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た
な
か
だ
い
す
け

第
１
問
次
の
文
章
は
、
田
中
大
介「
待
ち
合
わ
せ
の
変
容
」（
二
〇
一
〇
年
発
表
）の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え

よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
表
記
を
一
部
改
め
て
い
る
。（
配
点

４５
）

あ
の
人
と
会
え
る
だ
ろ
う
か
…
…
。
き
っ
と
会
え
る
。
い
や
、
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
…
…
。
待
ち
合
わ
せ
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
う
し
た
期

待
と
不
安
が
交
錯
し
て
い
る
。
相
手
が
絶
対
に
来
な
い
と
知
り
つ
つ
待
ち
続
け
る
場
合
を
除
け
ば
、
人
が
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
行
く
の
は
、
相
手
が
来

る
と
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
相
手
が
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
来
る
の
は
、
自
分
も
そ
こ
に
行
く
と
相
手
が
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
相
手
が
来
る
と
い
う
自
分
の
期
待
は
、
自
分
も
行
く
と
い
う
相
手
の
期
待
に
�
イ
キ
ョ
し
て
お
り
、
逆
も
ま
た
同
様
と
な
る
。
つ
ま
り
、

待
ち
合
わ
せ
の
成
立
は「
期
待
の
期
待
」と
い
う
か
た
ち
で
相
乗
化
さ
れ
、
理
論
上
、
無
限
後
退
し
て
い
く
よ
う
な
不
安
定
な
事
態
な
の
だ
。
Ａ
は
た

し
て「
会
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」。

こ
の
待
ち
合
わ
せ
に
ま
つ
わ
る
期
待
と
不
安
は
、「
社
会
秩
序
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」と
い
う
定
式
で
知
ら
れ
、
社
会（
学
）の
起
源
に
位
置
す
る
秩

序
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
秩
序
問
題
は
、（
注
�
）

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ

「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」と
い
う
自
然
状
態
と
、
そ
の
解
決
と
し
て
の
社
会

契
約

を
遡
及
的
に
経
由
し
て（
注
�
）

タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
よ
り
定
式
化
さ
れ
た「
二
重
の
不
確
定
性
」（double

contingency

）以
来
、（
注
�
）

ニ
ク
ラ

ス
・
ル
ー
マ
ン
ら
に
よ
っ
て
複
数
の
レ
ベ
ル
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
全
て
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
二
重

の
不
確
定
性
と
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、
他
者
の
行
為
の
成
否
が
自
分
の
行
為
次
第
で
あ
り
、
自
己
の
行
為
の
成
否
が
他
者
の
行
為
次
第
で
あ
る
よ

う
な（
注
�
）

両
す
く
み
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
待
ち
合
わ
せ
が
つ
き
つ
け
る
不
安
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
源
的
な
不
確
定

さ
さ
や

性
、
す
な
わ
ち
自
明
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る「
社
会
」の
底
が
抜
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
告
げ
る
囁
き
の
よ
う
な
も
の
だ
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
日
々
、
人
と
会
っ
て
い
る
。
で
は
、
私
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
し
た
囁
き
を
振
り
払
っ
て
、
待
ち
合
わ
せ
へ
と
出
か

け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

お
こ

普
段
、
何
気
な
く
行
な
っ
て
い
る
待
ち
合
わ
せ
だ
が
、
二
つ
以
上
の
身
体
が
時
と
場
を
あ
わ
せ
る
に
は
そ
れ
な
り
に
慎
重
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
必
要
と
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
現
在
で
は
、
モ
バ
イ
ル
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
浸
透
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
待
ち
合
わ
せ
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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が
変
容
し
始
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
、
地
下
鉄
開
通
八
〇
周
年
の
ポ
ス
タ
ー
が（
注
�
）

東
京
メ
ト
ロ
の
各
駅
に
貼
り
出
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に

は
渋
谷
ハ
チ
公
像
を
撮
っ
た（
少
な
く
と
も
一
九
八
九
年
以
前
の
）古
い
写
真
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
現
在
と
は
異
な
り
北
を
向
い
た
ハ
チ
公

像
の
後
姿
が
映
し
出
さ
れ
、「
ケ
ー
タ
イ
が
な
か
っ
た
あ
の
頃
は
、
今
よ
り
、
人
気
者
で
し
た
」と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
す
で
に
多
く
が
語
ら
れ
て
い
る
つ
な
が
り
志
向
の
ケ
ー
タ
イ
研
究
と
は
異
な
り
、
現
代
の
待
ち
合
わ
せ
に
お
い
て
現
れ
る
時
間
―

空
間

形
態
の
変
容
を
考
え
る
こ
と
で
、
社
会
の
起
源
と
交
差
す
る（
注
�
）

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
在
を
考
え
た
い
。

あ
ら
か
じ
め「
待
ち
合
わ
せ
」と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
限
定
し
て
お
く
。
待
ち
合
わ
せ
と
は
、
別
の
場
所
に
い
る
複
数
の
身
体
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
身
体
が
存
在
し
て
い
た
場
所
以
外
の
場
所
に
移
動
し
、
場
を
共
有
す
る
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
待
ち
合
わ
せ
は
、
あ
る
身
体
が
別
の
身
体

が
所
在
す
る
空
間（
住
居
、
職
場
等
）に
一
方
向
的
に
移
動
す
る「
訪
問
」と
は
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
待
ち
合
わ
せ
と
は
、
後
続
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
導
く
た
め
の「
中
間
」に
あ
り（
待
ち
合
わ
せ
た
ら
そ
れ
で
サ
ヨ
ナ
ラ
と
い
う
の
は
特
異
な
状
況
だ
ろ
う
）、
待
ち
合
わ
せ
場
所
と
は
、
別
の
場

所
に
存
在
す
る
複
数
の
身
体
の「
中
間
地
点
」と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
Ｂ
待
ち
合
わ
せ
と
い
う
中
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
す
べ
て
の
社
会
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
重
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え

ば
、
限
定
さ
れ
た
活
動
パ
タ
ー
ン
と
閉
じ
た
活
動
範
囲
で
成
立
す
る
共
同
体
で
は
、
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の
各
身
体
の
所
在
地
や
活
動
の
時
間
的
パ
タ
ー

ン
を
比
較
的
容
易
に
把
握
・
予
期
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
体
に
お
け
る
待
ち
合
わ
せ
の
必
要
性
は
あ
ま
り
高
く
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
相
互
の
活
動
内
容
や
活
動
範
囲
を
把
握
し
て
い
な
い
共
同
体
―

間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
時
間
と
空
間
を
あ
わ
せ
る
待
ち

合
わ
せ
が
必
要
に
な
る
。
諸
身
体
の
活
動
範
囲
や
活
動
パ
タ
ー
ン
が
分
化
す
れ
ば
、
相
互
の
所
在
地
や
活
動
の
時
間
的
パ
タ
ー
ン
の
把
握
・
予
期
が
難

あ
ら
か
じ

し
い
。
そ
の
た
め
、
個
別
の
活
動
を
す
る
複
数
の
身
体
が
共
通
の
指
標
を
も
と
に
予
め
時
間
―

空
間
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
、
出
会
い
は
�
グ
ウ
ゼ
ン

に
委
ね
ら
れ
る
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
、
個
別
の
活
動
に
従
事
す
る
複
数
の
身
体
が
共
通
参
照
で
き
る
数
量
と
し
て
均
質
化
し
た
時
間
と
、
離
れ
た
場
所

に
存
在
す
る
個
別
の
身
体
が
共
有
知
識
と
し
て
了
解
し
た
中
間
地
点

す
な
わ
ち
、
ク
ロ
ッ
ク
タ
イ
ム
と
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を
用
い
た
待
ち
合
わ
せ
が

必
要
と
な
る
。
そ
れ
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
の
が
、
遅
れ
を
逸
脱
と
し
て
ま
な
ざ
す
規
範
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
現
れ
る
遅
れ
に
対
す
る
ス
ト
レ
ス
、
す
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な
わ
ち「
遅
刻
」と
い
う
観
念
の
成
立
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
待
ち
合
わ
せ
は
、
各
身
体
の
活
動
領
域
が
個
別
化
す
る
ほ
ど
拡
大
し
、
機
能
分
化
し
た

近
代
の
都
市
や
地
域
に
お
い
て
、
よ
り
自
立
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
式
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。

で
は
、
近
代
の
待
ち
合
わ
せ
は
ど
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
の
か
。
日
本
で
最
も
知
ら
れ
た
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
あ
る
ハ
チ
公
像
を

例
に
考
え
て
み
よ
う
。

ハ
チ
と
は
東
京
帝
国
大
学
教
授（
注
�
）

上
野
英
三
郎
が
飼
っ
て
い
た
秋
田
犬
の
オ
ス
で
あ
る
。
ハ
チ
は
、
外
出
す
る
上
野
を
渋
谷
駅
ま
で
見
送
り
、
大
正
一

四（
一
九
二
五
）年
五
月
、
上
野
が
講
義
中
に
亡
く
な
っ
た
後
も
、
渋
谷
駅
に
立
ち
寄
り
続
け
た
。
上
野
の
帰
り
を
待
ち
続
け
る
ハ
チ
の
姿
は「
忠
犬
」と

た
た讃
え
ら
れ
る
。
こ
の
ハ
チ
公
の
物
語
は
、
昭
和
七（
一
九
三
二
）年
一
〇
月
四
日
の（
注
�
）

東
京
朝
日
新
聞
に「
い
と
し
や
老
犬
物
語
、
今
は
世
に
な
き
主
人
の

帰
り
を
待
ち
か
ね
る
七
年
間
」と
い
う
記
事
が
投
稿
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
広
が
っ
た
も
の
で
、
昭
和
九（
一
九
三
四
）年
四
月
に
は
渋
谷
駅

前
に
ハ
チ
の
銅
像
が
建
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ハ
チ
が
死
亡
し
た
昭
和
一
一（
一
九
三
六
）年
以
降
、
毎
年
、
慰
霊
祭
が
ハ
チ
公
像
前
で
行
な
わ
れ
、
ハ
チ

公
像
は
儀
礼
を
通
し
て
象
徴
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」の
神
話
に
は
異
説
も
存
在
し
て
い
る
。
死
亡
後
の
ハ
チ
の
胃
か
ら
焼
き
鳥
串
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
ハ
チ
は

駅
前
で
焼
き
鳥
を
も
ら
う
た
め
に
渋
谷
駅
に
通
っ
て
い
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
問
題
は
、「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」説
と「
動
物＝

ハ
チ
公
」説
の
正
誤
で
は
な

く
、
な
ぜ「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」神
話
が
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
と
し
て
普
及
し
た
の
か
だ
ろ
う
。

か
わ

た
と
え
ば
、
昭
和
三
〇（
一
九
五
五
）年
の
読
売
新
聞
の
記
事「
ハ
チ
公
に
変
ら
ぬ
愛
と
真
心
」で
は
、「
ハ
チ
公
の
ま
わ
り
に
は
ハ
チ
公
に
か
わ
っ
て

昼
も
夜
も
常
に
百
人
近
い
シ
ン
�
ケ
ン
な
ヒ
ト
ミ
が
改
札
口
の
ほ
う
を
み
つ
め
て
い
る
。
〝待
ち
人
〞の
来
る
や
来
ず
や
…
…
」（
読
売
新
聞
一
九
五
五

