
れ
な
は
た
ら
き
を
し
た
』
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
元
来
、
報
酬
を
求
め
な
い

献
身
的
行
為
を
意
味
し
て
い
る
」
と
筆
者
が
考
え
る
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は 

６ 

。 

 

① 
 

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
金
銭
的
な
報
酬
で
は
な
く
、
誰
か
の
役
に
立
つ
と
い
う
経
済
外
的
な
報
酬
を
得
る
活
動
だ
か
ら
。 

② 
 

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
状
況
や
立
場
に
関
係
な
く
見
返
り
を
求
め
な
い
で
献
身
的
に
職
務
を
全
う
す
る
こ
と
だ
か
ら
。 

③ 
 

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
に
お
い
て
も
神
と
人
間
と
の
契
約
で
あ
り
、
原
罪
を
贖
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
。 

④ 
 

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
報
酬
を
求
め
る
行
為
で
は
な
く
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
手
段
だ
か
ら
。 

⑤ 
 

「
は
た
ら
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
対
等
で
は
な
い
関
係
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
強
制
力
に
基
づ
い
た
自
己
犠
牲
的
な
行
為
だ
か
ら
。 

  

問
八 

傍
線
部
Ｊ
「
『
こ
ん
に
ち
は
』
『
さ
よ
う
な
ら
』『
あ
り
が
と
う
』
に
あ
た
る
定
型
句
が
、
モ
シ
語
に
は
な
い
」
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

７ 

。 

 

① 
 

バ
ル
カ
と
い
う
言
葉
で
意
思
疎
通
が
で
き
る
た
め
、
多
様
な
言
語
表
現
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
ら
。 

② 
 

フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
征
服
と
植
民
地
支
配
の
影
響
で
、
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
挨
拶
の
文
化
が
浸
透
し
て
い
る
か
ら
。 

③ 
 

「
礼
を
つ
く
す
」
「
挨
拶
す
る
」
な
ど
多
様
な
意
味
範
囲
を
持
つ
「
プ
ー
セ
」
と
い
う
補
助
動
詞
が
よ
く
使
わ
れ
る
か
ら
。 

④ 
 

当
事
者
間
の
身
分
、
地
位
、
年
齢
の
上
下
と
い
っ
た
関
係
性
や
、
そ
の
時
の
状
況
で
挨
拶
の
言
葉
が
変
わ
る
か
ら
。 

⑤ 
 

他
人
の
労
働
を
褒
め
、
励
ま
す
「
ト
ゥ
ム
ト
ゥ
ム
デ
」
と
い
っ
た
言
葉
が
挨
拶
の
か
わ
り
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
か
ら
。 
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問
九 

次
の
１
〜
５
の
傍
線
部
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
①
〜
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

8 
 

～ 
 

12 

。 

 
１ 
し
し
座
は
コ
ウ
ド
ウ
十
二
星
座
の
一
つ
で
あ
る
。 

8 
 

① 
候 

 

② 

攻 
 

③ 

航 
 

④ 

黄 
 

⑤ 
 

稿 

 

２ 

外
来
種
が
コ
シ
ョ
ウ
の
生
態
系
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。 

９ 
 

① 
 

沼 
 

② 
 

症 
 

③ 

翔 
 

④ 
 

賞 
 

⑤ 

抄 

 

３ 

将
来
は
ホ
ウ
ド
ウ
機
関
に
就
職
し
た
い
。 

10 
 

① 
 

動 
 

② 
 

道 
 

③ 
 

同 
 

④ 
 

働 
 

⑤ 
 

導 

 

４ 

そ
の
人
と
は
似
た
よ
う
な
キ
ョ
ウ
グ
ウ
だ
っ
た
。 

11 
 

① 
 

共 
 

② 

教 
 

③ 

鏡 
 

④ 

協 
 

⑤ 
境 

 

５ 

選
挙
へ
の
出
馬
要
請
を
コ
ジ
し
た
。 

12 
 

① 
 

孤 
 

② 

個 
 

③ 

己 
 

④ 

固 
 

⑤ 

故 
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Ⅱ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
文
化
の
類
型
を
「
罪
の
文
化
」
と
「
恥
の
文
化
」
の
二
つ
に
分
け
、
日
本
の
場
合
を
後
者
の
典
型
と
し
て
あ
げ
て
以
来
、

