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1  

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
一
部
表
記
を
改
め
た
所
が
あ
り
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
五
月
、
連
休
明
け
の
日
本
を
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
襲お

そ

っ
た
。
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
患か

ん

者じ
ゃ

へ

の
心
な
い
偏へ

ん

見け
ん

と
共
に
、“
マ
ス
ク
騒そ

う

動ど
う

”
が
起
き
た
。
ど
こ
の
店
に
行
っ
て
も
マ
ス
ク
は
売
り
切
れ
、
通
勤
通

学
で
は
人
々
の
マ
ス
ク
姿
が
あ
ふ
れ
、
本
当
に
必
要
な
医い

療り
ょ
う

現
場
で
マ
ス
ク
が
足
り
な
く
な
る
事
態
が
生
じ
た
。

科
学
的
に
マ
ス
ク
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
感
染
防ぼ

う

御ぎ
ょ

に
役
立
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い

な
い
。
感
染
症し

ょ
う

を
専
門
に
す
る
医
師
の
間
で
は
常
識
だ
。
そ
れ
だ
け
に
世
界
的
に
も
奇き

異い

の
目
で
見
ら
れ
た
①
日

本
人
の
マ
ス
ク
重
視
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
を
a

シ
ョ
カ
ン
す
る
厚
生
労
働
省
の
ト
ッ
プ
、
舛
添
厚
生
労
働
大
臣
（
当
時
）
は
、

予
防
対
策
と
し
て
国
民
に
対
し
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
う
が
い
、
手
洗
い
そ
し
て
マ
ス
ク
の
着
用
」
の
三
点
セ
ッ

ト
を
繰く

り
返か

え

し
訴

う
っ
た

え
た
。

メ
デ
ィ
ア
も
ま
た
、
当
初
こ
の
三
点
セ
ッ
ト
を
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
繰
り
返
し
た
。
患
者
を
隔か

く

離り

し
た
病
院
前

か
ら
マ
ス
ク
を
し
て
中ち

ゅ
う

継け
い

す
る
記
者
、
マ
ス
ク
を
し
た
う
え
ゴ
ー
グ
ル
を
か
け
て
学
校
関
係
者
の
会
見
に
臨の

ぞ

む
記

者
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
は
必
要
以
上
の
「
恐き

ょ
う

怖ふ

」
を
煽あ

お

っ
た
と
い
う
批
判
が
起
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
次
の
調
査
結

果
は
マ
ス
ク
騒
動
の
裏
に
潜ひ

そ

む
日
本
人
の
心
性
と
い
う
も
の
を
透す

か
し
て
見
せ
る
。「
人
と
防
災
未
来
セ
ン
タ
ー
」

と
「
東
京
大
学
総
合
防
災
セ
ン
タ
ー
」
が
、
神
戸
市
に
住
む
二
五
〇
人
に
対
し
て
共
同
で
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
だ
。

「
あ
な
た
は
、
マ
ス
ク
を
つ
け
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
か
」（
複
数
回
答
）
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、

次
の
よ
う
な
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

・
マ
ス
ク
を
し
て
も
、
自
分
へ
の
感
染
を
防
ぐ
効
果
は
低
い
と
思
う
。 

四
二
％

・
マ
ス
ク
を
し
て
も
、
他
人
へ
の
感
染
を
防
ぐ
効
果
は
低
い
と
思
う
。 

二
五
％

・
マ
ス
ク
を
み
ん
な
つ
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。 

五
〇
％

・
息
苦
し
く
て
つ
け
る
の
は
難
し
い
。 

五
三
％

・
見
た
目
が
悪
く
な
る
の
で
、
人
前
で
は
つ
け
た
く
な
い
と
思
う
。 

一
二
％

・
マ
ス
ク
を
し
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な
周
囲
の
雰ふ

ん

囲い

気き

を
感
じ
る
。 

六
五
％

注
目
し
た
い
の
は
「
マ
ス
ク
を
し
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な
周
囲
の
雰
囲
気
を
感
じ
る
」
と
答
え
た
人
が
六
五

％
に
達
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
と
周
囲
を
見
回
し
て
空
気
を
感
じ
取
り
、
周
囲
に
合
わ
せ
る
。

恐お
そ

ろ
し
い
の
は
お
う
お
う
に
し
て
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
心
理
に
追お

い
込こ

ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

阿
部
謹
也
は
、
私
た
ち
が
営
む
共
同
体
に
は
伝
統
的
な
行
動
原
理
と
し
て
の
「
世
間
の
掟お

き
て

」
が
生
き
て
い
て
、

【注
意
】
国
語
の
問
題
で
は
、
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
は
、
特
別
な
指
示
が
な
い
限
り
句
読
点
等
も
一
字
に
数
え
ま
す
。
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明
治
以
来
導
入
さ
れ
た
近
代
合
理
主
義
の
精
神
・
法
律
と
は
別
の
ル
ー
ル
で
私
た
ち
の
行
動
を
律
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。

日
本
で
は
あ
る
方
向
性
が
見
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
方
向
に
激
流
の
ご
と
く
流
れ
、
歯
止
め
が
利
か
な
く
な
る
。

イ
ラ
ク
人
質
事
件
の
自
己
責
任
バ
ッ
シ
ン
グ
や
二
〇
一
三
年
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
再
び
東
京
に
誘ゆ

う

致ち

す
る
際
の
驚お

ど
ろ

く
ほ
ど
の
②
一
枚
岩
は
ま
さ
に
そ
れ
だ
っ
た
。
そ
し
て
一
時
が
た
つ
と
跡あ

と

形か
た

も
な
く
忘ぼ

う

却き
ゃ
くが
広
が
る
。
ま
る
で
、

そ
ん
な
騒さ

わ

ぎ
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
話
題
に
移
る
の
で
あ
る
。

日
本
で
空
気
が
醸じ

ょ
う

成せ
い

さ
れ
や
す
い
背
景
に
は
聖
徳
太
子
以
来
培つ

ち
かわ

れ
て
き
た
「
和
の
精
神
」
も
関
係
し
て
い
る
。

日
本
の
社
会
で
は
徹て

っ

底て
い

し
た
ケ
ン
カ
を
好
ま
ず
、
ど
こ
か
で
和
解
す
る
こ
と
が
仕
組
ま
れ
て
き
た
。

明
治
以
前
の
社
会
構
造
は
、
ム
ラ
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
共
同
体
的
な
小
集
団
で
成
り
立
っ
て
い
た
。
特
に
中
世

で
は
「
惣そ

う

」
と
呼
ば
れ
る
村
落
の
結
合
組
織
が
あ
り
、
か
な
り
自
治
的
だ
っ
た
。
大
人
（
乙
名
）
た
ち
が
惣
の
政

治
を
寄
合
に
よ
っ
て
決
め
、
重
要
な
事じ

項こ
う

を
決
め
る
際
に
は
一
味
神
水
と
い
う
神
前
に
供
え
た
水
を
一
同
で
飲
ん

で
団
結
を
図
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
各
地
で
起
き
た
徳
政
一い

っ

揆き

は
、
惣
を
基き

盤ば
ん

に
各
地
の
農
民
が
連れ

ん

絡ら
く

を
取

っ
て
蜂ほ

う

起き

し
た
も
の
だ
っ
た
。
の
ち
に
豊
臣
秀
吉
が
刀か

た
な

狩が

り
で
全
国
の
惣
か
ら
武
器
を
取
り
上
げ
、
惣
は
解
体
さ

せ
ら
れ
て
い
く
が
、
③
日
本
人
の
意
識
に
は
こ
の
惣
が
沈し

ず

ん
で
い
る
と
司
馬
遼
太
郎
は
言
う
。

徳
川
時
代
に
は
、
な
る
べ
く
当と

う

該が
い

の
地
域
社
会
の
顔
役
（
庄

し
ょ
う

屋や

・
名
主
・
組
頭
な
ど
）
や
、
本
家
の
家
長
等
の 

チ
ュ
ウ
サ
イ
に
よ
っ
て
「
内
々
ニ
テ
相
済
」
ま
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
解
決
す
る
施し