年
五
月
二
六
日
）と
書
か
れ
、
待
ち
合
わ
せ
を
す
る
人
び
と
が
ハ
チ
公
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ハ
チ
公
と
い
う
象
徴
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
待
ち
合
わ
せ
の
意
味
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
盛
り
場
の
な
か
の
小
さ
な
広

場
／
せ
ま
い
空
の
下
の
ベ
ン
チ
／
ひ
と
待
ち
顔
は
美
し
く
／
そ
し
て
悲
し
い
も
の
／
た
と
え
ば

そ
れ
が
／
さ
さ
や
か
な
約
束
／
あ
ど
け
な
い
デ
イ

ト
／
買
い
物
の
お
と
も
で
あ
っ
て
も
…
／「
待
つ
」こ
と
で
人
生
を
知
り
は
じ
め
／「
待
つ
」こ
と
で
老
い
て
い
く
か
ら
で
す
」（
朝
日
新
聞
一
九
六
〇
年
九

月
一
九
日
夕
刊
、
投
書「
待
ち
合
わ
せ
」）。
こ
の
投
書
の
待
ち
合
わ
せ
は
切
な
く
、
美
し
い
も
の
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
お
り
、「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」
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の
物
語
と
通
底
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
言
説
は
、
待
ち
合
わ
せ
を「
待
つ
こ
と
」と
し
て
捉
え
て
い
る
。
待
ち
人
が
来
る
か
こ
な
い
か
は
わ
か
ら
な
い
し
、
そ
れ
は
待
ち
続
け
な
い

と
わ
か
ら
な
い
。
待
ち
合
わ
せ
と
は
、
そ
う
し
た
長
い
不
安
と
忍
耐
の
時
間
的
経
験
で
あ
り
、
ハ
チ
公
像
と
は「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
確
定
性

に
耐
え
る
受
動
性
」の
空
間
的
象
徴
な
の
で
あ
る
。
ハ
チ
公
神
話
を

少
な
く
と
も
戦
後
の
あ
る
時
期
ま
で

も
っ
と
も
ら
し
く
思
わ
せ
て
い
た

も
の
の
ひ
と
つ
は
、
待
ち
合
わ
せ
の
不
確
定
性
に
耐
え
る「
待
つ
こ
と
」の
リ
ア
リ
テ
ィ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
し
か
し
、
戦
後
に
な
る
と
ハ
チ
公
神
話
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
昭
和
四
三（
一
九
六
八
）年
の「
忘
れ
ら
れ
る
美
談
」と
い
う
記
事
で
は
、「
帰
ら
ぬ
主
人
を
ま
っ
て
十
年
間
、
じ
っ
と
す
わ
り
つ
づ
け
た

〝忠
義
の
物
語
〞を
知
る
人
の
数
も
減
っ
た
と
い
う
彫
像
維
持
会
の
幹
事
さ
ん
の
言
葉
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
。（
中
略
）『
キ
ミ
、
あ
そ
こ
で
デ
ー
ト
の
待

ち
合
わ
せ
し
た
こ
と
あ
る
？
』『
な
い
。
あ
そ
こ
き
ら
い
な
の
。
な
ぜ
っ
て
？

イ
ヌ
は
、
三
日
飼
え
ば
三
年
恩
を
忘
れ
な
い
っ
て
い
う
で
し
ょ
う
。
わ

た
し
、
あ
れ
が
イ
ヤ
な
の
。
な
に
が
忠
犬
よ
。
な
れ
て
い
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
。
つ
ま
り
、
不
潔
っ
て
こ
と
』」（
読
売
新
聞
一
九
六
八
年
三
月
二
四

日
）。「
待
つ
こ
と
」は
美
し
さ
で
は
な
く
、
執
着
と
さ
れ
、
反
転
す
る
。
ハ
チ
公
が
焼
き
鳥
を
も
ら
う
た
め
に
渋
谷
駅
に
通
っ
て
い
た
と
い
う「
動
物＝

ハ
チ
公
」と
い
う
対
抗
神
話
は
、「
な
れ
て
い
た
だ
け
」と
い
う
こ
の
感
覚
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

き

の
く
に
や

さ
ら
に
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、「
渋
谷
な
ら
ハ
チ
公
前
、（
注
�
）

新
宿
の
紀
伊
国
屋
前
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
待
ち
合
わ
せ
場
所
だ
が
、
近
ご
ろ
そ
う

し
た
人
待
ち
場
所
も
変
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
。
わ
か
り
や
す
い
所
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
や
遊
び
心
も
場
所
選
び
の
要
素
に
な
っ
て

い
る
。（
中
略
）（
注
１０
）

ス
タ
ジ
オ
ア
ル
タ
と
い
う
空
間
そ
の
も
の
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン〔
と
さ
れ
、
〕フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
感
覚
に
敏
感
な
若
者
た
ち
は
、（
注
１１
）

道
玄
坂
の

『
�
�
�
』や
公
園
通
り
で
待
ち
合
わ
せ
る
」（
読
売
新
聞
一
九
八
六
年
六
月
一
〇
日
、〔

〕内
は
引
用
者
）。

待
ち
合
わ
せ
は
、
ハ
チ
公
が
担
っ
た「
悲
し
み
や
美
し
さ
」の
重
い
物
語
か
ら「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
や
遊
び
心
」と
い
っ
た
軽
や
か
な
記
号
的
イ
メ
ー
ジ

の
戯
れ
へ
と
転
換
し
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
は
、
そ
う
し
た
記
号
的
イ
メ
ー
ジ
の
演
出
さ
れ
る
舞
台
と
し
て
量
産
さ
れ
る
。
す
で
に
新
宿
で
は
、「
シ
ン

ボ
ル
が
な
い
た
め
に
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
を
演
出
」（
朝
日
新
聞
一
九
七
八
年
九
月
二
〇
日
）し
、（
注
１２
）

交
通
導
線
を
作
り
出
す
商
業
地
区
の
活
性
化
が
行
わ

れ
て
い
る
。
ハ
チ
公
像
に
対
抗
し
て
渋
谷
駅
南
口
に（
注
１３
）

モ
ヤ
イ
像
が
設
置
さ
れ
た
の
も
一
九
八
〇
年
で
あ
る
。

（２７０１―７）― ７ ―



複
数
の
身
体
が
�
タ
イ
リ
ュ
ウ
で
き
る
空
間
を
構
築
し
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
に
演
出
す
る
こ
と
で
、
ハ
チ
公
以
外
の
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な

か
っ
た
空
間
が「
待
ち
合
わ
せ
場
所
」と
し
て
生
産
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た「
空
間
の
生
産
」の
な
か
で
ゾ
ウ
�
シ
ョ
ク
し
、
拡
散
し
て
い
く
待

ち
合
わ
せ
場
所
が「
新
し
い
／
古
い
」や「
オ
シ
ャ
レ
／
ダ
サ
い
」と
い
っ
た
流
行
の
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
意
味
付
け
さ
れ
、
選
択
さ
れ
る
こ
と
で
、
Ｄ
待

ち
合
わ
せ
は
、
不
確
定
性
と
戯
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
）
�

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者（
一
五
八
八
―
一
六
七
九
）。

�

タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ

ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者（
一
九
〇
二
―
一
九
七
九
）。

�

ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン

ド
イ
ツ
の
社
会
学
者（
一
九
二
七
―
一
九
九
八
）。

け
ん

�

両
す
く
み

三
者
が
牽
制
し
合
っ
て
自
由
に
行
動
で
き
な
い「
三
す
く
み
」か
ら
の
造
語
。

�

東
京
メ
ト
ロ

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
の
こ
と
。

	

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
在
を
考
え
た
い

こ
の
文
章
は
こ
の
考
察
が
な
さ
れ
る
前
の
部
分
に
あ
た
る
。




上
野
英
三
郎

日
本
の
農
学
者（
一
八
七
二
―
一
九
二
五
）。

�

東
京
朝
日
新
聞

日
刊
新
聞
で
あ
る
朝
日
新
聞
の
東
日
本
地
区
で
の
旧
題
。
大
正
期
に
は
東
京
五
大
新
聞
の
一
角
と
し
て
数
え
ら
れ
た
。

�

新
宿
の
紀
伊
国
屋
前

新
宿
駅
東
口
近
く
に
あ
る
紀
伊
国
屋
書
店
の
新
宿
本
店
前
。

１０

ス
タ
ジ
オ
ア
ル
タ

新
宿
駅
東
口
前
の
ビ
ル
新
宿
ア
ル
タ
の
七
階
に
あ
っ
た
ス
タ
ジ
オ
。
ビ
ル
壁
面
に
は
超
大
型
モ
ニ
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。

１１

道
玄
坂
の『
�

�
』や
公
園
通
り

道
玄
坂
は
渋
谷
駅
の
西
側
に
あ
る
坂
道
で
、
そ
の
登
り
口
に
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル『
�

�
』が
あ
る
。
公
園
通
り

は
渋
谷
駅
の
北
側
に
あ
る
坂
道
で
、
店
舗
な
ど
が
立
ち
並
ぶ
繁
華
街
に
な
っ
て
い
る
。

１２

交
通
導
線

こ
こ
で
は
人
の
流
れ
を
導
く
経
路
の
こ
と
。

１３

モ
ヤ
イ
像

渋
谷
駅
に
あ
る
、
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
モ
ア
イ
像
を
模
し
た
石
像
の
こ
と
。

（２７０１―８）― ８ ―



問
１

傍
線
部
�
〜
�
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１

〜

５

。

�

イ
キ
ョ

１

�������
�

イ
イ
諾
々
と
し
て
従
う

�

テ
ン
イ
無
縫
な
ふ
る
ま
い

�

イ
フ
ウ
堂
々
と
し
た
行
進

�

旧
態
イ
ゼ
ン
の
考
え
方

�

グ
ウ
ゼ
ン

２

�������
�

思
わ
ぬ
困
難
に
ソ
ウ
グ
ウ
す
る

�

ド
グ
ウ
を
展
示
す
る

�

イ
ソ
ッ
プ
の
グ
ウ
ワ
を
読
む

�

大
都
会
の
イ
チ
グ
ウ
で
暮
ら
す

	

シ
ン
ケ
ン

３

�������
�

ボ
ウ
ケ
ン
小
説
を
読
む

�

ケ
ン
ド
ウ
の
試
合
に
出
る

�

犯
人
を
ケ
ン
キ
ョ
す
る

�

ケ
ン
キ
ョ
な
人
柄




タ
イ
リ
ュ
ウ

４

�������
�

密
命
を
オ
び
る

�

大
切
な
本
を
カ
す

�

工
事
が
ト
ド
コ
オ
る

�

注
意
を
オ
コ
タ
る

�

ゾ
ウ
シ
ョ
ク

５

�������
�

フ
ク
シ
ョ
ク
業
界
に
興
味
を
も
つ

�

車
海
老
を
ヨ
ウ
シ
ョ
ク
す
る

�

シ
ン
シ
ョ
ク
を
忘
れ
て
勉
強
す
る

�

本
棚
を
ブ
ッ
シ
ョ
ク
す
る

（２７０１―９）― ９ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
は
た
し
て『
会
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
』。」と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
な
表
現
で
問
い
を
投
げ
か
け
る
理
由
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

６

。

�

待
ち
合
わ
せ
に
は
互
い
に
相
手
が
来
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
不
安
が
生
じ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
自
他
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
成
立
が
必
ず
し
も
保
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
社
会
の
問
題
と
関
連
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
た
め
。