そ
れ
に
つ
い
て
日
本
の
学
者
の
側
か
ら
若
干
の
批
判
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
外
国
の
日
本
研
究
者
た
ち
は
大
体
そ
れ
を
承
認
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
自
身
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
彼
女
の
肩
を
持
ち
た
い
気
が
す
る
が
、
そ
れ
は
日
本
人
の
心
理
に
対
す
る
彼
女
の
鋭
敏
な
感
覚
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
た
め
で
、
彼
女
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
す
べ
て
鵜
呑

う

の

み
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
そ Ａ

の
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
問
題
が
存
す
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
、
私
は
彼
女
が
そ
の
考
え
方
に
価
値
判
断
を
し
の
び
こ
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の

は
、
罪
の
文
化
は
内
面
的
な
行
動
規
範
を
重
ん
じ
、
恥
の
文
化
は
外
面
的
な
行
動
規
範
を
重
ん
ず
る
と
い
う
時
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
主
観
に
お
い
て
、
前

者
が
優
れ
て
お
り
、
後
者
が
劣
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
点
は
、
彼
女
の
考
え
方
に
お
い
て
罪
と
恥
の
感
情

が
相
互
に
全
く
無
関
係
で
あ
る
か
の
ご
と
く
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
事
実
と
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
二
つ
の
感
情

は
同
一
人
物
が
し
ば
し
ば
同
時
に
意
識
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
相
互
に
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
罪
を
犯
し

た
人
間
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
よ
う
な
罪
を
犯
し
た
自
分
を
恥
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
考
え
の
前
提
自
体
に

は
か
な
り
の
問
題
が
存
す
る
が
、 

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
女
が
日
本
の
文
化
を
恥
の
文
化
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
あ
る
非
常

に
大
事
な
こ
と
を
の
べ
て
い
る
と
い
う
印
象
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
。
そ
こ
で
以
下
こ
の
点
を
も
っ
と
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し

よ
う
。 

 

ま
ず
西
洋
人
の
眼
に
日
本
人
の
罪
の
感
覚
が
あ
ま
り
深
刻
と
は
映
ら
な
い
事
実
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
得
て
し
て
西
洋
人
が
罪
悪
感
は
も
っ
ぱ

ら
個
人
の
内
部
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
勝
ち
な
の
に
対
し
、
日
本
人
に
そ
の
よ
う
な
考
え
が
な
い
こ
と
が
原
因
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
日
本

人
が
罪
悪
感
を
持
た
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
た
だ
日
本
人
の
罪
悪
感
は
、
自
分
の
属
す
る
集
団
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
、
最
も
尖せ

ん

鋭
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
実
は
西 Ｂ

洋
人
の
罪
悪
感
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
底
に
は
裏

切
り
の
心
理
が
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
彼
ら
は
そ
の
こ
と
を
ふ
つ
う
意
識
は
し
な
い
。
こ
れ
は
彼
ら
が
古
来
何
世
紀
も
の
間
キ
リ
ス
ト
教
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に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
た
結
果
、
は
じ
め
彼
ら
の
道
徳
意
識
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
集
団
が
神
に
と
っ
て
代
ら
れ
、
つ
い
で

近
世
以
来
こ
の
神
も
蒸
発
し
て
個
人
個
人
の
意
識
だ
け
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
精
神
分
析
の
知
見

ち

け

ん

に
よ
れ
ば
、
西

洋
人
の
罪
悪
感
は
精
神
内
部
に
形
成
さ
れ
て
い
る
超
自
我

ち
ょ
う
じ
が
＊

に
背そ

む

く
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
裏
切
り
の
要
素
が
全
く
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
超
自
我
は
い
わ
ば
精
神
内
部
の
一
機
能
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
中
に
両
親
の
影
響
な
ど
も
と
も
と
個
人
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
性
格
は
本
質
的
に
は
非
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
彼
ら
の
罪
悪
感
の
中
で
は
裏
切
り
の
心
理
が
痕
跡

こ
ん
せ
き

に
留
ま
り
、
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
ひ
き
か
え
日
本
人
の
場
合
は
、
上
述
し
た
ご
と
く
、
自
分
が
そ
こ
に
属
し
て
い
る
人
た
ち
の
信
頼
を
裏
切
る
と
い
う
こ
と
に
最
も
強
く
罪
悪
感

を
感
じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
い
い
か
え
て
、
罪
悪
感
は
人
間
関
係
の
関
数