策さ
く

が
と
ら
れ
、
も
し
、
庄
屋
・

組
頭
等
に
よ
る
調
停
を
経
な
い
で
訴そ

訟し
ょ
う

に
及お

よ

ん
だ
場
合
に
は
、
訴

う
っ
た

え
出
た
本
人
の
み
な
ら
ず
、
庄
屋
・
組
頭
ま
で

処し
ょ

罰ば
つ

さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

共
同
体
的
な
中
間
集
団
の
秩ち

つ

序じ
ょ

維い

持じ

の
た
め
に
も
重
要
で
あ
っ
た
和
の
精
神
は
、
中
央
集
権
化
が
進
み
、
中
間

集
団
が
一
定
程
度
解
体
さ
れ
る
明
治
以
降
も
引
き
継つ

が
れ
た
。
特
に
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
後
、
個
人
の
権
利

意
識
が
芽
生
え
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
革
命
の
影え

い

響き
ょ
う

を
受
け
た
大
衆
の
諸
要
求
が
提
示
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の

反
作
用
と
し
て
和
の
精
神
の
強
調
が
図
ら
れ
、
全
体
主
義
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
く
。
政
府
に
よ
る
当
時
の
思
想

教
育
の
中ち

ゅ
う

核か
く

を
な
し
た
「
国
体
の
本
義
」（
昭
和
十
二
年
）
に
、
こ
の
「
和
の
精
神
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
中
略
）

あ
ら
ゆ
る
価
値
観
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
戦
後
も
「
和
の
精
神
」
は
受
け
継
が
れ
た
。
昭
和
二
十
九
年
に
発
行
さ

れ
た
「
調
停
読
本
」
の
序
文
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

云い

う
ま
で
も
な
く
調
停
の
基
本
理
念
は
和
で
あ
っ
て
、
聖
徳
太
子
が
今
か
ら
千
三
百
五
十
年
前
制
定
さ
れ
た

十
七
条
憲
法
の
第
一
条
に
「
以
レ
和
為
レ
貴
」
と
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
和
を
尊
ぶ
の
が
わ
が
国
民
性
で
あ

る
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
調
停
制
度
が
発
達
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

私
の
小
中
学
生
時
代
、
朝
礼
の
た
び
に
行
進
さ
せ
ら
れ
て
各
教
室
へ
入
っ
た
思
い
出
が
あ
る
。
い
ま
の
小
中
学

校
で
は
ど
う
な
の
か
知
ら
な
い
が
、
当
時
は
足
の
上
げ
下
げ
や
手
の
振ふ

り
を
そ
ろ
え
な
い
と
体
育
の
教

き
ょ
う

諭ゆ

か
ら
大

b
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目
玉
を

。
集
団
は
個
人
に
和
を
求
め
、
個
人
は
集
団
に
和
し
て
い
く
。
和
の
精
神
が
尊
ば
れ
る
と
こ
ろ

で
は
、
個
人
の
突と

っ

出し
ゅ
つ

は
許
さ
れ
な
い
。
学
級
で
全
員
が
オ
ー
ル
3
、
運
動
会
の
徒
競
走
で
は
皆み

な

が
一
着
、
学
芸

会
で
は
複
数
の
シ
ン
デ
レ
ラ
役
が
登
場
し
、
遠
足
で
持
参
で
き
る
お
菓か

子し

や
小こ

遣づ
か

い
に
制
限
が
設
け
ら
れ
る
の
も 

④
和
の
精
神
の
所ゆ

え
ん以

な
の
だ
ろ
う
か
。

和
の
精
神
と
融ゆ

う

通ず
う

性
は
つ
な
が
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
和
を
保
つ
と
い
う
至
上
命
題
を
成
就
す
る
た
め
に
融
通

性
が
発は

っ

揮き

さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

日
本
人
の
融
通
性
に
つ
い
て
、
法
律
を
座ざ

標ひ
ょ
う

軸じ
く

に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

本
来
、
法
律
は
そ
の
こ
と
ば
の
意
味
を
明
確
に
し
、
恣し

意い

的
な
運
用
を
避さ

け
る
方
向
で
努
力
が
な
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
日
本
は
法
律
の
こ
と
ば
の
意
味
を
本
来
不
確
定
的
・
非
固
定
的
な
も
の
と
し
て
意
識
し
承
認
し
て
い
る
社

会
だ
と
川
島
武
宜
は
指し

摘て
き

す
る
。
も
ち
ろ
ん
西
洋
の
社
会
で
も
法
律
の
c

モ
ン
ゴ
ン
の
意
味
を
、
時
代
や
社
会
の

変
化
に
応
じ
て
妥だ

協き
ょ
う

さ
せ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋う

め
る
努
力
が
払は

ら

わ
れ
な
け
れ
ば
、
法

律
の
機
能
を
損
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
現
実
へ
の
妥
協
な
い
し
調
整
は
、
日
本
社
会
に

お
け
る
よ
う
に
「
な
し
く
ず
し
」
に
で
は
な
く
、
そ
れ
d
ソ
ウ
オ
ウ
の
努
力
や
抵て

い

抗こ
う

と
公
の
手
続
き
を
経
て
な
さ

れ
て
き
た
。

（
中
略
）

⑤
日
本
の
民
事
訴
訟
件
数
は
諸
外
国
に
比
べ
て
著
し
く
少
な
い
。
最
高
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
七
年
の

一
年
間
で
日
本
の
地
方
裁
判
所
、
簡
易
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
た
民
事
第
一
審し

ん

訴
訟
の
新
受
件
数
は
合
計

で
四
二
万
二
七
〇
八
件
、
ア
メ
リ
カ
で
は
お
よ
そ
三
七
倍
の
一
五
六
七
万
五
七
三
件
（
連れ

ん

邦ぽ
う

地
方
裁
判
所

と
州
の
裁
判
所
の
合
計
。
日
本
の
簡
易
裁
判
所
に
相
当
す
る
裁
判
所
の
件
数
は
含ふ

く

ま
ず
）、
イ
ギ
リ
ス
で
は

二
三
三
万
八
一
四
五
件
、
日
本
の
人
口
の
約
六
五
％
の
ド
イ
ツ
で
は
二
一
〇
万
九
二
五
一
件
、
日
本
の
約
半
数
の

人
口
の
フ
ラ
ン
ス
で
も
一
一
一
万
四
三
四
四
件
と
な
っ
て
い
て
桁け

た

数
が
違ち

が

う
の
だ
。
こ
れ
は
い
ま
か
ら
二
〇
年
以

上
前
の
数
字
で
は
あ
る
が
、
二
〇
一
七
年
の
日
本
の
新
受
件
数
が
四
八
万
三
〇
六
二
件
と
微び

増ぞ
う

で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
こ
の
差
は
現
在
で
も
あ
て
は
ま
る
と
見
て
い
い
。

訴
訟
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
公
に
喧け

ん

嘩か

を
吹ふ

っ
掛か

け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
理
性
的
な
社
会
の
空
間
で
は

当
然
の
権
利
で
あ
る
一
方
で
、
感
情
的
な
世
間
と
い
う
空
間
で
は
秩
序
を
破は

壊か
い

す
る
行こ

う

為い

と
も
み
な
さ
れ
か
ね
な

い
。具

体
的
な
例
を
示
そ
う
。

一
九
七
七
年
五
月
八
日
、
三
重
県
鈴
鹿
市
で
三
歳さ

い

の
男
児
が
農
業
用
の
溜た

め

池い
け

で
水
死
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き

た
。
こ
の
水
死
を
め
ぐ
っ
て
亡
く
な
っ
た
三
歳
児
の
両
親
が
、
子
ど
も
を
預
か
っ
て
く
れ
た
隣り

ん

人じ
ん

の
母
親
ら
を
相

手
取
っ
て
損
害
賠ば

い

償し
ょ
う

の
訴
え
を
起
こ
し
た
。
世
に
知
ら
れ
た
隣
人
訴
訟
だ
。

（
中
略
）

一
審
の
津
地
方
裁
判
所
は
一
九
八
三
年
二
月
二
十
五
日
の
判
決
で
、
七
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
た
う
え
で
、
被ひ

告こ
く

側
に
五
二
六
万
円
の
賠
償
を
命
じ
た
。
被
告
は
控こ

う

訴そ

し
、
原
告
も
国
や
自
治
体
の
管
理
責
任
が
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
控
訴
を
検
討
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
判
決
直
後
か
ら
原
告
夫
婦
へ
の
匿と

く

名め
い

の
嫌い

や

が
ら
せ
が
始
ま
り
、
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「
恩
を
仇あ

だ

で
返
す
と
は
何
事
か
」「
ひ
と
で
な
し
」「
子
供
を
エ
サ
に
金
も
う
け
す
る
の
か
」「
死
ね
」
な
ど
の
中
傷

や
脅き

ょ
う

迫は
く

の
電
話
が
五
〇
〇
〜
六
〇
〇
本
か
か
り
、
は
が
き
や
手
紙
は
五
〇
通
を
超こ

え
た
。
原
告
の
夫
は
電
気
工
事

の
請う

け

負お
い

の
仕
事
を
打
ち
切
ら
れ
、
転
職
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
た
。
小
学
生
の
長
女
も
近
所
や
学
校
で
嫌
が
ら
せ
を
受