�

待
ち
合
わ
せ
は
理
論
的
に
は
成
立
が
難
し
い
な
が
ら
も
や
む
を
得
ず
実
践
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
社
会
も
ま
た
学

術
的
に
は
そ
の
自
明
性
が
疑
わ
れ
て
き
た
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
た
め
。

�

待
ち
合
わ
せ
は
期
待
と
不
安
と
い
う
感
情
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
社
会
に
お
い
て
も
期
待
と
不
安
を
持

ち
な
が
ら
人
間
関
係
を
築
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
た
め
。

�

待
ち
合
わ
せ
に
は
相
手
の
行
為
へ
の
信
頼
を
互
い
に
持
た
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
面
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
人
と
人
と
の
信
頼
関

係
な
し
に
は
社
会
秩
序
は
維
持
で
き
な
い
と
い
う
社
会
の
不
確
定
性
と
関
連
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
た
め
。

（２７０１―１０）― １０ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
待
ち
合
わ
せ
と
い
う
中
間
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
す
べ
て
の
社
会
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
重
要
な
わ
け
で
は
な
い
」と
あ

る
が
、
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

７

。

�

人
び
と
の
活
動
す
る
場
所
が
住
居
や
職
場
な
ど
の
機
能
に
よ
っ
て
分
化
し
た
近
代
社
会
で
は
、
そ
れ
ら
の
機
能
と
は
別
に
待
ち
合
わ
せ
に

ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
人
び
と
が
限
ら
れ
た
範
囲
で
活
動
し
て
い
る
共
同
体
で
は
、
改
め
て
待
ち
合
わ
せ
の
た
め

の「
中
間
地
点
」を
設
定
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
。

�

各
人
の
活
動
領
域
が
拡
大
し
相
互
の
活
動
パ
タ
ー
ン
が
個
別
化
し
た
社
会
で
は
、
自
立
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
待
ち
合
わ

せ
が
必
要
に
な
る
が
、
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の
活
動
が
限
ら
れ
て
い
る
共
同
体
で
は
、
他
の
活
動
を
と
も
な
っ
た
複
雑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
待
ち
合
わ
せ
が
行
わ
れ
る
か
ら
。

�

人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
個
別
の
活
動
を
し
て
い
る
社
会
で
は
、
各
人
が
移
動
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
待
ち
合
わ
せ
場
所
を
設
定

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
人
び
と
の
活
動
範
囲
や
活
動
パ
タ
ー
ン
が
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
い
だ
で
把
握
さ
れ
て
い
る
共
同
体
で
は
、
待
ち
合
わ
せ
を

す
る
よ
り
も
訪
問
す
る
方
が
よ
り
効
率
的
と
い
え
る
か
ら
。

�

各
人
の
活
動
時
間
や
活
動
場
所
が
多
様
な
社
会
で
は
、
共
通
の
指
標
に
基
づ
い
た
待
ち
合
わ
せ
の
場
所
と
時
間
を
設
定
し
、
そ
の
設
定
か

ら
外
れ
な
い
行
動
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
各
人
の
活
動
内
容
が
把
握
さ
れ
て
お
り
相
互
の
活
動
時
間
や
活
動
範
囲
が
予
測
で
き
る

共
同
体
で
は
、
待
ち
合
わ
せ
の
必
要
性
は
低
い
か
ら
。

（２７０１―１１）― １１ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
し
か
し
、
戦
後
に
な
る
と
ハ
チ
公
神
話
に
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。」と
あ
る
が
、「
ハ
チ
公
神
話
」の「
変
化
」に
関
す
る
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

８

。

�

「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」神
話
は
、「
い
と
し
や
老
犬
物
語
」や「
ハ
チ
公
に
変
ら
ぬ
愛
と
真
心
」と
い
っ
た
ハ
チ
の
物
語
を
肯
定
的
に
伝
え
る
新
聞

記
事
に
よ
っ
て
真
実
性
を
持
っ
た
神
話
と
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
が
、
ハ
チ
の
物
語
を「
な
れ
て
い
た
だ
け
」と
捉
え
る
若
者
の
声
が
新
聞
記

事
で
報
じ
ら
れ
る
こ
と
で「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」神
話
の
信
頼
性
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

「
忠
犬＝
ハ
チ
公
」神
話
は
、
主
人
を
待
ち
続
け
る
ハ
チ
の
姿
を「
忠
犬
」と
讃
え
た
人
び
と
に
よ
っ
て
神
話
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
銅
像

や
慰
霊
祭
に
よ
っ
て
多
く
の
人
に
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
駅
に
通
い
続
け
た
ハ
チ
の
姿
を
焼
き
鳥
に
対
す
る
執
着
と
捉
え
る
人
が
増
え
る

に
つ
れ
て
、「
動
物＝
ハ
チ
公
」神
話
が
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」神
話
は
、
主
人
の
帰
り
を
じ
っ
と
待
つ
ハ
チ
の
姿
と
待
ち
人
の
訪
れ
を
一
途
に
待
つ
人
び
と
の
姿
と
が
重
ね
あ
わ
さ
れ

る
こ
と
で
美
し
い
物
語
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
美
化
さ
れ
た
神
話
を
嫌
悪
す
る
新
し
い
感
性
の
登
場
に
よ
っ
て
、
ハ
チ
の
動

物
的
な
習
性
を
強
調
し
た「
動
物＝

ハ
チ
公
」神
話
が
対
抗
神
話
と
し
て
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

「
忠
犬＝

ハ
チ
公
」神
話
は
、
待
ち
人
に
会
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
不
安
に
耐
え
る
こ
と
の
切
な
さ
や
美
し
さ
の
象
徴
と
し
て
人
び
と
の
あ

い
だ
に
浸
透
し
て
い
っ
た
が
、
ハ
チ
の
忠
義
の
物
語
が
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
待
ち
人
を
待
ち
続
け
る
こ
と
を
未
練
が
ま
し

い
行
為
と
捉
え
る
感
覚
が
出
て
き
た
こ
と
で
、「
忠
犬＝
ハ
チ
公
」神
話
の
象
徴
性
が
薄
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

（２７０１―１２）― １２ ―



問
５

傍
線
部
Ｄ「
待
ち
合
わ
せ
は
、
不
確
定
性
と
戯
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

９

。

�

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
た
待
ち
合
わ
せ
場
所
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
演
出
に
よ
っ
て
新
し
く
意
味
付
け
し
直
さ

れ
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
い
待
ち
合
わ
せ
は
、
待
ち
合
わ
せ
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
不
確
定
性
に
耐
え
る
も
の
か
ら
、
流
行
に
彩

ら
れ
た
都
市
空
間
に
身
を
投
じ
て
待
ち
合
わ
せ
と
い
う
状
況
を
消
費
し
て
い
く
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
や
遊
び
心
が
演
出
さ
れ
た
空
間
と
し
て
次
々
と
量
産
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ

に
と
も
な
い
待
ち
合
わ
せ
は
、
相
手
が
来
る
こ
と
を
じ
っ
と
待
ち
続
け
る
も
の
か
ら
、
流
行
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
空
間
の
な

か
で
、
待
ち
合
わ
せ
の
成
否
が
不
確
定
な
時
間
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
享
楽
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
わ
か
り
や
す
い
場
所
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
商
業
的
に
活
性
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
待
ち
合
わ
せ
場
所
の
選
定
に

お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
い
待
ち
合
わ
せ
は
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
相
手
と
会
っ
た
う
え
で
次
の
目
的
地
へ
と
移
動
す
る

行
為
か
ら
、
相
手
と
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
遊
ぶ
こ
と
ま
で
を
目
的
と
す
る
行
為
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
多
く
の
人
が
集
ま
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
各
所
に
生
産
さ
れ
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
感
覚
に
敏
感
な
若
者
に
よ
っ
て

新
し
い
待
ち
合
わ
せ
場
所
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
い
待
ち
合
わ
せ
は
、
有
名
な
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
相
手
を
待
ち

続
け
る
だ
け
の
受
動
的
な
行
為
か
ら
、
待
つ
こ
と
自
体
を
楽
し
む
能
動
的
な
行
為
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
６

本
文
の
表
現
上
お
よ
び
構
成
上
の
特
徴
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１０

。

�

新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
見
出
し
や
記
事
な
ど
当
時
の
資
料
を
引
用
し
な
が
ら
、
ハ
チ
公
や
待
ち
合
わ
せ
に
関
す
る
そ
の
時
代
の
人
び
と
の
考

え
や
感
性
を
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

�

議
論
の
対
象
で
あ
る
待
ち
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
本
文
の
前
半
部
分
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
そ
の
意
味
を
限
定
し
、
議
論
の
焦
点
を
整
理
し

た
う
え
で
考
察
を
進
め
て
い
る
。

�

古
く
か
ら
待
ち
合
わ
せ
場
所
と
し
て
有
名
な
ハ
チ
公
像
を
例
に
と
る
こ
と
で
、
待
ち
合
わ
せ
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
捉
え
方
の
歴
史
的
変
遷

を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

�

待
ち
合
わ
せ
に
関
す
る
複
数
の
研
究
者
の
見
解
を
提
示
し
た
り
、
複
数
の
具
体
例
を
考
察
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
提
起
し
た
問
い
に
対
す

る
多
様
な
結
論
を
示
し
て
い
る
。
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の

の

い
と
う

し
ゆ
ろ

は
る
の

す
み
か

第
２
問
次
の
文
章
は
、
野
々
井
透「
棕
櫚
を
燃
や
す
」（
二
〇
二
三
年
発
表
）の
一
節
で
あ
る
。
春
野（「
私
」）は
、
妹
の
澄
香
と
父
と
と
も
に
暮
ら
し
て

い
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
の
上
に
行
数
を
付
し
て
あ
る
。（
配
点

４５
）

も
く
れ
ん

ま
ぶ
た
を
開
く
と
、
木
蓮
の
枝
か
ら
、
白
い
は
な
び
ら
が
一
枚
真
下
に
落
ち
た
。

ち
よ
う

そ
れ
が
あ
ま
り
に
た
や
す
い
落
ち
方
だ
っ
た
の
で
、
だ
か
ら
、
も
う
家
の
中
に
入
ろ
う
と
父
に
声
を
か
け
よ
う
と
し
た
ら
、
蝶
の
羽
ば
た
き
み
た
い

な
ゆ
っ
く
り
と
不
規
則
な
砂
利
を
踏
む
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
澄
香
の
足
音
だ
。
サ
ー
モ
ン
ピ
ン
ク
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
に
黒
の
ラ
イ
ダ
ー
ス
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

を
着
た
澄
香
が
庭
へ
現
れ
る
。

「
た
だ
い
ま
」

「
お
か
え
り
」

澄
香
が
私
の
隣
に
座
る
と
、
窓
辺
の
空
気
が
た
ゆ
ん
だ
よ
う
に
な
り
、
か
ら
だ
か
ら
力
が
抜
け
て
ゆ
る
ん
で
ゆ
く
。

「
み
ん
な
の
ふ
つ
う
よ
り
、
大
事
な
の
は
き
み
の
ふ
つ
う
」隣
で
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
両
手
を
入
れ
た
ま
ま
の
澄
香
が
言
っ
た
。

「
な
に
そ
れ
？
」

「
今
日
、
ナ
バ
タ
メ
さ
ん
が
施
設
の
壁
面
に
設
置
し
た
町
会
の
懸
垂
幕
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
。
な
か
な
か
、
い
い
で
し
ょ
。
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
前
を