か
ん
す
う

で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
相
手
が
自
分
に
一

番
近
い
身
内
殊
に
親
の
場
合
は
、
普
通
あ
ま
り
罪
が
自
覚
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
両
者
が
密
着
し
て
い
て
、
ど
ん
な
に
裏
切
っ
て
も
許
さ
れ
る
と
い
う
甘

え
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
死
ん
で
知
る
親
の
恩
」
と
い
う
よ
う
に
、
親
の
死
後
こ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
罪
の
意
識
が
自
覚
さ

れ
る
こ
と
は
あ
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
日
本
人
は
裏
切
り
が
関
係
の
断
絶
に
導
き
や
す
い
義
理
的
な
関
係
の
中
で
最
も
頻
繁
に
罪
悪
感
を
経
験
す
る
。

し
た
が
っ
て
前
に
説
明
し
た
「
す
ま
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
場
合
の
罪
悪
感
の
告
白
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。
な
お
罪
の
感
覚
そ
の

も
の
は
、
し
て
は
「
い
け
な
い
」
こ
と
を
仕
出
か
し
た
時
に
始
ま
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
「
い
け
な
い
」
こ
と
を
し
て
「
す
ま
な
い
」
と
思
う
の
で
な

け
れ
ば
、
内
面
的
な
罪
の
自
覚
と
は
な
ら
な
い
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
「
す
ま
な
い
」
と
い
う
罪
悪
感
は
当
然
実
際
の
謝
罪

し
ゃ
ざ
い

行
為
に
直
結

す
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
人
の
罪
悪
感
は
、
裏
切
り
に
発
し
て
謝
罪
に
終
る
と
い
う
構
造
を
極
め
て
鮮
明
に
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
実
は
罪
悪
感
の

原
型
な
の
で
あ
っ
て
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
こ
の
こ
と
が
見
え
な
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
彼
女
の
文
化
的 

Ｃ 

の
故
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思

う
の
で
あ
る
。 

 

（
中
略
） 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
の
は
元
来
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
れ
は
一
つ
の
社
会
の
性
格
を
支
え
る
思
想
的
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
、
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
思
想
を
体
現
し
て
い
る
社
会
体
制
を
さ
す
た
め
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
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ギ
ー
的
に
分
極
化
し
た
現
代
の
世
界
情
勢
か
ら
生
れ
て
き
た
新
た
な
用
法
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
用
法
に
よ
る
と
、
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ま

さ
に
甘
え
の
そ
れ
で
あ
っ
た
し
、
現
在
も
ま
だ
多
分
に
そ
う
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
私
は
社
会
学
者
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
点
を

論
証
す
る
に
足
る
、
社
会
体
制
や
社
会
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
た
だ
私
は
た
ま
た
ま
治
療
し
て
い
た
あ
る
患
者

の
言
葉
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
そ
れ
以
来
、
従
来
漠
然
と
日
本
精
神
と
か
大
和
魂

や
ま
と
だ
ま
し
い

と
い
わ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
具
体
的
に
尊
皇

そ
ん
の
う

思
想
と
か
天
皇
制
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
は
甘
え
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
解
し
得
る
こ
と
に
、
確
信
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。 

あ
る
患
者
か
ら
得
た
ヒ
ン
ト
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
治
療
が
始
ま
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
自
分
の
依
頼
心
を
あ
ら
た
め
て
自

覚
す
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
日
次
の
よ
う
に
の
べ
た
。「
人
間
、
子
供
の
時
は
親
に
た
よ
っ
て
い
て
、
大
人
に
な
れ
ば
自
分
に
た
よ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な

る
。
こ
れ
は
誰
で
も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
僕
は
そ
の
途
中
で
躓

つ
ま
ず

い
た
と
思
う
の
で
す
。
た
よ
り
た
い
と
思
う
け
れ
ど
、
誰
も
た
よ
ら
し
て
く
れ
な

い
。
も
う
半
年
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
す
が
、
母
親
に
代
る
人
が
い
れ
ば
よ
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
何
で
も
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
僕
を
泳
が
し
て

く
れ
る
人
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
僕
は
そ
れ
で
よ
い
け
れ
ど
、
相
手
は
迷
惑
す
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
に
も
こ
の
頃
は
た
だ
愚
痴