け
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
原
告
側
は
控
訴
を
断
念
し
、
さ
ら
に
訴
え
そ
の
も
の
を
取
り
下
げ
ざ
る
を
得
な
い
事
態

に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
報
道
さ
れ
る
と
今
度
は
被
告
側
に
も
非
難
の
電
話
な
ど
が
く
る
よ
う
に
な
っ
て
、

結
局
、
被
告
側
も
訴
訟
を
取
り
下
げ
た
。

法
務
省
は
「
国
民
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
法
治
国
家
体
制
の
も
と
で
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
重
要
性
を
再
認

識
し
、
再
び
こ
の
よ
う
な
遺い

憾か
ん

な
事
態
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
慎し

ん

重ち
ょ
う

に
行
動
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
訴
え
る
も
の

で
あ
る
」
と
異
例
の
コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
。

⑥
四
〇
年
以
上
も
前
の
出
来
事
だ
と
一
笑
に
付
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ひ
と
り
よ
が
り
の
“
正
義
感
”
は
時
代

を
超
え
て
折
々
に
顔
を
出
す
。
二
〇
二
〇
年
の
コ
ロ
ナ
禍か

で
盛
ん
に
聞
か
れ
た
「
自じ

粛し
ゅ
く

警
察
」
な
る
言
葉
も
根
は

同
じ
だ
。
あ
そ
こ
の
店
は
自
粛
し
て
い
な
い
と
店
に
張
り
紙
し
て
回
っ
た
り
、
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
攻こ

う

撃げ
き

し
た
り
、

警
察
や
県
庁
に
通
報
し
た
り
す
る
。

（
中
略
）

融
通
性
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
世
間
の
秩
序
を
乱
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
暗あ

ん

黙も
く

の
掟
が
破
ら
れ
た
と
み

な
さ
れ
た
と
き
に
は
激
し
い
不ふ

寛か
ん

容よ
う

が
“
逸い

つ

脱だ
つ

者
”
に
向
く
の
で
あ
る
。

（
齋
藤
雅
俊
『
自
己
責
任
と
い
う
暴
力
︱
コ
ロ
ナ
禍
に
み
る
日
本
と
い
う
国
の
怖こ

わ

さ
』
よ
り
）

問
1　

︱
︱
線
a
〜
d
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
2　

︱
︱
線
①
「
日
本
人
の
マ
ス
ク
重
視
は
ど
こ
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
問
い
に
対

す
る
筆
者
の
答
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選

び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

政
府
や
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
過か

剰じ
ょ
う

な
煽
り
と
、
周
囲
の
空
気
を
敏び
ん

感か
ん

に
察
知
し
自
ら
も
そ
れ
に
な
ら
お
う

と
す
る
日
本
人
の
心
性
。

2　

非
科
学
的
な
知
識
に
対
す
る
盲も

う

信し
ん

と
、
自
分
さ
え
感
染
し
な
け
れ
ば
周
囲
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
す

る
日
本
人
の
心
性
。

3　

感
染
対
策
の
常
識
を
疑
う
批
判
的
思
考
力
と
、
周
囲
の
人
間
が
嫌
が
る
こ
と
で
も
自
ら
進
ん
で
ひ
き
う

け
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
心
性
。

4　

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
人
に
対
す
る
偏
見
と
、
何
事
に
お
い
て
も
一
人
で
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
苦

手
な
日
本
人
の
心
性
。
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問
3　

︱
︱
線
②
「
一
枚
岩
は
ま
さ
に
そ
れ
だ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

何
事
も
周
囲
に
合
わ
せ
な
い
と
行
動
を
起
こ
せ
な
い
日
本
人
が
強
固
な
意
思
を
示
し
た
き
っ
か
け
こ

そ
、
危
険
な
国
に
自
ら
出
か
け
て
人
質
に
な
っ
た
人
へ
の
バ
ッ
シ
ン
グ
や
自
国
で
の
五
輪
開か
い

催さ
い

を
願
う
気

持
ち
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

2　

定
め
ら
れ
た
行
動
の
方
向
性
に
か
ら
め
と
ら
れ
、
人
質
の
バ
ッ
シ
ン
グ
や
五
輪
誘
致
が
過
熱
し
て
い
っ

た
こ
と
こ
そ
、「
世
間
の
掟
」
が
日
本
人
の
行
動
を
縛し
ば

っ
て
し
ま
う
恐
ろ
し
さ
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
。

3　

人
質
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
へ
の
追
及
や
五
輪
の
誘
致
の
際
に
国
民
が
強
固
な
団
結
を
見
せ
た
こ
と
こ

そ
、
ひ
と
た
び
指
針
が
定
ま
る
と
皆
が
そ
れ
に
追
従
し
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
行
動
原
理
に
よ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
。

4　

自
ら
危
険
地
帯
に
出
か
け
た
人
質
へ
の
追
及
や
東
京
五
輪
を
誘
致
し
よ
う
と
日
本
国
民
が
強
い
ま
と
ま

り
を
見
せ
た
こ
と
こ
そ
、
近
代
合
理
主
義
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
日
本
人
の
伝
統
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ

と
。

問
4　

︱
︱
線
③
「
日
本
人
の
意
識
に
は
こ
の
惣
が
沈
ん
で
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。

最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

時
に
は
武
装
蜂
起
も
辞
さ
な
い
「
惣
」
が
持
つ
攻
撃
性
は
、
刀
狩
り
に
よ
っ
て
解
体
さ
せ
ら
れ
た
後
も
、

強き
ょ
う

烈れ
つ

な
バ
ッ
シ
ン
グ
な
ど
の
日
本
人
の
行
動
に
見
え
隠か
く

れ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

2　

中
世
に
お
け
る
「
惣
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
集
団
の
団
結
や
秩
序
を
重
ん
じ
る
精
神
性
は
、
現
代

に
至
る
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

3　

中
央
集
権
化
が
進
む
以
前
の
自
治
的
な
「
惣
」
の
あ
り
方
に
は
、
明
治
期
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
る
合

理
主
義
の
精
神
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。

4　

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
以
後
の
日
本
で
「
和
の
精
神
」
が
強
調
さ
れ
た
背
景
に
は
、
自
治
的
な
小
集
団
が

動
乱
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

問
5　

空
ら
ん

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答

え
な
さ
い
。

1　

も
ら
っ
た　
　

2　

突つ

か
れ
た　
　

3　

食
っ
た　
　

4　

取
ら
れ
た
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問
6　

︱
︱
線
④
「
和
の
精
神
の
所
以
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
1
〜
4
の
具
体
例
の
う
ち
、「
和
の
精
神
」

の
表
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

あ
ま
り
面
白
い
と
思
え
な
か
っ
た
小
説
が
友
達
の
間
で
は
人
気
だ
っ
た
の
で
、
自
分
も
肯こ

う

定て
い

的て
き

な
評
価

を
し
た
。

2　

自
分
が
す
べ
き
仕
事
は
既す

で

に
終
わ
ら
せ
て
い
る
が
、
ま
だ
残
業
を
し
て
い
る
同ど
う

僚り
ょ
うの
目
を
気
に
し
て
職

場
に
残
っ
た
。

3　

討
議
で
出
た
意
見
に
違い

和わ

感か
ん

を
覚
え
た
も
の
の
、
班
で
ま
と
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
自
分
の
意
見
を
飲

み
込
ん
だ
。

4　

自
分
が
憧

あ
こ
が
れ
て
い
る
俳
優
に
少
し
で
も
近
づ
け
る
よ
う
に
、
自
分
も
同
じ
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん

だ
。
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問
7　

︱
︱
線
⑤
「
日
本
の
民
事
訴
訟
件
数
は
諸
外
国
に
比
べ
て
著
し
く
少
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
本
文
か
ら

う
か
が
え
る
各
国
の
人
口
と
民
事
訴
訟
件
数
（
一
九
九
七
年
当
時
）
を
示
し
た
グ
ラ
フ
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

日本 イギリス ドイツ フランス

各国の人口と訴訟件数の比較

件数（万件） 人口（万人）

250

件
数

人
口

200

150

100

50

0

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

日本 イギリス ドイツ フランス

各国の人口と訴訟件数の比較

件数（万件） 人口（万人）

250

件
数

人
口

200

150

100

50

0

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

日本 イギリス ドイツ フランス

各国の人口と訴訟件数の比較

件数（万件） 人口（万人）

250

人
口

200

150

100

50

0

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

日本 イギリス ドイツ フランス

各国の人口と訴訟件数の比較

件数（万件） 人口（万人）

250

件
数

人
口

200

150

100

50

0

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

①

②

③

④

件
数

ひ かく
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問
8　

︱
︱
線
⑥
「
四
〇
年
以
上
も
前
の
出
来
事
だ
と
一
笑
に
付
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど

う
し
て
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

溜
池
で
の
水
死
事
故
を
め
ぐ
る
世
間
の
人
々
の
反
応
は
、
集
団
の
秩
序
を
乱
し
た
も
の
に
対
し
て
は
攻

撃
的
に
な
る
日
本
人
の
心
性
の
表
れ
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
も
の
だ
と
言
え
る
か

ら
。

2　

法
務
局
が
強
く
訴
え
た
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
重
要
性
は
四
〇
年
以
上
経
っ
た
今
も
変
わ
ら
ず
、
た
だ

の
民
衆
が
人
を
裁
こ
う
と
す
る
「
自
粛
警
察
」
に
な
っ
て
し
ま
う
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
こ
そ
保
障
さ
れ
る

べ
き
だ
と
言
え
る
か
ら
。

3　

中
傷
や
脅
迫
に
さ
ら
さ
れ
た
原
告
側
が
控
訴
を
取
り
下
げ
た
の
は
、
日
本
人
の
融
通
性
が
発
揮
さ
れ
た

好
例
で
あ
り
、「
自
粛
警
察
」
が
横
行
す
る
コ
ロ
ナ
禍
で
こ
そ
過
去
の
出
来
事
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
だ
と

言
え
る
か
ら
。

4　

隣
人
を
対
象
と
し
て
裁
判
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、
融
通
性
が
発
揮
さ
れ
る
日
本
で
は
な
か
な
か
な

い
こ
と
だ
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
溝み

ぞ

が
で
き
て
し
ま
っ
た
現
代
の
人
々
の
間
で
は
容
易
に
起
こ
り

う
る
こ
と
だ
と
言
え
る
か
ら
。

問
9　

線
に
つ
い
て
、
文
字
と
文
字
の
間
に
あ
る
小
さ
な
「
レ
」
は
「
レ
点
」
と
言
い
、
昔
の
日
本
人
が
中

国
語
で
書
か
れ
た
文
章
を
日
本
人
も
読
め
る
よ
う
に
発
明
し
た
記
号
で
す
。
こ
れ
に
従
う
と
、「
以
レ
和
為
レ

貴
」
は
「
和わ

を
以も

っ

て
貴

と
う
と

し
と
為な

す
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
は
「
吾
能
料
生
、
不
能
料
死
」
を
「
吾わ

れ

能よ

く
生
を
料は

か

る
も
、
死
を
料
る
能あ

た

は
（
わ
）

ず
」（「
不
」
は
「
ず
」
を
表
し
て
い
ま
す
）
と
読
む
た
め
に
は
、
レ
点

を
ど
の
よ
う
に
つ
け
れ
ば
よ
い
で
す
か
。
解
答
ら
ん
に
書
き
な
さ
い
。
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2  

次
の
文
章
は
三
浦
哲
郎
の
小
説
「
な
み
だ
つ
ぼ
」
の
全
文
で
す
。
こ
れ
を
読
ん
で
、後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①
あ
の
囲い

炉ろ

裏り

が
な
く
な
っ
た
ら
、
お
ふ
く
ろ
の
な
み
だ
つ
ぼ
は
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

北
の
郷
里
の
家
で
独
り
暮
ら
し
を
し
て
い
る
姉
か
ら
、
近
い
う
ち
に
も
は
や
無
用
に
な
っ
た
囲
炉
裏
を
塞ふ

さ

い
で

し
ま
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
が
、
異
存
は
な
い
か
、
と
い
っ
て
き
た
と
き
、
真
っ
先
に
私
の
脳の

う

裡り

を
か
す
め
た
の

は
そ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

郷
里
の
家
族
が
数
十
年
も
前
か
ら
借
り
て
住
ん
で
い
る
漆し

っ

喰く
い

壁か
べ

の
A
く
す
ん
だ
家
は
、
も
と
も
と
養
蚕
農
家
と

し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
背
戸
か
ら
崖が

け

下し
た

を
流
れ
る
川
音
が
き
こ
え
る
台
所
の
板
の
間
に
、
大
き
な
囲
炉
裏
が

切
っ
て
あ
る
。
先
住
者
た
ち
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
囲
炉
裏
に
薪
を
焚た

い
て
煮に

炊た

き
を
し
、
煖だ

ん

を
と
っ
た
も
の
と
み

え
、
頭
上
に
交こ

う

錯さ
く

し
て
い
る
大
小
の
梁は

り

も
、
天
井
板
も
、
真
っ
黒
に
煤す

す

け
て
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
る
も

の
か
知
ら
な
い
が
、
か
な
り
の
長
さ
の
煤
の
紐ひ

も

が
天
井
か
ら
も
梁
か
ら
も
何
本
と
な
く
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
。

郷
里
の
家
族
も
、
そ
の
囲
炉
裏
を
大
い
に
利
用
し
た
が
、
薪
で
は
な
く
て
も
っ
ぱ
ら
木
炭
を
使
っ
て
い
た
。
当

時
、
郷
里
の
あ
た
り
で
は
炭
焼
き
が
さ
か
ん
で
、
木
炭
な
ら
た
や
す
く
手
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

木
炭
の
火
力
で
は
大
し
た
煮
炊
き
は
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
※
自じ

在ざ
い

鉤か
ぎ

に
鉄て

つ

鍋な
べ

の
鉉つ

る

を
掛か

け
て
な
か
の
も
の
を
温

め
る
と
か
、
金か

な

串ぐ
し

に
刺さ

し
た
魚
を
炭
火
の
ま
わ
り
に
立
て
並
べ
て
焼
く
と
か
す
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

そ
の
家
へ
移
っ
て
く
る
前
か
ら
②
軽
い
脳の

う

梗こ
う

塞そ
く

を
患

わ
ず
ら

っ
て
い
た
父
親
は
、
自
分
の
生
家
に
も
あ
っ
た
と
い
う
囲

炉
裏
を
懐な

つ

か
し
が
っ
て
、
一
日
の
大
半
を
炉ろ

端ば
た

で
過
ご
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
な
に
を
す
る
と
も
な
く
炉
端
に
い

て
、
医
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
煙た

ば
こ草

を
日
に
一
本
だ
け
目
を
細
く
し
て
喫の

ん
で
い
た
。

お
ふ
く
ろ
に
B
無
心
し
て
、
や
っ
と
許
さ
れ
た
一
本
で
あ
る
。
お
ふ
く
ろ
は
、
い
ち
ど
に
一
本
喫
ん
で
し
ま
う

よ
り
も
、
楽
し
み
は
多
い
方
が
よ
か
ろ
う
と
、
一
本
の
※
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
を
鋏

は
さ
み
で
五
等
分
し
て
父
親
に
渡わ

た

し

て
い
た
。
父
親
は
、
一
つ
ず
つ
鉈

※
な
た
ま
め
ぎ
せ
る

豆
煙
管
に
差さ

し
込こ

み
、
う
っ
か
り
落
と
さ
ぬ
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払は

ら

い
な
が

ら
炉
の
炭
火
を
移
し
て
、
煙
管
の
な
か
で
脂や

に

が
じ
ゅ
く
じ
ゅ
く
と
音
を
立
て
る
ま
で
喫
ん
で
い
た
。

父
親
の
姿

す
が
た

が
炉
端
か
ら
消
え
る
の
は
、
外
へ
歩
行
練
習
に
出
か
け
る
と
き
と
、
川
沿
い
に
橋
の
た
も
と
の
銭
湯

へ
い
く
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
。
私
も
、
学
生
時
代
、
休き

ゅ
う

暇か

で
帰
省
す
る
と
、
毎
日
父
親
の
お
供
を
し
て
銭
湯
へ
い

く
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
父
親
は
、
道
を
歩
く
と
き
、
両
手
を
腰こ