通
り
過
ぎ
る
ほ
と
ん
ど
の
人
は
気
付
い
て
な
い
み
た
い
だ
け
ど
」

「
な
か
な
か
、
い
い
か
も
」と
考
え
ず
に
返
答
す
る
。
通
常
か
ら
自
分
の
ふ
つ
う
を
優
先
し
過
ぎ
て
い
る
�
き
ら
い
の
あ
る
私
は
、
み
ん
な
の
中
に

い
る
と
不
安
に
な
る
。
あ
ま
り
興
味
の
な
い
こ
と
を
そ
れ
で
も
み
ん
な
と
笑
い
な
が
ら
話
し
て
い
る
と
、
体
温
が
低
く
な
っ
て
き
て
、
あ
あ
、
魚
類
に

な
り
た
い
、
な
ど
と
思
い
始
め
る
。
み
ん
な
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ふ
つ
う
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
自
分
の
ふ
つ
う
の
一
番
外
側
を
薄
っ
ぺ
ら
く

も
ろ

剝
ぎ
取
っ
て
く
っ
つ
け
合
わ
せ
た
よ
う
な
、
す
ぐ
に
で
も
破
れ
そ
う
な
球
体
み
た
い
な
も
の
で
、
脆
い
の
を
知
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
球
体
の
中
の
方

が
安
楽
だ
と
思
え
て
し
ま
う
Ａ
危
険
な
装
置
の
よ
う
で
、
呪
い
の
文
句
の
よ
う
だ
。
け
れ
ど
、
信
念
だ
と
か
、
誇
り
み
た
い
な
も
の
を
持
つ
こ
と

は
、
誰
か
に
対
す
る
暴
力
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
恐
れ
て
い
る
。

�１０１５
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「
家
に
帰
る
前
に
こ
の
懸
垂
幕
見
た
ら
、
な
ん
だ
か
後
押
し
さ
れ
る
気
が
す
る
の
」

「
後
押
し
っ
て
？
」と
澄
香
に
聞
く
。

「
ま
た
明
日
っ
て
思
え
る
こ
と
の
後
押
し
。
ま
た
明
日
今
日
と
同
じ
時
間
に
起
き
よ
う
、
と
か
、
ま
た
明
日
朝
礼
の
時
は
顔
を
上
げ
て
よ
う
、
と

か
、
ま
た
明
日
帰
り
に
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
寄
っ
て
魚
の
品
定
め
を
し
よ
う
と
か
、
た
だ
、
今
日
の
続
き
を
繰
り
返
せ
ば
大
丈
夫
っ
て
、
な
ん
と

な
く
思
え
る
気
が
す
る
」

ま
た
明
日
、
と
思
う
こ
と
が
簡
単
で
は
な
く
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
だ
ろ
う
。

み
ん
ち
よ
う
た
い

「
し
か
も
、
今
回
の
懸
垂
幕
の
フ
ォ
ン
ト
は
明
朝
体
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
」

「
そ
う
な
ん
だ
」

「
ゴ
シ
ッ
ク
体
よ
り
、
い
い
で
し
ょ
」

「
い
い
か
も
」と
や
は
り
考
え
ず
に
返
事
す
る
。

風
が
通
っ
て
ゆ
く
。（
注
�
）

棕
櫚
の
葉
先
が
揺
れ
る
。
こ
う
し
て
い
る
と
、
今
日
が
い
つ
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
だ
っ
た
。
昨
日
も
、
今
日

も
、
明
日
も
な
く
な
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
生
ま
れ
た
順
番
も
、
男
や
女
と
い
う
区
別
も
、
父
と
娘
と
い
う
関
係
も
取
っ
払
っ
て
、
い
っ
こ
ず
つ
の
た

だ
の
鉱
石
み
た
い
に
な
っ
て
こ
こ
に
転
が
っ
て
、
長
い
あ
い
だ
語
ら
い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
こ
の
星
が
滅
ん
で
も
、
石
に
な
っ
た
わ

た
し
た
ち
は
宇
宙
で
転
が
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。

Ｂ
澄
香
は
仕
事
や
同
僚
に
つ
い
て
、
毎
日
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
に
話
し
た
。
わ
た
し
た
ち
に
話
す
こ
と
が
、
世
界
を
納
得
す
る
た
め
の
彼
女
の

方
法
な
の
だ
と
思
う
。
澄
香
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
物
事
を
肯
定
的
に
納
得
し
な
が
ら
、
進
み
た
い
ひ
と
な
の
だ
。

毎
日
物
語
の
続
き
を
聴
い
て
い
る
よ
う
な
わ
た
し
た
ち
は
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
澄
香
の
働
い
て
い
る
場
所
を
細
部
ま
で
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で

し
わ

き
た
。
保
健
所
と
文
化
セ
ン
タ
ー
が
入
る
地
下
一
階
、
地
上
三
階
建
て
の
古
び
た
施
設
。
ス
ス
キ
の
よ
う
な
色
の
皺
の
付
き
に
く
い
布
地
の
制
服
を
着

て
、
清
掃
を
し
て
、
ゴ
ミ
の
回
収
と
分
別
を
行
い
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で
催
事
が
あ
る
と
き
は
集
会
室
に
パ
イ
プ
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
を
要
望
通
り
の
位
置

へ
並
べ
て
準
備
を
し
、
終
了
後
に
は
元
の
位
置
に
戻
す
。
保
健
所
で
こ
ど
も
た
ち
の
検
診
の
あ
っ
た
日
は
、
終
わ
っ
た
後
も
施
設
の
そ
こ
か
し
こ
に
彼

２０２５３０３５
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ら
の
声
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
声
ま
で
も
拾
い
集
め
る
よ
う
に
片
付
け
を
し
た
。
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、
そ
の
振
り
込
み
、
と
か
、
つ
く
っ
て
い

こ
う
、
誰
か
が
君
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
街
、
と
か
、
一
寸
先
は
少
し
明
る
い
は
ず
、
と
か
、
あ
な
た
と
一
緒
に（
注
�
）

月
し
ろ
を
待
つ
、
な
ど
と
書
か
れ
た

行
政
や
町
会
の
標
語
の
懸
垂
幕
を
施
設
の
外
壁
に
下
げ
る
。
こ
れ
は
ナ
バ
タ
メ
さ
ん
に
任
さ
れ
た
仕
事
で
、
こ
の
仕
事
を
任
さ
れ
る
と
一
人
前
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ナ
バ
タ
メ
さ
ん
は
こ
の
標
語
を
決
め
る
会
議
に
な
ぜ
か
時
折
参
加
し
て
い
る
ら
し
い（
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
文
言
は

本
当
に
外
壁
に
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
）。
掃
除
機
は
、
子
熊
く
ら
い
の
大
き
さ
と
重
さ
で
あ
り（
と
、
澄
香
が
言
う
）、
こ
れ
を
引
っ
張
り
な

が
ら
よ
く
滑
る
廊
下
を
移
動
し
て
行
く
。
掃
除
中
の
コ
ー
ド
は
、
歩
行
者
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
見
た
目
も
す
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、
壁
と
並
行
に
し
て
沿
わ
せ
て
移
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
化
セ
ン
タ
ー
の
第
四
金
曜
日
の
午
後
の
琴
の
サ
ー
ク
ル
の

時
空
を
曲
げ
る
よ
う
な
、
半
永
久
的
に
続
く
よ
う
な
弦
を
弾
く
音
を
聴
き
な
が
ら
、
階
段
の
滑
り
止
め
を
ひ
と
す
じ
ず
つ
掃
除
す
る
の
が
澄
香
の
一
番

好
き
な
作
業
だ
っ
た
。

ナ
バ
タ
メ
さ
ん
に
も
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。
漢
字
の
表
記
も
知
ら
な
い
。
で
も
、
彼
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
晴
れ
て
い
る
日
よ
り
も
、
曇
り

空
で
、
雨
の
降
る
直
前
の
匂
い
が
漂
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
の
が
似
合
う
ひ
と
。
澄
香
の
職
場
の
一
年
先
輩
で
年
齢
は
澄
香
よ
り
十
五
歳
上
の
四
十
四

や

歳
、
痩
せ
型
、
趣
味
は
川
釣
り
、
歩
い
て
い
る
と
誰
か
の
落
し
物
を
見
つ
け
て
拾
う
こ
と
が
多
く
て
、
宴
席
は
常
に
壁
寄
り
を
好
み
、
ず
っ
と
枝
豆
な

ん
か
を
つ
ま
ん
で
い
る
。
仕
事
の
手
順
や
職
場
の
ひ
と
と
の
付
き
合
い
方
と
い
う
よ
う
な
話
よ
り
も
、
昨
日
釣
っ
た
魚
や
そ
の
川
水
の
冷
た
さ
や
透
明

は

こ
け

さ
や
、
岩
に
這
う
苔
の
や
わ
ら
か
さ
、
そ
ん
な
こ
と
を
話
す
ひ
と
で
、
少
し
寂
し
が
り
で
、
夜
に
な
る
と
、
こ
れ
は
私
の
想
像
だ
け
ど
、
少
年
の
頃
か

ぺ
ん

ら
親
し
ん
で
い
る
詩
集
の
中
か
ら
そ
の
晩
に
ふ
さ
わ
し
い
一
篇
の
詩
を
選
び
出
し
、
そ
の
世
界
に
ゆ
っ
く
り
と
身
を
投
じ
て
ゆ
く
よ
う
に
読
ん
で
か
ら

眠
り
に
就
く
ひ
と
だ
。

澄
香
の
こ
の
職
場
は
彼
女
が（
注
�
）

美
大
を
卒
業
し
て
か
ら
幾
つ
目
だ
ろ
う
。
こ
の
前
は
商
店
街
に
あ
る
耳
鼻
科
の
受
付
だ
っ
た
。
耳
鼻
科
の
前
は（
注
�
）

�
�
�

ば
く
ろ
ち
よ
う

が
い
え
ん

号
線
の
向
こ
う
側
の
学
校
の
給
食
セ
ン
タ
ー
、
給
食
セ
ン
タ
ー
の
前
は （
注
�
）

馬
喰
町
の
布
問
屋
、
そ
の
前
は
外
苑
の
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
。
今
の
仕
事
は
私

と
同
じ
く
今
年
で
三
年
目
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
続
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

わ
た
し
た
ち
姉
妹
は
、
仕
事
が
長
続
き
し
な
い
。

４０４５５０５５
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ふ

「
そ
れ
で
も
働
き
続
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
上
出
来
じ
ゃ
な
い
」と
父
は
言
う
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
そ
う
か
、
と
簡
単
に
わ
た
し
た
ち
は
腑
に
落
ち

さ
さ
い

だ

し

る
。
父
は
些
細
な
こ
と
を
上
出
来
じ
ゃ
な
い
、
と
褒
め
る
。
出
汁
巻
き
た
ま
ご
が
少
し
破
れ
て
し
ま
っ
た
時
や
、（
注
�
）

切
り
返
し
を
し
な
が
ら
バ
ッ
ク
で
駐

車
を
し
た
時
や
、
忘
れ
物
に
気
が
付
い
て
急
い
で
家
に
取
り
に
戻
っ
た
時
。
新
し
い
仕
事
に
就
き
、
父
に
上
出
来
じ
ゃ
な
い
と
言
っ
て
も
ら
い
、
今
度