ぐ

ち

だ
け
を
い
い
に
来

て
い
た
の
で
す
。
」
以
上
の
陳
述

ち
ん
じ
ゅ
つ

に
よ
っ
て
こ
の
患
者
が
満
た
さ
れ
な
い
甘
え
の
願
望
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

Ｄ 

彼
は
そ

の
後
間
も
な
く
し
て
同
じ
気
持
を
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
た
。
「
自 Ｅ

分
を
輔
弼

ほ

ひ

つ

し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。
対
外
的
に
は
僕
が
責
任
を
持
つ
の
で
す

が
、
し
か
し
実
際
に
は
僕
に
助
言
と
承
認
を
与
え
て
く
れ
る
人
で
す
。
」
彼
が
こ
こ
で
輔
弼
と
い
う
戦
後
あ
ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
明
治
憲
法
の
用
語
を
使

っ
た
の
は
、
彼
が
た
ま
た
ま
法
科
の
学
生
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

Ｆ 

そ
れ
は
彼
の
心
理
的
洞
察
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼

は
か
つ
て
は
天
皇
に
つ
い
て
だ
け
使
わ
れ
た
輔
弼
と
い
う
言
葉
を
自
分
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
内
的
欲
求
を
表
現
す
る
と
と
も
に
、
同

時
に
天
皇
の
地
位
の
心
理
的
意
味
に
つ
い
て
も
解
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

天
皇
は
、
諸
事
万
般
、
も
ち
ろ
ん
国
政
に
至
る
ま
で
、
周
囲
の
者
が
責
任
を
以
て
万
遺
漏

ば

ん

い

ろ

う

な
き
よ
う
取
り
し
き
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
身
分
で
あ
る
。 

D
Ｇ 

天
皇
は
あ
る
意
味
で
は
周
囲
に
全
く
依
存
し
て
い
る
が
、
し
か
し
身
分
上
は
周
囲
の
者
こ
そ
天
皇
に
従
属
し
て
い
る
。
依
存
度
か
ら
す
れ
ば
天
皇

は
ま
さ
に
赤
ん
坊
と
同
じ
状
態
に
あ
り
な
が
ら
、 

身
分
か
ら
す
れ
ば
日
本
最
高
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
に
お
い
て
幼
児
的
依
存
が
尊
重
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
証
拠
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
天
皇
に
限
ら
ず
日
本
の
社
会
で
す
べ
て
上
に
立
つ
者
は
、
周
囲
か
ら
い
わ
ば
盛
り
立
て
ら
れ
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
が
存
す
る
が
、
こ
れ
も
同
じ
よ
う
な
原
則
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
幼
児
的
依
存
を
純
粋
に
体
現
で
き
る

者
こ
そ
日
本
の
社
会
で
上
に
立
つ
資
格
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
素
直
と
い
う
こ
と
が
古
来
最
高
の
美
徳
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
点

を
裏
書
き
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
指
摘
し
て
い
る
、
日
本
の
社
会
で
は
幼
児
と
老
人
に
最
大
の
自
由
と
気
ま
ま
が
許
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
こ
の
こ
と
に
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
最
後
に
あ
げ
た
点
は
、
世
の
中
が
次
第
に
世
智
辛

せ

ち

が

ら

く
な
っ
て
き
て
い

る
今
日
で
は
、
も
は
や
往
時
の
ご
と
く
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
多
分
に
そ
の
傾
向
が
存
す
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
新
憲
法
に
「
天 Ｈ

皇
は
日
本
国
家
の
象
徴
で
あ
る
」
と
い
う
条
項
を
設
け
た
の
は
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
こ
ろ
は
明
治
憲
法
で
は
「
天
皇
は
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
方
が
新
憲
法
よ
り

お
ご
そ
か
で
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
の
間
に
本
質
的
な
差
異
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
明
治
憲
法
が
あ
る
意
味
で
宗

教
的
性
格
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
憲
法
の
草
案
者
で
あ
る
伊い

藤
博
文
等
が
欧
州
の
憲
法
政
治
の
基
礎
に
宗
教
が
あ
る
と
看
取

か
ん
し
ゅ

し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
伊
藤
博
文
自
身
、
枢
密
院

す
う
み
つ
い
ん

の
帝
国
憲
法
草
案
審
議
に
お
い
て
こ
の
こ
と
に
言
及
し
、
わ
が
国
の
憲
法
政
治
の
精
神
的
機
軸

と
し
て
は
皇
室
の
外
に
こ
れ
と
い
っ
た
も
の
が
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
っ
て
皇
室
は
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
的
代
用
品