し

の
う
し
ろ
に
組
む
の
が
癖く

せ

で
あ
っ
た
が
、

病
気
の
た
め
に
片
方
の
手
が
ひ
と
り
で
に
動
き
、
石せ

っ

鹼け
ん

箱
の
な
か
の
石
鹼
が
絶
え
ず
こ
と
こ
と
と
音
を
立
て
て
い

た
。橋

の
た
も
と
の
銭
湯
で
は
、
前
の
川
か
ら
水
を
引
い
て
い
る
と
い
う
噂

う
わ
さ

が
あ
っ
た
。
③
実
際
、
口
開
け
の
客
に

な
っ
た
り
す
る
と
、
湯
船
に
鮎あ

ゆ

の
稚ち

魚ぎ
ょ

が
浮う

い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
父
親
は
、
元
気
な
こ
ろ
、
打

ち
釣づ

り
と
い
う
の
に
熱
中
し
て
い
た
。
細
身
の
竿さ

お

に
、
ち
い
さ
な
擬ぎ

餌じ

鉤ば
り

を
つ
け
、
川か

わ

面も

を
打
つ
よ
う
に
し
て
雑ざ

魚こ

を
引
っ
掛
け
る
釣
り
で
あ
る
。
川
沿
い
の
道
を
帰
っ
て
く
る
と
、
水
際
の
手て

頃ご
ろ

な
石
に
腰
を
下
ろ
し
、
両
足
を

川
に
浸ひ

た

し
て
打
ち
釣
り
を
す
る
人
た
ち
が
、
あ
ち
こ
ち
に
い
た
。
父
親
は
、
石
鹼
箱
を
か
た
か
た
と
鳴
ら
し
て
歩

き
な
が
ら
、
目
に
入
る
釣
人
た
ち
を
、
あ
れ
は
餌え

さ

の
荏え

胡ご

麻ま

の
撒ま

き
方
が
ま
ず
い
、
あ
れ
は
竿
の
操

あ
や
つ
り
方
が
な
っ

て
い
な
い
、
な
ど
と
片
っ
端
か
ら
批
判
し
た
。
そ
の
口こ

う

吻ふ
ん

に
は
、
老
い
ぼ
れ
て
も
は
や
打
ち
釣
り
さ
え
も
で
き
な
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く
な
っ
た
悔く

や

し
さ
が
籠こ

も

っ
て
い
た
。

囲
炉
裏
の
管
理
は
、
お
ふ
く
ろ
に
任
さ
れ
て
い
た
。
お
ふ
く
ろ
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
、
私
の
子
供
時
分
か
ら

炉
の
掃そ

う

除じ

を
好
ん
で
い
た
と
み
え
て
、
手
ぬ
ぐ
い
で
姉
さ
ん
か
ぶ
り
を
し
、
炉
端
に
背
中
を
ま
る
く
し
て
、
金か

な

網あ
み

で
拵

こ
し
ら
え
た
手
軽
な
篩

ふ
る
い
で
丁て

い

寧ね
い

に
灰
を
篩ふ

る

っ
て
い
た
様
子
が
、
古
い
記き

憶お
く

に
鮮せ

ん

明め
い

で
あ
る
。
旧
養
蚕
農
家
の
囲
炉
裏

は
、
私
自
身
の
生
家
の
炉
を
二
つ
並
べ
た
ほ
ど
も
大
き
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
お
ふ
く
ろ
は
却
っ
て
掃
除
の
遣や

り

甲が

斐い

が
あ
る
と
喜
ん
で
い
て
、
晴
れ
て
穏お

だ

や
か
な
日
の
昼
下
が
り
に
、
し
ば
し
ば
、
ま
ず
邪じ

ゃ

魔ま

に
な
る
父
親
を
散

歩
に
追
い
立
て
た
。
確
か
に
、
脳
の
血
管
を
病
む
人
は
、
一
日
に
い
ち
ど
は
戸
外
へ
出
て
新
鮮
な
空
気
を
呼
吸
し

な
が
ら
歩
き
回
っ
て
き
た
方
が
い
い
の
で
あ
る
。

「
裏
の
橋は

し

ま
で
い
っ
て
き
な
し
ゃ
ん
せ
。」

と
、
お
ふ
く
ろ
は
素
足
に
ゴ
ム
の
短た

ん

靴ぐ
つ

を
履は

い
て
い
る
父
親
の
背
に
い
っ
た
。
裏
の
橋
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う

ど
町
の
裏
手
に
架か

か
っ
て
い
る
、
橋き

ょ
う

脚き
ゃ
く

の
高
い
古
び
た
木
の
橋
で
あ
る
。

 

「
橋
の
上
か
ら
、
釣
人
た
ち
の
悪
口
で
も
い
い
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
見
物
し
て
き
て
く
ん
し
ゃ
ん
せ
。」

父
親
は
、
両
手
を
腰
に
組
ん
で
の
ろ
の
ろ
と
出
か
け
て
い
く
。
お
ふ
く
ろ
は
、
六
十
を
過
ぎ
て
も
不
思
議
に
白し

ら

髪が

の
出
な
い
頭
に
相
変
わ
ら
ず
手
ぬ
ぐ
い
で
姉
さ
ん
か
ぶ
り
を
し
、
襷

た
す
き

を
掛
け
、
裾す

そ

が
足
の
甲こ

う

ま
で
届
く
前
掛
け

を
し
て
、
い
そ
い
そ
と
掃
除
に
取
り
掛
か
る
。
ま
ず
、
自
在
鉤
の
埃

ほ
こ
り
を
払
い
、
金
網
の
篩
で
灰
を
篩
い
、
そ
れ
か

ら
水
で
絞し

ぼ

っ
た
雑ぞ

う

巾き
ん

で
炉ろ

縁ぶ
ち

を
拭ふ

く
。
篩
に
残
っ
た
煙
草
の
吸す

い

殻が
ら

や
、
ち
び
た
鉛え

ん

筆ぴ
つ

や
、
な
に
か
の
紐
の
燃
え
残

り
な
ど
の
異
物
は
、
火
か
ら
最
も
遠
い
隅す

み

に
置
い
て
あ
る
蓋ふ

た

つ
き
の
つ
ぼ
に
捨
て
る
。

こ
の
つ
ぼ
は
、
私
た
ち
が
そ
の
旧
養
蚕
農
家
へ
越こ

し
て
き
た
と
き
か
ら
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
先
住
者
が
忘
れ
て

い
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
捨
て
て
い
っ
た
と
思
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
、
お
粗そ

末ま
つ

な
つ
ぼ
で
あ
る
。
色
は
黒
、

厚
手
の
焼
き
も
の
だ
が
、
何
焼
き
か
は
わ
か
ら
な
い
。
よ
ほ
ど
粗
雑
に
扱

あ
つ
か
わ
れ
て
き
た
ら
し
く
、
外
側
は
疵き

ず

だ
ら

け
で
、
素
材
の
壁
土
の
よ
う
な
も
の
が
露ろ

出し
ゅ
つ

し
て
い
る
。
大
き
さ
は
、
古
陶と

う

器き

の
種
つ
ぼ
よ
り
一
回
り
大
き
い
く

ら
い
だ
が
、
無
論
、
名
の
あ
る
窯か

ま

で
焼
か
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

お
ふ
く
ろ
は
、
掃
除
を
済
ま
せ
た
あ
と
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
炉
端
に
ぽ
つ
ん
と
独
り
で
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
ん
な
と
き
は
、
横よ

こ

坐ず
わ

り
に
な
り
、
炉
縁
に
左
手
を
突つ

い
て
上
体
を
支
え
、
右
手
の
親
指
と
人
差
指
と
で
火ひ

箸ば
し

の

一
本
の
頭
を
つ
ま
み
上
げ
て
、
そ
れ
を
ふ
ら
ふ
ら
さ
せ
な
が
ら
、
自
分
が
よ
く
均な

ら

し
た
ば
か
り
の
灰
の
上
に
、
な

に
か
を
書
い
て
は
消
し
、
書
い
て
は
消
し
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
、
お
そ
ら
く
何
百
回
と
な
く
目
に
し
て
き
た
光
景
で
あ
っ
た
。
は
じ
め
は
習
字
の

稽け
い

古こ

で
も
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
は
火
箸
の
先
端
の
動
き
に
秩ち

つ

序じ
ょ

が
な
さ
す
ぎ
る
。

そ
れ
と
な
く
見
て
い
る
と
、
文
字
の
ほ
か
に
、
図
形
や
模
様
の
よ
う
な
も
の
も
混
じ
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
お
そ

ら
く
、
物
思
い
に
耽ふ

け

り
な
が
ら
、
心
に
浮
か
ん
で
く
る
雑
多
な
こ
と
を
、
C
と
り
と
め
も
な
く
文
字
や
形
に
描え

が

き

出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

お
ふ
く
ろ
が
火
箸
の
一
本
を
手
に
す
る
と
、
炉
端
は
な
に
や
ら
近
寄
り
難
い
静せ

い

寂じ
ゃ
く

に
包
ま
れ
る
。
お
ふ
く
ろ
は

な
に
か
に
没ぼ

つ

入に
ゅ
う

し
て
い
る
よ
う
で
、
声
を
掛
け
る
の
も
憚

は
ば
か
ら
れ
る
。
遊
び
疲つ

か

れ
て
外
か
ら
帰
っ
て
き
た
子
供
の
私

④
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も
、
休
暇
で
帰
省
し
て
い
る
学
生
の
私
も
、
座ざ