は
、
き
ち
ん
と
し
よ
う
と
毎
回
思
う
け
れ
ど
、
し
ば
ら
く
す
る
と
澄
香
は
物
事
を
納
得
で
き
な
く
な
り
、
私
は
Ｃ
水
越
し
に
見
る
よ
う
な
ぼ
や
け
た

ゆ
が

世
界
が
さ
ら
に
歪
ん
で
見
え
て
く
る
の
だ
っ
た
。

「
春
野
の
会
社
の
主
任
さ
ん
は
、
今
は
週
に
何
日
同
居
し
て
る
の
？
」

「
週
二
日
の
ま
ま
だ
よ
」

主
任
は
二
年
程
前
か
ら
妻
子
と
別
居
し
て
お
り
、
最
近
に
な
っ
て
妻
子
の
い
る
家
で
週
二
日
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

た
ぐ
い

「
週
休
二
日
か
」「
週
休
？

妻
子
と
過
ご
す
日
っ
て
休
日
の
類
な
の
か
な
？
」「
休
日
じ
ゃ
な
い
の
？
」「
で
も
、
同
居
の
前
日
は
、
主
任
夕
方
か
ら
電

話
の
か
け
違
い
が
�
や
た
ら
多
く
な
る
よ
」と
わ
た
し
た
ち
が
話
し
て
る
と
、
父
が
、
ま
あ
で
も
そ
れ
が
主
任
さ
ん
た
ち
の
ふ
つ
う
な
ん
で
し
ょ
う
、

と
言
っ
た
。

ひ
と
り
だ
っ
た
り
、
三
人
だ
っ
た
り
で
暮
ら
し
て
い
る
主
任
の
い
る
衛
生
用
品
を
扱
う
小
さ
な
商
社
が
、
私
の
三
つ
目
の
勤
め
先
だ
っ
た
。
急
行
の

と停
ま
ら
な
い
最
寄
り
駅
か
ら
歩
い
て
十
五
分
程
の
場
所
に
あ
る
そ
の
会
社
は
、
社
員
の
氏
名
を
ひ
と
り
ず
つ
言
え
る
く
ら
い
の
規
模
で
、
部
長
と
い
う

役
職
は
存
在
せ
ず
、
主
任
と
課
長
と
社
長
と
皆
同
じ
部
屋
で
仕
事
を
し
て
い
る
。
総
務
部
で
私
に
任
さ
れ
て
い
る
仕
事
は
、
文
房
具
や
備
品
の
補
充
を

し
た
り
、
交
通
費
や
出
金
請
求
の
申
請
書
の
受
付
を
し
た
り
、
年
末
の
全
社
員
で
行
う
親
睦
会
の
会
場
を
探
し
た
り
、
毎
年
参
加
す
る
地
域
の
盆
踊
り

大
会
の
手
伝
い
な
ど
で
、
毎
週
、
毎
月
、
季
節
ご
と
に
決
め
ら
れ
た
こ
と
に
対
処
し
て
い
く
も
の
だ
っ
た
。
何
か
を
変
え
よ
う
と
か
、
変
え
な
い
と

か
、
ど
ち
ら
も
自
分
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
と
思
う
た
め
に
、
結
局
変
わ
ら
な
い
よ
ね
、
と
批
評
し
て
い
る
ひ
と
の
�
は
す
向
か
い
辺
り
で
そ
の
話

を
聞
い
て
い
る
よ
う
な
私
の
働
き
方
の
姿
勢
は
、
三
つ
目
の
会
社
へ
移
っ
て
も
同
じ
だ
っ
た
。

「
私
の
ふ
つ
う
は
、
ど
ん
な
だ
ろ
う
な
あ
」さ
ら
さ
ら
と
父
が
言
っ
た
。

父
は
、
さ
も
あ
り
な
ん
、
と
い
う
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
の
ひ
と
で
、
さ
も
あ
り
な
ん
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
さ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
父
が

６０６５７０７５

（２７０１―１９）― １９ ―



言
う
と
澄
香
と
私
は
く
っ
つ
き
過
ぎ
た
気
持
ち
と
自
分
の
間
に
隙
間
が
で
き
て
、
執
着
し
て
い
た
気
持
ち
を
、
つ
い
と
手
放
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き

る
の
だ
っ
た
。
未
練
な
く
手
放
し
た
そ
の
気
持
ち
は
、
あ
っ
さ
り
と
た
だ
の「
も
の
」の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
Ｄ
だ
か
ら
父
の
さ
も
あ
り
な
ん

は
、
澄
香
と
私
を
楽
に
し
て
く
れ
る
。

（
注
）
�

棕
櫚

や
し
科
の
常
緑
高
木
。

�

月
し
ろ

月
が
出
よ
う
と
す
る
時
、
空
が
明
る
く
し
ら
ん
で
見
え
る
こ
と
。

�

美
大

美
術
大
学
の
略
。

�

�
�
�
号
線

東
京
都
か
ら
静
岡
県
に
至
る
国
道
。

�

馬
喰
町

東
京
都
内
の
地
名
。
直
後
の
外
苑（
明
治
神
宮
外
苑
）も
同
じ
。

�

切
り
返
し

一
方
に
回
し
た
ハ
ン
ド
ル
を
反
対
に
回
し
て
、
車
の
進
行
方
向
を
修
正
す
る
こ
と
。

８０
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問
１

傍
線
部
�
〜
�
の
語
句
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１１

〜

１３

。

�

き
ら
い
の
あ
る

１１

�������
�

特
色
あ
る
性
質
を
持
つ

�

気
ま
ぐ
れ
な
性
格
を
持
つ

�

好
ま
し
く
な
い
傾
向
を
持
つ

�

人
目
に
つ
く
特
徴
を
持
つ

�

や
た
ら

１２

�������
�

急
に

�

極
端
に

�

確
か
に

�

妙
に

�

は
す
向
か
い

１３

�������
�

斜
め
前

�

真
正
面

�

隣
り
合
わ
せ

�

背
中
合
わ
せ

（２７０１―２１）― ２１ ―



問
２

傍
線
部
Ａ「
危
険
な
装
置
の
よ
う
で
、
呪
い
の
文
句
の
よ
う
だ
」と
あ
る
が
、「
み
ん
な
の
中
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ふ
つ
う
と
呼
ば
れ
る
も
の
」

（
１４
行
目
）を「
私
」が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１４

。

�

み
ん
な
の「
ふ
つ
う
」は
、
信
頼
で
き
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
と
同
じ
と
い
う
安
心
感
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ

り
、「
私
」の
心
の
な
か
に
少
数
派
へ
の
優
越
感
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

�

み
ん
な
の「
ふ
つ
う
」は
、
い
つ
ま
で
維
持
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
守
ら
れ
た
世
界
に
い
る
と
い
う
心
地
よ
さ
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、「
私
」の
内
向
的
な
性
質
を
よ
り
強
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

�

み
ん
な
の「
ふ
つ
う
」は
、
必
ず
し
も
正
し
い
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
う
べ
き
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
い
る
も

の
で
あ
り
、「
私
」の
感
性
を
少
し
ず
つ
鈍
化
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
。

や
す

�

み
ん
な
の「
ふ
つ
う
」は
、
確
か
な
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
と
同
じ
と
い
う
易
き
に
流
れ
る
傾
向
を
生
み
出
す
も
の

で
あ
り
、「
私
」の
意
識
や
行
動
を
知
ら
ず
知
ら
ず
に
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

（２７０１―２２）― ２２ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
澄
香
は
仕
事
や
同
僚
に
つ
い
て
、
毎
日
の
よ
う
に
わ
た
し
た
ち
に
話
し
た
。」と
あ
る
が
、
澄
香
に
と
っ
て
話
を
す
る
こ
と
に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１５

。

�

澄
香
は
、
仕
事
の
内
容
や
同
僚
の
人
柄
に
つ
い
て
鮮
明
に
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
仕
事
へ
の
熱
意
が
維
持
で
き
な
い
自
分
を
克
服
し
て
今

の
仕
事
に
愛
着
と
こ
だ
わ
り
を
持
と
う
と
し
て
い
る
。

�

澄
香
は
、
職
場
で
の
些
細
な
出
来
事
も
肯
定
的
に
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
い
今
の
仕
事
に
は
興
味
を
も
っ
て
取
り
組
め

て
い
る
こ
と
を
私
や
父
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

�

澄
香
は
、
仕
事
の
内
容
や
同
僚
の
人
柄
に
つ
い
て
細
部
ま
で
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
の
自
分
の
仕
事
や
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
受
け
と

め
て
日
々
の
生
活
を
前
向
き
に
送
ろ
う
と
し
て
い
る
。

�

澄
香
は
、
職
場
で
の
些
細
な
出
来
事
も
面
白
が
っ
て
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
の
仕
事
や
置
か
れ
て
い
る
環
境
に
対
す
る
不
満
を
取
る
に

足
ら
な
い
も
の
と
し
て
納
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（２７０１―２３）― ２３ ―



問
４

傍
線
部
Ｃ「
水
越
し
に
見
る
よ
う
な
ぼ
や
け
た
世
界
が
さ
ら
に
歪
ん
で
見
え
て
く
る
」と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
世
界
を
見
る「
私
」に
つ
い
て
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１６

。

�

周
囲
の
人
が
話
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
自
分
も
興
味
を
持
と
う
と
懸
命
に
な
る
が
、
周
り
に
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
に
対
し
て
難
し
さ
を
覚

え
そ
の
よ
う
な
環
境
か
ら
次
第
に
逃
れ
た
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
人
と
の
関
わ
り
に
ま
す
ま
す
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。

�

料
理
や
運
転
な
ど
の
些
細
な
こ
と
に
も
し
っ
か
り
と
取
り
組
も
う
と
す
る
が
、
い
つ
も
小
さ
な
失
敗
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
思

う
よ
う
に
生
き
ら
れ
な
い
自
分
と
い
う
存
在
に
段
々
と
納
得
が
い
か
な
く
な
り
、
勤
め
先
か
ら
も
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
し
ま
う
。

�

あ
ま
り
興
味
の
な
い
話
題
で
あ
っ
て
も
周
囲
の
人
々
が
笑
っ
て
い
れ
ば
同
調
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
本
来
の
自

分
か
ら
は
徐
々
に
か
け
離
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
、
も
と
も
と
あ
っ
た
周
囲
と
の
距
離
や
隔
た
り
が
さ
ら
に
広
が
っ
て
し
ま
う
。

�

新
し
い
会
社
で
働
き
始
め
る
た
び
に
今
度
こ
そ
長
く
勤
め
た
い
と
思
う
が
、
何
か
を
変
え
た
い
の
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
同
僚
の
会
社
へ

の
批
判
を
聞
い
て
い
る
と
、
そ
う
し
た
意
思
が
な
い
自
分
は
同
僚
と
違
っ
て
い
る
と
い
う
疎
外
感
を
い
っ
そ
う
覚
え
て
し
ま
う
。

（２７０１―２４）― ２４ ―



問
５

傍
線
部
Ｄ「
だ
か
ら
父
の
さ
も
あ
り
な
ん
は
、
澄
香
と
私
を
楽
に
し
て
く
れ
る
。」と
あ
る
が
、「
私
」が
捉
え
て
い
る
父
の
人
物
像
と
、
そ
の
父

に
影
響
さ
れ
た「
私
」の
変
化
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１７

。

�

父
は
娘
た
ち
の
仕
事
が
長
続
き
し
な
い
こ
と
よ
り
も
働
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
、
ま
た
日
常
の
些
細
な
失
敗
に
対
し
て
も
達
成
で