と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
功
罪
は
と
も
か
く
、
日
本
の
在
来
の
宗
教
が
頼
む
に
足
ら
ず
、
ひ
と
り
皇
室
を
宗
家

そ

う

け

と
す
る
家
族
国
家
と
い
う

古
来
の
観
念
の
み
が
人
心
統
一
に
寄
与
し
得
る
と
見
た
彼
の
考
え
は
、 

一
つ
の
見
識
を
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
歴
史
家
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
日
本
の
皇
室
も
古
代
に
お
い
て
は
結
局
外
来
の
征
服
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
歴
史
に
お
い
て
皇
室
が
社
会
の

精
神
的
中
心
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
殊
に
近
世
以
降
は
、
時
の
権
力
者
に
対
す
る
抵
抗
精
神
が
常
に
皇
室
を
以
て
そ
の
拠 よ

り
所

ど
こ
ろ

と
し
た
と

い
う
事
実
が
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
皇
室
は
、
前
に
「
内
と
外
」
の
項
で
も
の
べ
た
ご
と
く
、
明
治
憲
法
の
制
定
以
前
に
も
「
お
お
や
け
」
と
し
て
、
あ

る
程
度
ま
で
西
洋
的
な
ハ
プ
リ
ッ
ク
精
神
の
代
用
品
と
し
て
の
役
を
果
し
た
。
実
際
、
と
も
す
れ
ば
閉
鎖
的
な
サ
ー
ク
ル
に
分
割
し
易
い
日
本
の
社
会
で

は
、
天
皇
の
赤
子

せ

き

し

と
い
う
こ
と
以
外
に
万
人
を
包
摂

ほ
う
せ
つ

す
る
た
め
に
適
切
で
効
果
的
な
理
念
は
存
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
を
要
す
る
に
、
日
本
人
は
甘
え
を
理
想
化
し
、
甘
え
の
支
配
す
る
世
界
を
以
て
真
に
人
間
的
な
世
界
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
制
度
化
し
た
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も
の
こ
そ
天
皇
制
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
明
治
以
後
や
か
ま
し
く
な
っ
た
国
体
護
持

ご

じ

の
論
議
は
、
単
に
支
配
階
級
の
政
治

的
便
宜

べ

ん

ぎ

の
た
め
に
だ
け
発
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
以
上
の
べ
た
ご
と
き
日
本
人
の
世
界
観
を
、
外
か
ら
の
圧
力
に
抗
し
て
保
全
し
た
い
と
い
う
意
図

に
よ
っ
て
も
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
さ
ら
に
先
の
大
東
亜
戦
争
は
、
ま
さ
に
か
か
る
世
界
観
を
国
外
に
ま
で
及
ば
そ
う
と
い
う

大
義
名
分
に
よ
っ
て
戦
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
戦
争
が
惨
憺

さ
ん
た
ん

た
る
敗
北
に
終
り
、
日
本
国
民
が
こ
れ
ま
で
拠
り
所
に
し
て
い
た
国
体
と
か
日

本
精
神
に
対
す
る
自
信
を
全
く
喪
失

そ
う
し
つ

す
る
ま
で
は
、
天
皇
制
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
こ
と
自
体
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
丸
山
真

男
氏
は
戦
後
逸
早

い
ち
は
や

く
、
天
皇
制
は
無
責
任
体
制
で
あ
る
と
評
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
洞
察

ど
う
さ
つ

が
戦
前
か
ら
氏
の
所
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に

せ
よ
、
敗
戦
を
経
過
し
な
け
れ
ば
そ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
先
に
あ
げ
た
患
者
に
つ
い
て
も
、
も
し
戦
前
な
ら
ば
、
輔
弼

と
い
う
よ
う
な
天
皇
用
語
を
か
り
そ
め
に
も
彼
自
身
に
つ
い
て
使
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
は
狭
義
の
天
皇
制
に
限
ら
な
い
。

義
理
人
情
と
か
報 Ｉ

恩
の
思
想
と
か
あ
る
い
は
大
和
魂
で
も
、
そ
れ
ら
が
社
会
規
制
的
に
働
い
て
い
る
間
は
、
先
に
私
が
分
析
し
た
よ
う
に
は
、
そ
れ
ら
の