敷し
き

に
寝ね

そ
べ
っ
て
う
た
た
寝
を
装
い
な
が
ら
薄う

す

目め

で
炉
端
の
お
ふ

く
ろ
を
た
だ
眺な

が

め
て
い
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

う
つ
む
い
た
お
ふ
く
ろ
の
尖と

が

っ
た
鼻
の
先
に
、
不
意
に
水
玉
が
宿
っ
て
、
き
ら
と
光
る
の
を
初
め
て
見
た
の
は
、

い
つ
だ
っ
た
か
、
も
う
思
い
出
せ
な
い
。
あ
あ
、
お
ふ
く
ろ
が
独
り
で
ひ
っ
そ
り
と
泣
い
て
い
る
、
そ
う
思
っ
て

物
悲
し
く
な
っ
た
記
憶
だ
け
が
微か

す

か
に
残
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
炉
端
の
お
ふ
く
ろ
の
鼻
の
先
に
水
玉
が
宿
る
の
を
、
何
度
見
た
こ
と
だ
ろ
う
。
最
初
に
宿
っ
た
水
玉

は
、
光
り
、
顫ふ

る

え
、
や
が
て
堪た

ま

り
か
ね
て
、
落
下
す
る
。
落
ち
た
あ
と
に
は
、
す
で
に
次
の
水
玉
が
光
っ
て
い
る
。

そ
う
な
る
と
、
水
玉
は
次
か
ら
次
へ
と
鼻び

梁り
ょ
うを

滑す
べ

り
落
ち
て
き
て
、
し
ば
ら
く
は
途と

絶だ

え
る
こ
と
が
な
い
。

お
ふ
く
ろ
が
、
い
ま
、
な
に
を
思
い
出
し
、
な
に
を
悲
し
み
、
な
に
を
哀あ

わ

れ
み
、
な
に
を
悔
ん
で
い
る
か
を
、

い
い
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
人
生
が
悲
し
み
に
満
ち
た
日
々
の
積
み
重
ね
だ
っ
た
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
た
。
お
ふ
く
ろ
に
は
、
押お

せ
ば
水
玉
の
噴ふ

き
出
る
記
憶
し
か
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
同
情
も
、

慰な
ぐ
さめ

も
、
お
ふ
く
ろ
の
心
を
傷
つ
け
る
だ
け
だ
ろ
う
。
私
は
、
胸む

ね

を
痛
め
な
が
ら
、
炉
端
の
人
の
鼻
先
か
ら
し
た

た
り
落
ち
る
水
玉
の
は
か
な
い
輝

か
が
や
き
を
、
た
だ
黙だ

ま

っ
て
見
守
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
我
に
返
っ
た
よ
う
に
火
箸
を
灰
に
突
き
差
し
、
※
襦じ

ゅ

袢ば
ん

の
袖そ

で

口ぐ
ち

で
目
頭
を
抑お

さ

え
、
自
分
が

荒あ

ら
し
た
灰
を
灰
均
し
で
ざ
っ
と
均
し
て
立
ち
上
が
る
。
ふ
と
、
思
い
つ
い
た
よ
う
に
、
仏ぶ

つ

壇だ
ん

の
鉦か

ね

を
ち
い
さ
く

叩た
た

い
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

私
は
、
二
十
八
の
年
に
※
都
落
ち
を
し
て
、
一
年
、
郷
里
の
家
で
厄や

っ

介か
い

に
な
っ
た
が
、
そ
の
折
に
、
お
ふ
く
ろ

が
去
っ
た
あ
と
の
囲
炉
裏
の
灰
の
な
か
か
ら
、
火
箸
で
涙
の
か
た
ま
り
を
取
り
出
す
癖
が
つ
い
た
。
涙
の
し
た
た

り
を
吸
い
込
ん
だ
灰
は
、
大た

い

概が
い

、
細
長
い
円え

ん

錐す
い

を
逆
様
に
し
た
形
に
固
ま
っ
て
、
茶
色
に
変
色
し
て
い
た
。
巡じ

ゅ
ん

礼れ
い

の
鈴す

ず

の
よ
う
な
形
を
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
数じ

ゅ

珠ず

の
一
部
の
よ
う
に
、
お
な
じ
大
き
さ
の
玉
が
い
く
つ
か
繋つ

な

が
っ

て
い
る
の
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
脆も

ろ

い
か
た
ま
り
だ
か
ら
、
す
こ
し
離は

な

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
注
意
深
く
掘ほ

り
進
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掘
り
出
し
た
も
の
は
、
火
箸
で
す
ば
や
く
掌

て
の
ひ
ら

に
取
る
。
途
中
で
崩く

ず

れ
て
し
ま
う
も
の
も
す
く
な
く
な
い
が
、
崩

れ
て
も
涙
の
か
た
ま
り
に
は
ち
が
い
な
い
か
ら
、
※
移い

植し
ょ
く

鏝ご
て

で
残
ら
ず
掬す

く

い
取
る
。
や
が
て
、
変
色
し
た
灰
の
ち

い
さ
な
か
た
ま
り
や
、
も
っ
と
ち
い
さ
な
粒つ

ぶ

々つ
ぶ

が
、
私
の
掌
の
窪く

ぼ

み
を
埋う

め
る
。

け
れ
ど
も
、
私
は
、
⑤
自
分
の
お
ふ
く
ろ
の
涙
を
吸
っ
た
灰
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
小こ

綺ぎ

麗れ
い

な
壜び

ん

か
な
に

か
に
入
れ
て
保
存
し
て
お
く
ほ
ど
物
好
き
で
は
な
い
。
私
は
、
掌
の
灰
を
囲
炉
裏
の
片
隅
に
置
い
て
あ
る
何
焼
き

と
も
知
れ
な
い
黒
い
つ
ぼ
の
な
か
に
こ
ぼ
し
て
、
蓋
を
す
る
。
お
ふ
く
ろ
は
、
十
数
年
前
に
他
界
し
て
、
も
う
囲

炉
裏
の
灰
に
も
の
を
書
く
家
族
は
い
な
く
な
っ
た
が
、
い
ま
で
も
な
み
だ
つ
ぼ
だ
け
が
元
の
ま
ま
に
残
っ
て
い
る
。

い
ま
は
、
い
く
ら
田い

な
か舎

で
も
、
茅か

や

葺ぶ
き

屋
根
を
持
つ
農
家
で
な
い
限
り
、
薪

た
き
ぎ

を
焚
い
て
煮
炊
き
を
し
た
り
煖
を
と

っ
た
り
す
る
た
め
の
囲
炉
裏
な
ど
、
無
用
の
長
物
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
姉
も
ガ
ス
で
煮
炊
き
を
し
、
石
油
ス

ト
ー
ブ
で
部
屋
を
暖
め
て
い
る
。
も
は
や
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
囲
炉
裏
を
早
く
塞
い
で
し
ま
い
た
い
の
は
無

理
も
な
い
。

ど
う
ぞ
、
あ
ん
た
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
、
と
私
は
答
え
て
、
つ
い
で
に
例
の
黒
い
つ
ぼ
の
こ
と
を
尋た

ず

ね
て
み
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た
。
姉
に
は
、
そ
の
つ
ぼ
が
、
お
そ
ら
く
た
だ
の
囲
炉
裏
の
つ
ぼ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「
ま
だ
い
つ
も
の
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
え
。」
と
姉
は
い
っ
た
。「
塞
ぐ
と
き
、
自
在
鉤
や
な
ん
か
と
一い

っ

緒し
ょ

に
捨
て
よ

う
と
思
っ
て
た
け
ん
ど
、
要い

る
な
ら
残
し
て
お
く
。」

べ
つ
に
要
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
な
ら
残
し
て
お
い
て
く
れ
る
よ
う
に
と
、
私
は
頼た