き
た
こ
と
に
目
を
向
け
さ
せ
る
よ
う
に
、
物
事
を
積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
父
の
姿
勢
や
言
動
に
よ
っ
て
、「
私
」

は
自
身
の
物
事
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
を
省
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

�

父
は
姉
妹
の
仕
事
が
長
く
続
か
な
い
こ
と
に
対
し
て
も
働
い
て
い
る
だ
け
で
上
出
来
だ
と
認
め
て
心
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
、
ま
た
主
任
と

妻
子
に
つ
い
て
の
話
も
さ
り
げ
な
く
打
ち
切
る
よ
う
に
、
困
難
を
抱
え
た
人
に
繊
細
に
気
を
配
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
父
の
姿
勢
や
言
動
に

よ
っ
て
、「
私
」は
自
責
の
念
を
捨
て
冷
静
に
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

�

父
は
仕
事
が
長
続
き
し
な
い
姉
妹
に
対
し
て
も
非
難
せ
ず
、
ま
た
主
任
と
妻
子
の
暮
ら
し
方
に
つ
い
て
も
特
別
視
せ
ず
自
然
に
受
け
と
め

て
い
る
よ
う
に
、
人
の
様
々
な
生
き
方
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
父
の
姿
勢
や
言
動
に
よ
っ
て
、「
私
」は
自
身
の

生
き
づ
ら
さ
に
と
ら
わ
れ
る
気
持
ち
か
ら
距
離
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

�

父
は
日
常
の
些
細
な
こ
と
を
上
出
来
だ
と
褒
め
た
り
、
仕
事
が
長
く
続
か
な
い
こ
と
に
対
し
て
も
働
き
続
け
て
い
る
点
に
目
を
向
け
た
り

す
る
よ
う
に
、
娘
た
ち
に
自
身
の
勝
手
な
期
待
や
理
想
を
押
し
つ
け
な
い
人
物
で
あ
り
、
そ
の
父
の
姿
勢
や
言
動
に
よ
っ
て
、「
私
」は
と
ら

わ
れ
て
い
た
自
己
像
を
手
放
し
て
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（２７０１―２５）― ２５ ―



問
６

次
の
ノ
ー
ト
は
、
Ａ
さ
ん
が
こ
の
作
品
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。【
ノ
ー
ト
前
半
】で
は
、
本
文
中
で
気
に
な
っ
た
表

現
を
抜
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
考
え
た
。【
ノ
ー
ト
後
半
】で
は【
ノ
ー
ト
前
半
】で
の
考
察
を
ふ
ま
え
、
他
に
も
澄
香
の
話
を
聴

い
て
い
る「
私
」の
様
子
が
確
認
で
き
る
箇
所
を
抜
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る「
私
」の
あ
り
方
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
ノ
ー
ト
を
読
み
、
後

の
�
・
�
の
問
い
に
答
え
よ
。

【
ノ
ー
ト
前
半
】

〇
気
に
な
っ
た
表
現＝
括
弧
が
付
い
て
い
る
と
こ
ろ

◆
４１
〜
４２
行
目「（
け
れ
ど
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
本
当
に
外
壁
に
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
）」

◆
４２
行
目「（
と
、
澄
香
が
言
う
）」

←

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と：
「
私
」は
、
澄
香
が
言
う
こ
と
を

Ｘ

。

（２７０１―２６）― ２６ ―



�

空
欄

Ｘ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１８

。

�

事
実
と
し
て
そ
の
ま
ま
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

�

彼
女
の
心
の
内
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
冷
静
に
分
析
し
て
い
る

�

三
人
で
楽
し
む
た
め
の
手
段
と
し
て
極
力
遮
ら
ず
に
聴
い
て
い
る

�

作
り
話
と
し
て
疑
い
の
念
を
も
っ
て
聴
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（２７０１―２７）― ２７ ―



【
ノ
ー
ト
後
半
】

〇
他
に
も
澄
香
の
話
を
聴
い
て
い
る「
私
」の
様
子
が
確
認
で
き
る
箇
所

◆
２８
〜
３１
行
目「
昨
日
も
、
今
日
も
、
明
日
も
な
く
な
り
、
〜
わ
た
し
た
ち
は
宇
宙
で
転
が
っ
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。」

◆
３４
〜
３５
行
目「
毎
日
物
語
の
続
き
を
聴
い
て
い
る
よ
う
な
わ
た
し
た
ち
は
、
行
っ
た
こ
と
の
な
い
澄
香
の
働
い
て
い
る
場
所
を
細
部
ま
で

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
た
。」

◆
４７
〜
５３
行
目「
ナ
バ
タ
メ
さ
ん
に
も
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。
〜
眠
り
に
就
く
ひ
と
だ
。」

←

こ
れ
ら
の
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る「
私
」の
あ
り
方：

毎
日
の
よ
う
に
澄
香
の
話
を
聴
く「
私
」は

Ｙ

。

（２７０１―２８）― ２８ ―



�

空
欄

Ｙ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

１９

。

つ
か

�

妹
や
父
と
の
語
ら
い
を
困
難
の
多
い
日
常
を
離
れ
ら
れ
る
束
の
間
の
休
息
と
感
じ
て
お
り
、
澄
香
の
話
に
描
か
れ
る
世
界
に
自
分
も
身

を
置
き
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
つ
も
大
事
に
し
て
い
る

�

妹
や
父
と
の
語
ら
い
を
時
間
の
経
過
も
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
没
頭
で
き
る
も
の
と
感
じ
て
お
り
、
澄
香
の
話
を
何
気
な
く
聴
き
続
け
る

日
常
の
尊
さ
を
自
分
の
心
に
刻
み
込
も
う
と
意
識
し
て
い
る

�

妹
や
父
と
の
語
ら
い
を
日
常
の
し
が
ら
み
や
束
縛
か
ら
離
れ
ら
れ
る
瞬
間
と
感
じ
て
お
り
、
澄
香
の
話
に
自
分
の
あ
る
べ
き
生
き
方
が

示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
隅
々
に
ま
で
注
意
を
向
け
て
い
る

�

妹
や
父
と
の
語
ら
い
を
現
実
の
時
間
や
関
係
性
か
ら
離
れ
た
心
地
よ
い
も
の
と
感
じ
て
お
り
、
澄
香
の
話
を
想
像
を
交
え
て
受
け
入
れ

る
こ
と
で
自
分
の
日
常
と
は
異
な
る
世
界
を
持
ち
得
て
い
る

（２７０１―２９）― ２９ ―



第
３
問
Ｌ
さ
ん
は
、「
本
を
デ
ジ
タ
ル
機
器
で
読
む
こ
と
」を
テ
ー
マ
に
資
料
を
集
め
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
こ
と
に
し
た
。【
資
料
Ⅰ
】と【
資
料
Ⅱ
】は

集
め
た
資
料
を
Ｌ
さ
ん
が
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
、【
資
料
Ⅲ
】は
新
聞
記
事
の
抜
粋
で
あ
る
。
Ｌ
さ
ん
は
、
資
料
を
集
め
な
が
ら
レ
ポ
ー
ト
の【
構
成

案
】の
検
討
も
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
３
）に
答
え
よ
。（
配
点

２０
）

【資料Ⅰ】 学校読書調査より

調査者：全国学校図書館協議会 調査年：２０２２年

調査対象：日本全国の中学生４５５２名、高校生４８０６名

表１ スマホやタブレット（注�）で電子書籍を読んだことがある
生徒の割合（％）

５２．８

６１．０

中学生

高校生

表２ 電子書籍で読んだのはどのようなものか（％）

図 鑑

４．２

２．４

※表�の調査では、電子書籍を「読んだことがある」と答えた人だ
けが対象となり、複数回答が可とされた。「その他」「無効・不
明」にあたる回答は除外してある。

事典や
辞典

５．６

８．０

マンガ

８２．９

８３．３

ノンフィ
クション

１３．９

１１．８

物語・小説
・おはなし

５６．０

５３．８

中学生

高校生

（『学校図書館』２０２２年１１月号をもとに作成）

（注） � スマホやタブレット それぞれスマートフォン、タブ
レット端末のこと。デジタル機器。

（２７０１―３０）― ３０ ―



【資料Ⅱ】 PISA（生徒の学習到達度調査）より

調査者：各国の調査組織や国際組織 調査年：２０１８年

調査対象：１５歳の生徒（アメリカ４８１１名、日本６１０９名、ドイツ５４３１名）

表３ 本を読む媒体としてどちらをよく用いるかの割合（％）

本は、紙でもデ
ジタル機器でも
同じくらい読む

１８．０

１５．６

１３．５

１３．４

本はデジタル
機器で読むこ
との方が多い

１６．３

１３．２

１１．３

１４．９

本は紙で読む
ことの方が多
い

３５．１

４５．５

３５．３

３６．５

本をまったく、
またはほとんど
読まない

３０．６

２５．７

３９．９

３５．３

アメリカ

日 本

ドイツ

OECD
平均（注�）

表４ 表３の回答別に見た読解力の平均得点

本は、紙でもデ
ジタル機器でも
同じくらい読む

５２６

５２０

５２８

５０６

本はデジタル
機器で読むこ
との方が多い

４９４

４７６

４７９

４７４

本は紙で読む
ことの方が多
い

５４３

５３６

５５２

５２６

本をまったく、
またはほとんど
読まない

４６５

４５８

４７５

４５６

アメリカ

日 本

ドイツ

OECD平均

（国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能�』をもとに作成）

（注） � OECD平均 OECDはこの調査の実施主体になった国際機関で、経済協力開
発機構のこと。ここではアメリカ、日本、ドイツを含む加盟国の平均を指す。

（２７０１―３１）― ３１ ―



【資料Ⅲ】 新聞記事のデータベースより

国会図書館（注�）「デジタルシフト」加速

「デジタル化の波は文明史の転換点。グーテンベルク革命（注�）に類する、いや
よしなが

もっと大きな転換点といえるかもしれない」。就任�年目になる国会図書館の吉永
もとのぶ

元信館長が、そう切り出した。

２０００年前後から進んできたデジタル展開が、コロナ禍で閉館を余儀なくされた

のを機に、一気に加速した。絶版資料などの個人送信を認める著作権法改正を弾み

にした形で、２１年から�年間のビジョン「デジタルシフト」が策定された。

特に力を入れているのがインターネットでの資料提供だ。制限なしに誰でも読め

る６０万点のほか、利用者登録をすれば絶版などで入手困難な資料１８４万点が閲覧

できる。昨年から個人のパソコンやスマホで読めるようになり、約１６万�千人の

利用があった。館内のみ閲覧可能な資料も１１２万点ある。

視覚障害者向けに約２４７万点の全文テキストをダウンロードできる、バリアフ

リーのサービスも始まっている。

書籍、雑誌、新聞、博士論文、音源など４６８５万点超にも及ぶ所蔵資料のデジタ

ル化も重点策の一つだ。書籍については国内で１９９０年前後までに刊行された資料

の作業が進み、２０２５年までに新たに２０世紀中の１００万冊（国内）を目標にしている

という。一方、書籍などと同様、デジタル資料の収集と長期保存もめざしている。

（「朝日新聞」２０２３年１１月�日朝刊による）

（注） � 国会図書館 国立国会図書館のこと。国内の出版物を網羅的に収集・保存す
る。
� グーテンベルク革命 ここでは、１５世紀にドイツのグーテンベルクが近代的
な印刷技術を発明したことを指す。