本
質
が
甘
え
の
心
理
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
皇
が
神
話
を
自
ら
否
定
し
、
日
本
国
の
象
徴
と

な
っ
て
初
め
て
、
日
本
人
一
人
一
人
の
内
心
に
ひ
そ
む
甘
え
を
明
る
み
に
持
ち
だ
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

現
代
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
天
皇
制
が
崩
壊

ほ
う
か
い

し
た
時
代
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
わ
ば
無
統
制
の
甘
え
が
世
間
に
氾
濫
し
、
至
る
と
こ
ろ
に
小
天
皇
が

発
生
し
て
い
る
。
し
か
し
制
度
的
な
も
の
が
全
く
消
失
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
昨
今
は
日
本
が
経
済
大
国
と
し
て
復
興
し
て
来
た
た
め
も
あ
っ
て
、

復
古
調
が
云
々

う
ん
ぬ
ん

さ
れ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
今
少
し
天
皇
制
と
並
ん
で
甘
え
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
社
会
的
慣
習
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
よ
う
。 

ま
ず
第
一
に
あ
げ
た
い
の
は
日
本
で
非
常
に
発
達
し
た
と
い
わ
れ
る
敬
語
の
使
用
で
あ
る
。
敬
語
は
文
字
通
り
自
分
よ
り
目
上
の
人
物
を
敬
っ
て
使
わ

れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
使
わ
れ
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
気
持
よ
く
感
ず
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
私
は
あ
る

機
会
か
ら
、
目
上
に
使
う
敬
語
と
小
さ
な
子
供
に
使
う
言
葉
使
い
が
非
常
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、「
坊
ち
ゃ
ん
は

お
利
口

り

こ

う

さ
ん
で
す
ね
」
と
か
「
お
嬢
ち
ゃ
ん
の
お
洋
服
は
き
れ
い
で
す
ね
」
と
か
、
子
供
た
ち
に
話
し
か
け
る
の
に
や
た
ら
に
敬
語
の
接
頭
語
で
あ
る
「
御オ

」

を
使
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
は
、
目
上
に
敬
語
を
使
う
場
合
に
も
、
子
供
の
機
嫌
を
と
る
と
同
じ
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
目
上
の
機
嫌
を
と
る
こ
と
が
目
的
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で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
体
、
目
上
に
敬
語
を
使
わ
な
い
と
目
上
の
機
嫌

き

げ

ん

を
損
じ
、
結
局
自
分
に
不
利
を
招
く
。
し
か
し
子
供
に
対
す

る
の
と
同
じ
よ
う
に
目
上
の
機
嫌
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
自
体
は
、
日
本
人
に
お
い
て
子
供
心
が
成
人
に
達
し
た
後
も
持
続
す
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
先
に
紹
介
し
た
、
日
本
で
は
子 Ｊ

供
と
老
人
が
最
も
自
由
と
気
ま
ま
を
許
さ
れ
る
と
い
う
、
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
の
見
解
と
も
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

✳︎

超
自
我 

精
神
の
発
達
過
程
で
両
親
そ
の
他
重
要
な
人
物
の
し
つ
け
や
教
え
が
内
面
化
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
精
神
分
析
の
用
語
。 

 
（
土
居
健
郎
『
「
甘
え
」
の
構
造
（
増
補
普
及
版
）』
弘
文
堂 

二
〇
〇
七
年
よ
り
引
用 

問
題
作
成
の
都
合
上
一
部
変
更
） 
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問
一 

傍
線
部
Ａ
「
そ
の
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
問
題
が
存
す
る
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
何
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
二
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

13 

。 

 

① 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
文
化
の
類
型
を
二
つ
に
分
け
て
、
日
本
が
罪
の
文
化
で
は
な
く
、
恥
の
文
化
の
典
型
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
彼
女
の
極
め
て

偏
っ
た
価
値
観
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
見
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
日
本
を
恥
の
文
化
の
典
型
と
し
た
う
え
で
、
罪
の
文
化
は
内
面
的
な
行
動
規
範
を
重
ん
じ
、
恥
の
文
化
は
外
面
的
な
行
動
規

範
を
重
ん
じ
る
時
、
彼
女
の
主
観
で
後
者
は
前
者
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