の

ん

だ
。春

に
な
っ
て
、
川
を
覆お

お

っ
て
い
る
氷
が
融と

け
は
じ
め
た
ら
、
私
は
い
ち
ど
様
子
を
見
に
帰
郷
し
て
く
る
つ
も
り

だ
が
、
そ
の
折
に
、
あ
の
な
み
だ
つ
ぼ
を
抱だ

い
て
泥ぬ

か
る濘

ん
だ
崖
道
を
く
だ
り
、
⑥
あ
ま
り
釣
人
が
寄
り
つ
か
な
い

よ
う
な
淵ふ

ち

へ
そ
っ
と
沈し

ず

め
て
く
る
の
も
悪
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

（
三
浦
哲
郎
「
な
み
だ
つ
ぼ
」
全
文
）

※
自
在
鉤
…
… 

炉
・
か
ま
ど
な
ど
の
上
に
、
上
か
ら
つ
る
し
、
鉄て

つ

瓶び
ん

・
鍋
・
釜か

ま

な
ど
を
自
在
に
上
下
さ
せ
る
装
置

の
鉤
。（『
広
辞
苑
』
第
七
版
よ
り
）

※
ゴ
ー
ル
デ
ン
バ
ッ
ト
…
… 

低
価
格
の
国
産
タ
バ
コ
の
名
。

※
鉈
豆
煙
管
…
… 

ナ
タ
マ
メ
の
さ
や

0

0

の
形
に
似
た
喫き

つ

煙え
ん

具ぐ

。

※
襦
袢
…
…
和
服
の
下
着
。

※
都
落
ち
…
…
都
会
を
離
れ
て
地
方
に
移
り
住
む
こ
と
。

※
移
植
鏝
…
…
草
花
や
野
菜
を
植
え
替か

え
る
と
き
に
使
う
小
型
の
シ
ャ
ベ
ル
。

問
1   

︱
︱
線
A
〜
C
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
文
中
で
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
ず

つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

A　
「
く
す
ん
だ
」 

1　

よ
ご
れ
た　
　
　
　

2　

壊こ
わ

れ
た

 
 

3　

黒
ず
ん
だ　
　
　
　

4　

目
立
っ
た

B　
「
無
心
し
て
」 

1　

命
じ
て　
　
　
　
　

2　

あ
き
れ
さ
せ
て

 
 

3　

同
情
さ
せ
て　
　
　

4　

ね
だ
っ
て

C　
「
と
り
と
め
も
な
く
」 

1　

何
か
を
表
そ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
く

 
 

2　

だ
れ
か
に
伝
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く

 
 

3　

だ
れ
か
に
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く

 
 

4　

何
か
で
た
と
え
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
く

自在鉤



− 13 −

問
2   

︱
︱
線
①
「
あ
の
囲
炉
裏
が
な
く
な
っ
た
ら
、
お
ふ
く
ろ
の
な
み
だ
つ
ぼ
は
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と

い
う
部
分
は
表
現
と
し
て
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か

ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　
「
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
興
味
を
強
く
ひ
き
、
こ
れ
か
ら
始
ま

る
な
み
だ
つ
ぼ
の
不
思
議
な
物
語
の
世
界
に
素
早
く
引
き
込
む
効
果
。

2　

囲
炉
裏
と
い
う
物
の
名
を
提
示
す
る
こ
と
で
実
家
の
情
景
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
母
親
の
思
い
出
と
い
う

だ
れ
も
が
わ
か
る
話
題
を
す
ぐ
に
共
有
で
き
る
よ
う
に
す
る
効
果
。

3　
「
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
問
い
な
が
ら
否
定
的
な
真
意
を
こ
め
て
作
品
に
奥お

く

行ゆ

き
を
与あ
た

え
、
母
親
の

な
み
だ
つ
ぼ
に
関
す
る
悲
劇
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
効
果

4　
「
あ
の
囲
炉
裏
が
」
と
出
し
ぬ
け
に
文
章
を
始
め
て
意
外
な
感
じ
を
与
え
、
な
み
だ
つ
ぼ
と
い
う
聞
き

慣
れ
な
い
物
の
名
に
よ
っ
て
読
者
の
想
像
力
を
か
き
立
て
る
効
果
。

問
3   

︱
︱
線
②
「
軽
い
脳
梗
塞
を
患
っ
て
い
た
父
親
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
文
章
の
中
で
父
親
は
ど
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
ま
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
煙
草
を
や
め
な
い
な
ど
わ
が
ま
ま
な
生
活
を
送
っ
て
お
り
、

家
族
が
苦
々
し
く
思
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

2　

不
幸
に
し
て
病
を
得
た
た
め
に
家
族
に
負
担
を
か
け
て
し
ま
い
、
思
う
に
任
せ
な
い
日
々
を
送
っ
て
い

る
が
、
憎に

く

め
な
い
人
物
と
し
て
淡た
ん

々た
ん

と
描
か
れ
て
い
る
。

3　

た
ま
た
ま
病
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
い
ま
だ
に
家
族
の
中
心
で
あ
り
、
主
人
公
に
準
ず
る
重

要
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

4　

難
し
い
病
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
割
に
は
、
釣
人
を
ど
ん
ど
ん
批
判
す
る
な
ど
元
気
で
あ
り
、
家
族
に

希
望
を
も
た
ら
す
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

問
4   

︱
︱
線
③
「
実
際
、
口
開
け
の
客
に
な
っ
た
り
す
る
と
、
湯
船
に
鮎
の
稚
魚
が
浮
い
て
い
る
の
を
見
る
こ

と
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

小
説
の
中
で
ア
ク
セ
ン
ト
と
な
る
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
や
や
も
す
る
と
深
刻
に
な
り
が
ち
な
物

語
を
和
ら
げ
る
た
め
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ユ
ー
モ
ア
を
表
し
て
い
る
。

2　

非
常
に
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
場
面
だ
が
あ
り
得
な
い
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
私
の
記
憶
が
も
は

や
混
乱
し
て
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
悲
し
み
を
表
し
て
い
る
。

3　

舞ぶ

台た
い

で
あ
る
実
家
が
大
自
然
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
示
す
証
し
ょ
う

拠こ

で
あ
り
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
の
小
説
が
持
っ
て
い
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
表
し
て
い
る
。

4　

父
親
の
人
物
像
を
こ
と
ば
で
表
す
に
は
微び

妙み
ょ
うな
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
必
要
な
の
で
、
私
の
父
親
に
対
す
る
心

情
を
ユ
ニ
ー
ク
な
比ひ

喩ゆ

を
用
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
表
し
て
い
る
。
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問
5   

︱
︱
線
④
「
橋
の
上
か
ら
、
釣
人
た
ち
の
悪
口
で
も
い
い
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
見
物
し
て
き
て
く
ん
し
ゃ

ん
せ
」
と
言
っ
た
母
親
の
心
情
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

釣
り
が
好
き
で
あ
っ
た
父
親
を
は
げ
ま
す
た
め
に
言
い
た
く
も
な
い
冗

じ
ょ
う

談だ
ん

を
口
に
し
て
、
自
分
が
父
親

の
こ
と
で
悩な
や

ん
で
い
る
こ
と
を
さ
と
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。

2　

父
親
が
釣
人
と
け
ん
か
し
て
は
困
る
の
で
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
戒

い
ま
し
め
つ
つ
外
出
を
促
う
な
が
し
、
だ
れ
に
も
言

え
な
い
家
族
の
秘
密
を
囲
炉
裏
の
灰
に
だ
け
書
き
付
け
て
お
こ
う
と
い
う
気
持
ち
。

3　

体
が
不
自
由
に
な
っ
た
父
親
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
気
を
配
っ
て
外
に
出
し
、
自
分
は
家
に
残
っ
て
家

事
を
し
な
が
ら
一
人
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
。

4　

つ
ら
い
気
持
ち
を
紛ま

ぎ

ら
わ
せ
る
よ
う
に
威い

勢せ
い

の
よ
い
言
葉
を
父
親
に
投
げ
か
け
、
ひ
と
り
家
事
に
打
ち

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
悲
し
み
を
乗
り
越
え
よ
う
と
い
う
気
持
ち
。

問
6   

︱
︱
線
⑤
「
自
分
の
お
ふ
く
ろ
の
涙
」
と
あ
り
ま
す
が
、
母
親
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
た
涙
を
も
っ
と
も
象し

ょ
う

徴ち
ょ
う

的て
き

か
つ
詩
的
に
表
現
し
た
部
分
を
、
本
文
か
ら
二
十
五
字
ち
ょ
う
ど
で
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。

問
7   

︱
︱
線
⑥
「
あ
ま
り
釣
人
が
寄
り
つ
か
な
い
よ
う
な
淵
へ
そ
っ
と
沈
め
て
く
る
の
も
悪
く
な
い
と
思
っ
て

い
る
」
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

家
族
の
悲
し
み
は
み
ん
な
で
分
か
ち
合
う
べ
き
も
の
だ
と
思
っ
て
は
い
る
が
、
す
で
に
両
親
も
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
そ
う
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
悲
し
み
を
な
み
だ
つ
ぼ
ご
と
水
に
流
し
て
な
か
っ