（２７０１―３２）― ３２ ―



【構成案】

タイトル 本を読むときのデジタル機器の利用について

序論 レポートで書きたいことの要点を示す

本論� 本を読む側の立場から

［事例］ 中学生や高校生の状況

・日本の中学生と高校生の電子書籍の利用状況

・デジタル機器で読むことに関する国際調査の結果

本論� 本を提供する側の立場から

［事例］ 国会図書館の取組み

・デジタルの資料がどれだけあり、どのように利用できるか

・デジタル化に関するこれまでの状況とこれからの見通し

本論� 本論�・�をふまえた自分の意見

Ｘ

結論 レポートで書いたことの要点をまとめる

（２７０１―３３）― ３３ ―



問
１

Ｌ
さ
ん
は【
構
成
案
】の
本
論
�
に
関
連
し
て
、【
資
料
Ⅰ
】と【
資
料
Ⅱ
】の
調
査
結
果
か
ら
わ
か
る
こ
と
や
考
察
で
き
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理

す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２０

。

�
【
資
料
Ⅰ
】
―
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
電
子
書
籍
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
生
徒
の
割
合
と
、
そ
の
う
ち
ど
れ
だ
け
の
割
合
の
生
徒
が
表
２

の
各
種
の
本
を
電
子
書
籍
で
読
ん
だ
と
回
答
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

�
【
資
料
Ⅰ
】
―
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
電
子
書
籍
を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
生
徒
の
割
合
と
、
そ
の
生
徒
た
ち
が
表
２
の
本
の
う
ち
電
子
書

籍
で
ど
の
よ
う
な
も
の
を
最
も
よ
く
読
む
と
回
答
し
た
か
の
割
合
が
わ
か
る
。

�
【
資
料
Ⅱ
】
―
日
常
的
に
本
を
読
む
媒
体
と
し
て
、
各
国
の
生
徒
が
紙
と
デ
ジ
タ
ル
機
器
を
ど
の
よ
う
に
使
い
わ
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
そ
の
よ
う
な
読
書
習
慣
と
読
解
力
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
。

�
【
資
料
Ⅱ
】
―
日
常
的
に
本
を
読
む
媒
体
と
し
て
、
紙
と
デ
ジ
タ
ル
機
器
の
ど
ち
ら
を
よ
り
多
く
利
用
す
る
生
徒
が
各
国
で
ど
れ
だ
け
い
る

か
に
つ
い
て
、
お
よ
び
、
そ
の
よ
う
な
読
書
習
慣
と
読
解
力
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
で
き
る
。

�

【
資
料
Ⅰ
】
―
�

【
資
料
Ⅱ
】
―
�

	

【
資
料
Ⅰ
】
―
�

【
資
料
Ⅱ
】
―
�




【
資
料
Ⅰ
】
―
�

【
資
料
Ⅱ
】
―
�

�

【
資
料
Ⅰ
】
―
�

【
資
料
Ⅱ
】
―
�

（２７０１―３４）― ３４ ―



問
２

Ｌ
さ
ん
は
、【
構
成
案
】の
本
論
�
と
し
て
書
く
内
容
を【
資
料
Ⅲ
】を
も
と
に
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
の
�
・
�
の
問
い
に

答
え
よ
。

�

Ｌ
さ
ん
は
、
国
会
図
書
館
に
デ
ジ
タ
ル
の
資
料
が
ど
れ
だ
け
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
利
用
で
き
る
か
に
つ
い
て
、【
資
料
Ⅲ
】に
書
い
て
あ
る

こ
と
を
図
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
図
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２１

。インターネットで閲覧可能

制限なし
60　万点

利用者登録が必要
184　万点

デジタルの資料

館内のみ
閲覧可能
112　万点

館内のみ閲覧可能
利用者登録
が必要
184　万点

利用者登録
は不要
112　万点

デジタルの資料

インターネット
で制限なく
閲覧可能
60　万点

インターネットで閲覧可能

制限なし
60　万点

利用者登録が必要
184　万点

デジタルの資料
館内のみ
閲覧可能な
紙の資料
112　万点

インターネット
で制限なく
閲覧可能
60　万点

利用者登録
すれば館内で
閲覧可能
184　万点

デジタルの資料
館内のみ
閲覧可能な
紙の資料
112　万点

（２７０１―３５）― ３５ ―



�

Ｌ
さ
ん
は
、
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
取
組
み
の
こ
れ
ま
で
の
状
況
と
こ
れ
か
ら
の
見
通
し
に
つ
い
て
、【
資
料
Ⅲ
】に
書
い
て
あ
る
こ

と
を
要
約
し
て
情
報
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

２２

。

�

二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
国
会
図
書
館
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
資
料
提
供
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
そ
の
動
き
が
加
速
し
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
所
蔵
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
始
ま
っ
た
。
今
後
は
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
収
集
も
め
ざ
し
て
い
る
。

�

二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
進
ん
だ
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
展
開
は
、
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
加
速
し
た
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
も
始

ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
よ
り
多
く
の
所
蔵
資
料
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
長
期
保
存
も
め
ざ
し
て
い
る
。

�

国
会
図
書
館
は
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
資
料
提
供
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

二
〇
世
紀
中
の
一
〇
〇
万
冊
の
書
籍
の
デ
ジ
タ
ル
化
も
始
ま
っ
た
。
今
後
は
書
籍
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
収
集
も
め
ざ
し
て
い
る
。

�

国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
展
開
は
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
進
ん
で
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
そ
れ
が
さ
ら
に
加
速
し
た
。
バ
リ
ア
フ

リ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
も
始
ま
っ
た
。
所
蔵
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
進
ん
で
お
り
、
デ
ジ
タ
ル
資
料
の
収
集
と
長
期
保
存
も
め
ざ
し
て
い
る
。

（２７０１―３６）― ３６ ―



問
３

Ｌ
さ
ん
は
、
本
論
�
に
書
く
自
分
の
意
見
を【
構
成
案
】の
空
欄

Ｘ

に
書
く
こ
と
に
し
た
。
次
の
�
〜
�
の
う
ち
、
書
く
内
容
と
し

て
適
当
で
な
い
も
の
を
二
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

２３

・

２４

。

�

【
資
料
Ⅰ
】か
ら
、
電
子
書
籍
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
本
の
種
類
と
し
て
マ
ン
ガ
を
挙
げ
る
生
徒
が
多
か
っ
た
と
確
認
で
き
る
。
電
子
書
籍

の
普
及
の
た
め
に
は
、
マ
ン
ガ
の
よ
う
に
身
近
な
も
の
か
ら
利
用
を
促
進
す
る
の
が
効
果
的
で
は
な
い
か
。

�

【
資
料
Ⅰ
】か
ら
、
事
典
や
辞
典
、
図
鑑
に
つ
い
て
は
、
電
子
書
籍
で
な
く
紙
で
読
む
生
徒
が
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
効
率
的
な
情
報

収
集
の
た
め
に
も
、
事
典
や
辞
典
、
図
鑑
に
つ
い
て
電
子
書
籍
の
利
用
を
広
め
る
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
か
。

�

【
資
料
Ⅱ
】か
ら
、
ど
の
国
で
も
本
を
あ
ま
り
読
ま
な
い
生
徒
の
読
解
力
は
読
む
生
徒
よ
り
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
読
解
力
の
向
上
に
は
、

紙
の
本
だ
け
で
な
く
デ
ジ
タ
ル
機
器
も
活
用
し
て
読
書
に
親
し
む
機
会
を
増
や
す
と
有
効
で
は
な
い
か
。

�

【
資
料
Ⅱ
】か
ら
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
の
生
徒
は
読
解
力
が
高
い
傾
向
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
両
国
の
デ
ジ
タ
ル
展
開
が

先
進
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
日
本
も
学
ぶ
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。

�

【
資
料
Ⅲ
】か
ら
、
関
連
の
法
律
が
整
備
さ
れ
る
と
デ
ジ
タ
ル
の
資
料
を
よ
り
多
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル

の
資
料
を
利
用
し
や
す
く
す
る
に
は
、
法
律
面
で
も
取
組
み
を
進
め
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

（２７０１―３７）― ３７ ―



�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

第
４
問
次
の
文
章
は
、『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』の
一
節
で
あ
る
。
主
人
公
の
女
君
は
女
性
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
、
男
性
と
し
て
宮
中
で
活
躍
し
て
い

ご
ん

た
。
と
こ
ろ
が
、
権
中
納
言（
本
文
で
は「
殿
」）に
そ
の
秘
密
が
見
破
ら
れ
、
迫
ら
れ
て
契
り
を
結
ん
だ
。
そ
の
後
、
妊
娠
し
た
女
君
は
都
か
ら
離
れ
た

宇
治
に
住
ま
わ
さ
れ
、
子
ど
も（
本
文
で
は「
若
君
」）を
出
産
し
た
が
、
結
局
、
女
君
は
兄
弟
の
助
け
を
借
り
て
ひ
そ
か
に
宇
治
か
ら
脱
出
し
た
。
こ
れ

を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
５
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
の
段
落
に
�
〜
�
の
番
号
を
付
し
て
あ
る
。（
配
点

４５
）

め
の
と

み
か
う
し

�

宇
治
に
は
、
若
君
の
御
乳
母
、
明
く
る
ま
で（
注
�
）

帰
り
た
ま
は
ね
ば
あ
や
し
と
思
ふ
に
、
御
格
子
な
ど
参
る
ほ
ど
ま
で
見
え
た
ま
は
ず
。
人
々
尋
ね
あ

く
ま
ぐ
ま

や
し
が
り
き
こ
ゆ
る
に
、
言
は
む
方
な
く
あ
き
れ
て
、
思
ひ
寄
る
ま
じ
き
も
の
の
隈
々
な
ど
ま
で
尋
ね
求
め
た
て
ま
つ
る
に
、
�
い
づ
く
に
か
お

は
せ
む
。
言
ふ
か
ひ
な
く
思
ひ
ま
ど
ふ
ほ
ど
に
、
殿
お
は
し
た
る
に
、
か
う
か
う
と
聞
こ
え
さ
す
れ
ば
、
う
ち
聞
き
た
ま
ふ
よ
り
か
き
く
ら
し
心
ま

ふ
る
さ
と

ど
ひ
た
ま
ひ
て
、
も
の
も
お
ぼ
え
た
ま
は
ず
。「
さ
て
も
、
い
か
な
り
し
こ
と
ぞ
。
Ａ
日
ご
ろ
い
か
な
る
け
し
き
か
見
え
た
ま
ひ
し
。 （
注
�
）

古
里
の
わ
た

り
よ
り
訪
れ
寄
る
人
や
あ
り
し
」と
問
ひ
た
ま
ふ
を
、（
注
�
）

我
さ
へ
騒
が
れ
ぬ
べ
け
れ
ば
、
乳
母
も
ａ
え
申
し
出
で
ず
、「
さ
る
御
け
し
き
も
え
見
え
は

ひ
と

べ
ら
ず
。
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
は
さ
り
げ
な
く
て
、
一
と
こ
ろ
お
は
し
ま
す
ほ
ど
は
、
若
君
を
目
も
放
た
ず
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
つ

つ
、
う
ち
忍
び
泣
き
明
か
し
暮
ら
さ
せ
た
ま
ひ
し
を
ば
、
世
の
中
に
恨
め
し
く
も
お
ぼ
つ
か
な
く
も
思
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
人
や
お
は
し
ま
す
ら