罪
の
感
情
と
恥
の
感
情
は
同
一
人
物
が
し
ば
し
ば
同
時
に
意
識
す
る
こ
と
な
の
で
、
そ
も
そ
も
両
者
は
不
可
分
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
提
唱
し
た
二
つ
の
文
化
に
関
す
る
類
型
の
前
提
が
事
実
と
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
罪
の
文
化
と
恥
の
文
化
は
優
劣
の
関
係
に
あ
り
、
後
者
の
方
が
前
者
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
て
、
後
者

の
典
型
は
西
洋
人
で
あ
り
、
外
国
の
研
究
者
た
ち
は
そ
れ
を
承
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
提
唱
し
た
文
化
の
類
型
を
罪
の
文
化
と
恥
の
文
化
の
二
つ
に
分
け
て
、
後
者
の
典
型
を
日
本
と
す
る
の
は
妥
当
だ
が
、
問
題

な
の
は
そ
の
前
提
と
し
て
罪
の
感
情
と
恥
の
感
情
が
互
い
に
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 
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問
二 

傍
線
部
Ｂ
「
西
洋
人
の
罪
悪
感
」
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は 

14 

。 

 

① 

西
洋
人
は
、
自
分
が
属
す
る
集
団
を
裏
切
る
こ
と
に
罪
悪
感
を
抱
く
の
で
、
ま
る
で
人
間
関
係
の
関
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

② 

西
洋
人
は
、
謝
罪
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
罪
の
意
識
が
浄
化
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。 

③ 

西
洋
人
は
、
罪
悪
感
を
内
面
的
な
行
動
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
外
面
的
な
行
動
規
範
の
問
題
と
し
て
考
え
勝
ち
で
あ
る
。 

④ 

西
洋
人
の
罪
悪
感
は
、
関
係
の
断
絶
に
導
き
や
す
い
義
理
的
な
関
係
の
中
で
極
め
て
生
じ
や
す
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。 

⑤ 

西
洋
人
は
裏
切
り
の
心
理
は
意
識
せ
ず
、
罪
悪
感
は
両
親
の
影
響
を
受
け
な
い
非
個
人
的
な
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

 

問
三 

空
欄
部 

Ｃ 

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

15 

。 

 

① 

類
型 

② 

分
類 

③ 

比
較 

④ 

偏
見 

⑤ 

区
別 
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問
四 

空
欄
部 

Ｄ 

、 

Ｆ 

、 

Ｇ 

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

16 

。 

 
① 
Ｄ
：
と
こ
ろ
で 

 

Ｆ
：
し
か
し 

 
 

Ｇ
：
し
た
が
っ
て 

② 
Ｄ
：
し
か
し 

 
 

Ｆ
：
あ
る
い
は 

 

Ｇ
：
と
こ
ろ
で 

③ 

Ｄ
：
す
な
わ
ち 

 

Ｆ
：
し
か
し 

 
 

Ｇ
：
あ
る
い
は 

④ 

Ｄ
：
す
な
わ
ち 

 

Ｆ
：
あ
る
い
は 

 

Ｇ
：
と
こ
ろ
で 

⑤ 

Ｄ
：
と
こ
ろ
で 

 
Ｆ
：
す
な
わ
ち 

 

Ｇ
：
し
た
が
っ
て 

  

問
五 

傍
線
部
Ｅ
「
自
分
を
輔
弼
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
」
が
意
味
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。
解
答
番
号
は 

17 

。 

 

① 

自
分
の
間
違
い
を
厳
し
く
指
摘
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。 

② 

自
分
の
代
わ
り
に
欲
求
を
表
現
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。 

③ 

自
分
を
受
け
入
れ
て
忠
告
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。 

④ 

自
分
の
考
え
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。 

⑤ 

自
分
の
こ
と
を
大
人
扱
い
し
て
く
れ
る
人
が
ほ
し
い
。 
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問
六 

傍
線
部
Ｈ
「
天
皇
は
日
本
国
家
の
象
徴
で
あ
る
」
と
い
う
日
本
の
「
天
皇
制
」
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
、
四
十
五
字
以
内
で
記
し
な
さ

い
。
た
だ
し
、
「
甘
え
」
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
二
語
を
必
ず
用
い
る
こ
と
。
解
答
は 

国
語
解
答
用
紙 

。 

 
天
皇
制
と
は 

四
十
五
字
以
内 

で
あ
る
。 

  

問
七 

傍
線
部
Ｉ
「
報
恩
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

18 

。 

 