た
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
。

2　

母
親
が
ひ
と
り
で
背
負
っ
た
家
族
の
悲
し
み
を
引ひ

き
継つ

ぐ
の
は
自
分
し
か
い
な
い
と
思
う
一
方
、
涙
に

暮
れ
る
母
親
を
そ
っ
と
見
守
っ
た
よ
う
に
、
な
み
だ
つ
ぼ
は
自
分
だ
け
が
わ
か
る
人
目
に
つ
か
な
い
と
こ

ろ
に
隠か
く

し
て
し
ま
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
か
ら
。

3　

家
族
の
悲
し
み
を
母
親
一
人
に
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
反
省
し
て
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し

た
が
、
な
み
だ
つ
ぼ
は
汚よ

ご

れ
て
い
て
家
の
中
に
置
い
て
お
け
な
い
た
め
、
屋
外
の
自
分
だ
け
が
わ
か
る
と

こ
ろ
に
隠
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

4　

順
番
か
ら
い
え
ば
母
親
に
代
わ
っ
て
姉
が
家
族
の
悲
し
み
を
受
け
つ
ぐ
べ
き
だ
が
、
そ
の
姉
は
現
実
の

生
活
で
手
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
た
め
な
み
だ
つ
ぼ
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
せ
ず
、
家
族
ゆ
か
り
の
川
に
そ
っ

と
し
ま
っ
て
お
こ
う
と
思
っ
た
か
ら
。
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問
8　

本
文
の
表
現
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答

え
な
さ
い
。

1　

私
の
視
点
で
見
た
家
族
が
比
喩
を
多
用
し
て
表
現
さ
れ
、
心
情
が
読
者
に
訴

う
っ
た
え
か
け
る
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
。

2　

現
在
か
ら
過
去
に
さ
か
の
ぼ
る
か
た
ち
で
家
族
を
語
り
、
い
き
い
き
と
し
た
会
話
を
中
心
と
し
て
描
い

て
い
る
。

3　

家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
で
物
語
が
語
ら
れ
、
家
族
の
出
来
事
が
時
間
の
順
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
か
れ

て
い
る
。

4　

現
在
時
点
の
私
が
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
家
族
を
語
り
、
人
々
の
内
面
を
簡
潔
な
表
現
で
静
か
に
描
い

て
い
る
。
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（
問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
）
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3  

次
の
詩
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
　

心
の
貪ど

ん

欲よ
く 

谷
川
俊
太
郎

い
ま
見
え
て
い
る
も
の

聞
こ
え
て
い
る
も
の

い
ま
匂に

お

う
も
の

触ふ

れ
て
い
る
も
の
だ
け
で

ど
う
し
て
満
足
で
き
な
い
の
か

心
の
貪
欲
に

嫌い
や

気け

が
さ
す
こ
と
が
あ
る

さ
ら
に
遠
く
さ
ら
に
深
く

①
そ
の
先
に
未
知
の
何
か
が
あ
る

そ
う
思
っ
て
生
き
て
き
た

②
科
学
は
ヒ
ト
の
肉
体
を
離は

な

れ
て

光
速
で
遠
さ
を
測
り

数
式
で
宇
宙
の
単
位
を
刻
ん
で

不
死
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が

③
魂

た
ま
し
い

は
人
語
の
限
界
で
揺ゆ

ら
い
で
い
る

小
さ
な
体
は
宇
宙
服
の
中
で
も

眠ね
む

り
起
き
そ
し
て
働
き

時
々
刻
々
の
日
常
を
過
ご
す

永
遠
は
詩
に
生
き
る
し
か
な
い

無
限
は
数
式
で
夢
見
る
し
か
な
い

（
朝
日
新
聞
二
〇
二
二
年
五
月
十
一
日
夕
刊
掲け
い

載さ
い

）

問
1　

こ
の
詩
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ

い
。

1　

倒と
う

置ち

法　
　

2　

反
復
法　
　

3　

対つ
い

句く

法　
　

4　

直ち
ょ
く

喩ゆ

法

問
2   

︱
︱
線
①
「
そ
の
先
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
そ
の
」
が
指
し
て
い
る
部
分
を
詩
の
中
か
ら
さ
が
し
、
最
初

と
最
後
の
七
字
を
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。
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問
3    

︱
︱
線
②
「
科
学
は
ヒ
ト
の
肉
体
を
離
れ
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
科
学
」
と
「
ヒ
ト
の
肉
体
」
と
の
関

係
を
示
し
た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

1　

感
覚
と
感
情

2　

可
能
性
と
限
界

3　

創
造
と
現
実
性

4　

時
間
と
空
間

問
4   

︱
︱
線
③
「
魂
は
人
語
の
限
界
で
揺
ら
い
で
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し

て
い
る
の
で
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で

答
え
な
さ
い
。

1　

数
式
や
単
位
に
比
べ
て
、
人
間
の
発
す
る
言
葉
は
生
命
の
限
界
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
、

複
雑
な
思
い
を
抱い
だ

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

2　

数
式
が
も
の
ご
と
を
明
解
に
説
明
で
き
る
こ
と
に
比
べ
、
人
間
の
言
葉
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
、
嫌
気
が
さ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

3　

宇
宙
の
真
理
に
近
づ
こ
う
と
す
る
時
、
言
葉
で
表
現
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
、

不
満
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
。

4　

永
遠
の
命
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
言
葉
を
話
す
こ
と
が
さ
ま
た
げ
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
、 

や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
5　

こ
の
詩
で
作
者
が
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で

答
え
な
さ
い
。

1　

人
間
は
自
分
の
限
界
を
こ
え
た
い
と
思
う
生
き
物
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
文
明
や
文
化
を
発
展
さ
せ
て

き
た
。

2　

数
式
や
単
位
は
、人
間
の
日
常
生
活
を
は
る
か
に
こ
え
た
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

3　

自
分
の
分
を
わ
き
ま
え
な
い
人
間
の
貪
欲
さ
に
疑
問
を
も
つ
作
者
は
、
詩
に
救
い
を
求
め
よ
う
と
し
て

い
る
。

4　

詩
と
科
学
と
は
異
な
る
側
面
を
も
つ
が
、
人
間
の
日
常
生
活
と
の
関
係
か
ら
み
る
と
共
通
点
を
も
っ
て

い
る
。
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次
の
①
〜
⑤
に
つ
い
て
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
文
中
の
空
ら
ん

に
は
部
首
名
が
、「
〜
」
に
は
、

答
え
と
な
る
漢
字
が
入
り
ま
す
。

①　
「
こ
ろ
も
」
の
部
の
7
画
の
漢
字
。「
隠か
く

れ
た
。
見
え
な
い
」
と
い
う
の
が
も
と
の
意
味
で
、「
〜
づ
け
」

で
は
「
根こ
ん

拠き
ょ

」
と
い
う
意
味
に
あ
た
る
。

②　
「
き
」
の
部
の
総
画
数
8
画
の
漢
字
。
木
の
上
に
い
く
つ
も
の
実
が
な
っ
た
こ
と
を
表
す
。「
終
わ
り
。

で
き
ば
え
」
な
ど
の
意
味
で
も
用
い
る
。

③　
「
す
す
む
」「
行
く
」
を
表
す
部
首
の
部
2
画
の
漢
字
。
物
の
中
央
に
対
し
て
「
は
し
」
を
意
味
し
た
り
、

「
へ
り
」「
ふ
ち
」
を
意
味
す
る
。

④　

の
部
の
総
画
数
9
画
の
漢
字
。「
む
か
し
の
こ
と
。
ふ
る
い
」
な
ど
の
意
味
で
用
い
る
。
漢
文

の
「
〜
人
」
は
、「
死
者
」
で
は
な
く
て
「
旧
友
」
の
意
味
。

⑤　

の
部
の
総
画
数
13
画
の
漢
字
。
人
間
が
し
て
は
な
ら
な
い
お
こ
な
い
を
意
味
す
る
。
道
徳
や
法

律
を
犯
す
と
「
〜
に
問
わ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
。

問
1　

①
〜
③
の
説
明
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

問
2　

④
・
⑤
の
空
ら
ん

に
入
る
べ
き
部
首
名
を
次
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
な
さ

い
。

1　

れ
っ
か　
　
　
　
　

2　

ぼ
く
づ
く
り　
　
　
　
　

3　

ま
だ
れ

4　

え
ん
に
ょ
う　
　
　

5　

あ
み
が
し
ら　
　
　
　
　

6　

ひ

4