① 

恩
恵
を
与
え
る
こ
と
。 

② 

恩
着
せ
が
ま
し
い
こ
と
。 

③ 

相
手
に
感
謝
さ
れ
る
こ
と
。 

④ 

相
手
を
助
け
る
こ
と
。 

⑤ 

相
手
に
恩
返
し
を
す
る
こ
と
。 
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問
八 

傍
線
部
Ｊ
「
日
本
で
の
子
供
と
老
人
が
最
も
自
由
気
ま
ま
を
許
さ
れ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
見
解
と
一
致
す
る
筆
者
の
考
え
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

19 

。 

 

① 
敬
語
を
使
っ
て
子
供
や
老
人
の
機
嫌
を
取
る
こ
と
は
、
日
本
人
に
お
け
る
幼
心
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
続
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
。 

② 

子
供
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
老
人
に
対
し
て
も
機
嫌
を
取
る
こ
と
で
、
そ
の
人
に
と
っ
て
物
事
が
様
々
な
場
面
で
有
利
に
な
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

子
供
は
未
来
の
日
本
を
支
え
る
存
在
で
あ
り
、
老
人
は
こ
れ
ま
で
の
日
本
を
支
え
て
き
た
存
在
な
の
で
周
り
か
ら
重
宝
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

日
本
で
は
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
老
人
ば
か
り
が
手
厚
い
支
援
を
受
け
て
き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
子
供
の
支
援
も
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

日
本
の
甘
え
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
て
き
た
敬
語
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
子
供
と
老
人
の
機
嫌
を
取
る
た
め
の
最
高
の
手
段
で
あ
る
と
い
う

こ
と
。 
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問
九 

次
の
１
～
５
の
傍
線
部
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は 

 

20 
 

～ 
 

24 
 

。 

 
１ 
人
災
に
よ
る
損
害
を
ホ
シ
ョ
ウ
す
る
。 

20 
 

① 
 

補 
 

② 

保 
 

③ 

步 
 

④ 

捕 
 

⑤ 

穂 

 

２ 

宿
題
の
作
文
を
見
直
し
て
コ
ウ
セ
イ
す
る
。 

 

21 
 

① 
 

香 
 
 

② 

校 
 

③ 

構 
 

④ 

更 
 

⑤ 

厚 

 

３ 

実
験
を
行
い
、
仮
説
を
ケ
ン
シ
ョ
ウ
す
る
。 

 

22 
 

① 
 

障 
 
 

② 

詳 
 

③ 

尚 
 

④ 

渉 
 

⑤ 

証 

 

４ 

犯
人
の
身
柄
を
コ
ウ
ソ
ク
す
る
。 

 
 

23 
 

① 
 

則 
 

② 

束 
 

③ 

塞 
 

④ 

促 
 

⑤ 

即 

 

５ 

犬
は
シ
バ
ラ
く
し
て
、
ま
た
走
り
始
め
た
。 

 

24 
 

① 
 

漸 
 
 

② 

尽 
 

③ 

且 
 

④ 

暫 
 
 

⑤ 

間 
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Ｃ
日
程 

国
語
マ
ー
ク
シ
ー
ト
問
題
模
範
解
答 

Ⅰ 

                   

 解答番号 解答欄   

Ⅰ 

1 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

2 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

3 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

4 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

5 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

6 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

7 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

8 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

9 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

10 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

11 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

12 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 
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Ｃ
日
程 

国
語
記
述
式
問
題
解
答
例 

 
Ⅰ
問
四 

 

三
味
線
は
、
言
葉
に
相
槌
を
入
れ
る
の
に
適
し
て
お
り
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
向
か
な
い
日
本
語
と
の
相
性
が
良
か
っ
た
か
ら
。 
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Ｃ
日
程 

国
語
マ
ー
ク
シ
ー
ト
問
題
模
範
解
答 

Ⅱ 

  
 

 解答番号 解答欄   

Ⅱ 

13 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

14 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

15 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

16 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

17 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

18 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

19 ① ② ③ ④ ⑤ 5 点 

20 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

21 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

22 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

23 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 

24 ① ② ③ ④ ⑤ ２点 
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Ｃ
日
程 

国
語
記
述
式
問
題
解
答
例 

 
Ⅱ
問
六 

 

天
皇
制
と
は
甘
え
を
理
想
化
し
、
甘
え
の
支
配
す
る
世
界
を
人
間
的
な
世
界
と
考
え
る
日
本
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
る
。 

               