お
ぼ

む
な
ど
こ
そ
、
心
苦
し
く
見
た
て
ま
つ
り
は
べ
り
し
か
。
か
う
ざ
ま
に
思
し
め
し
な
る
ら
む
御
け
し
き
と
つ
ゆ
も
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
き
」と
聞
こ

ゆ
る
に
、
言
は
む
方
な
し
。

か
く

�
（
注
�
）

限
り
な
く
の
み
も
て
か
し
づ
か
れ
た
り
し
身
を
、
い
と
か
く
忍
び
隠
ろ
へ
た
る
さ
ま
に
て
、（
注
�
）

あ
な
た
ざ
ま
の
こ
と
を
心
に
入
れ
て
扱
ひ
つ
つ
、
こ

な

こ
に
は
あ
り
も
つ
か
ず
	
都
が
ち
に
あ
く
が
れ
た
り
つ
る
を
、
げ
に
い
か
に
見
も
馴
ら
は
ず
あ
や
し
く
あ
い
な
し
と
ｂ
思
し
け
む
を
、
う
ち
見
る

に
は
す
べ
て
さ
り
げ
な
く
や
す
ら
か
な
り
し
御
け
し
き
あ
り
さ
ま
の
、
か
へ
す
が
へ
す
見
る
と
も
見
る
と
も
飽
く
世
な
く
め
で
た
か
り
し
恋
し
さ

た

の
、
や
ら
む
方
な
く
、
時
の
ほ
ど
に
心
地
も
か
き
乱
り
、
来
し
方
行
く
末
も
お
ぼ
え
ず
、
か
な
し
く
堪
へ
が
た
き
に
、
巡
り
あ
ひ
尋
ね
あ
は
む
こ
と

ゑ

お
ぼ
え
ず
、
い
か
に
せ
む
と
か
な
し
き
に
、
若
君
の
か
か
る
こ
と
や
あ
ら
む
と
も
知
ら
ず
顔
に
何
心
な
き
御
笑
み
顔
を
見
る
が
、（
注


）

限
り
と
思
ひ
と
ぢ

（２７０１―３８）― ３８ ―



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

む
る
世
の
ほ
だ
し
と
い
と
ど
捨
て
が
た
く
あ
は
れ
な
る
に
も
、
ｃ
あ
は
れ
、
か
か
る
人
を
見
捨
て
た
ま
ひ
け
む
心
強
さ
こ
そ
と
思
へ
ど
、
あ
さ
ま

し
く
、
こ
と
わ
り
は
か
へ
す
が
へ
す
も
言
ひ
や
る
方
な
く
、
胸
く
だ
け
て
く
や
し
く
い
み
じ
く
、
人
の
御
つ
ら
さ
も
限
り
な
く
思
ひ
知
ら
る
。

ふ

お
ま
し
ど
こ
ろ

ぞ

�

臥
し
た
ま
ひ
し
御
座
所
に
脱
ぎ
捨
て
た
ま
へ
り
し
御
衣
ど
も
の
と
ま
れ
る
に
ほ
ひ
、
た
だ
あ
り
し
人
な
る
を
、
引
き
着
て
、
ｄ
よ
よ
と
泣
か
れ

な
ご
り

あ
い
ぎ
や
う

た
ま
ふ
。
か
ば
か
り
の
こ
と
を
夢
に
見
む
だ
に
覚
め
て
の
名
残
ゆ
ゆ
し
か
る
べ
し
、
か
た
ち
け
は
ひ
の
言
ふ
方
な
く
愛
敬
づ
き
に
ほ
ひ
満
ち
て
、

憂
き
も
つ
ら
き
も
あ
は
れ
な
る
も
、
い
と
に
く
か
ら
ず
心
う
つ
く
し
げ
に
う
ち
言
ひ
な
し
た
ま
ひ
し
恋
し
さ
の
、
さ
ら
に
た
と
へ
て
言
は
む
方
な

あ
し
ず

く
、
胸
よ
り
あ
ま
る
心
地
し
て
、
人
の
�
を
こ
が
ま
し
と
見
思
は
む
こ
と
も
た
ど
ら
れ
ず
、 （
注
�
）

足
摺
り
と
い
ふ
ら
む
こ
と
も
し
つ
べ
く
、
泣
き
て
も

あ
ま
る
心
地
し
て
沈
み
臥
し
た
ま
ひ
ぬ
る
御
け
し
き
の
、
い
み
じ
く
い
と
ほ
し
く
わ
り
な
き
を
、
Ｂ
見
た
て
ま
つ
り
嘆
か
る
。

（
注
）
�

帰
り
た
ま
は
ね
ば

女
君
が
乳
母
の
部
屋
か
ら
戻
っ
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
。
前
の
晩
、
乳
母
は
女
君
が
そ
の
兄
弟
に
会
う
場
所
と
し
て
自
分
の

部
屋
を
提
供
し
て
い
た
。

�

古
里
の
わ
た
り

女
君
の
実
家
や
縁
者
。

�

我
さ
へ
騒
が
れ
ぬ
べ
け
れ
ば

自
分
ま
で
も
責
め
立
て
ら
れ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
。
乳
母
は
、
女
君
と
そ
の
兄
弟
が
会
う
た
め
に
協
力
し
た
こ
と

を
、
権
中
納
言
に
知
ら
せ
て
い
な
か
っ
た
。

�

限
り
な
く
の
み
も
て
か
し
づ
か
れ
た
り
し
身

か
つ
て
男
性
と
し
て
宮
中
に
出
仕
し
て
い
た
頃
の
女
君
の
こ
と
。

	

あ
な
た
ざ
ま
の
こ
と

都
に
い
る
別
の
女
性
の
こ
と
。
こ
の
女
性
は
権
中
納
言
と
の
子
を
出
産
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。




限
り
と
思
ひ
と
ぢ
む
る

こ
こ
で
は
、
若
君
を
見
る
の
も
こ
れ
が
最
後
と
決
意
し
て
、
出
家
な
ど
し
て
し
ま
う
こ
と
。

�

足
摺
り

幼
児
が
足
を
動
か
し
て
激
し
く
泣
く
時
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
。

（２７０１―３９）― ３９ ―



問
１

傍
線
部
�
〜
�
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２５

〜

２７

。

�

い
づ
く
に
か
お
は
せ
む

２５

�������
�

ど
こ
を
お
探
し
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か

�

ど
な
た
に
お
尋
ね
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
か

�

ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
か
、
ど
こ
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い

�

ど
な
た
が
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
、
ど
な
た
も
ご
存
じ
で
な
い

�

都
が
ち
に
あ
く
が
れ
た
り
つ
る
を

２６

�������
�

都
に
す
っ
か
り
飽
き
て
い
た
の
に

�

都
の
人
々
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
の
に

�

都
に
ば
か
り
出
か
け
て
い
た
の
で

�

都
の
生
活
を
い
つ
も
夢
見
て
い
た
の
で

�

を
こ
が
ま
し

２７

�������
�

お
ろ
か
し
い

�

騒
が
し
い

�

お
そ
ろ
し
い

�

わ
ざ
と
ら
し
い

（２７０１―４０）― ４０ ―



問
２

波
線
部
ａ
〜
ｄ
に
つ
い
て
、
語
句
と
内
容
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

２８

。

�

ａ「
え
申
し
出
で
ず
」は
、「
え
」が「
ず
」と
呼
応
し
て
不
可
能
の
意
を
表
し
、
本
当
の
こ
と
を
言
え
な
い
乳
母
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。

�

ｂ「
思
し
け
む
」は
、「
け
む
」が
過
去
推
量
の
助
動
詞
で
、
以
前
の
女
君
の
胸
の
内
を
権
中
納
言
が
想
像
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

�

ｃ「
あ
は
れ
」は
、「
ふ
び
ん
だ
」と
い
う
意
の
形
容
動
詞
で
、
取
り
残
さ
れ
た
権
中
納
言
が
自
ら
を
哀
れ
ん
で
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

�

ｄ「
よ
よ
と
泣
か
れ
た
ま
ふ
」は
、「
れ
」が
自
発
の
助
動
詞
で
、
泣
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
権
中
納
言
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。

（２７０１―４１）― ４１ ―



問
３

傍
線
部
Ａ「
日
ご
ろ
い
か
な
る
け
し
き
か
見
え
た
ま
ひ
し
」と
あ
る
が
、
乳
母
は
女
君
の「
け
し
き
」を
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
答
え
た

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２９

。

�

一
人
で
い
る
と
き
に
は
、
若
君
の
世
話
も
で
き
な
い
ほ
ど
思
い
沈
ん
で
い
る
様
子
だ
っ
た
。

�

隠
れ
て
泣
く
こ
と
が
多
く
、
不
満
に
も
気
が
か
り
に
も
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
様
子
だ
っ
た
。

�

自
分
が
周
り
の
人
た
ち
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
対
し
て
、
心
を
痛
め
て
い
る
様
子
だ
っ
た
。

�

宇
治
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
強
い
意
志
が
あ
っ
て
、
少
し
も
た
め
ら
い
は
な
い
様
子
だ
っ
た
。

（２７０１―４２）― ４２ ―



問
４

傍
線
部
Ｂ「
見
た
て
ま
つ
り
嘆
か
る
」と
あ
る
が
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
嘆
い
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３０

。

�

女
君
は
宇
治
か
ら
逃
げ
出
す
ま
で
に
思
い
つ
め
て
い
た
の
に
、
そ
の
気
持
ち
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
我
が
身
を
省
み
て
、
実
に

ふ
が
い
な
い
こ
と
だ
と
権
中
納
言
が
嘆
い
て
い
る
。

�

女
君
に
会
い
た
く
て
我
慢
で
き
ず
に
泣
き
じ
ゃ
く
っ
て
い
る
若
君
の
あ
ど
け
な
い
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
な
ん
と
し
て
も
女
君
に

戻
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
権
中
納
言
が
嘆
い
て
い
る
。

�

女
君
を
失
っ
た
つ
ら
さ
の
あ
ま
り
、
ま
わ
り
の
目
も
気
に
し
て
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
悲
し
み
に
暮
れ
る
権
中
納
言
を
前
に
し
て
、
ひ
ど
く
気

の
毒
な
こ
と
だ
と
周
囲
の
人
々
が
嘆
い
て
い
る
。

�

い
つ
ま
で
も
都
を
恋
し
が
っ
て
ば
か
り
で
権
中
納
言
や
若
君
の
こ
と
を
少
し
も
考
え
な
か
っ
た
女
君
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
あ
ま
り
に

冷
淡
な
こ
と
だ
と
周
囲
の
人
々
が
嘆
い
て
い
る
。

（２７０１―４３）― ４３ ―



問
５

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３１

。

�

�
段
落
で
は
、
乳
母
は
、
権
中
納
言
が
宇
治
に
や
っ
て
き
た
と
聞
い
て
、
叱
責
さ
れ
る
の
が
怖
く
な
り
暗
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
�

段
落
で
は
、
乳
母
か
ら
事
情
を
聞
い
た
権
中
納
言
が
、
女
君
の
宇
治
で
の
様
子
を
思
い
出
し
て
、
若
君
を
残
し
た
ま
ま
行
方
知
れ
ず
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
女
君
の
行
動
に
も
道
理
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

�

�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
女
君
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
に
戸
惑
い
、
乳
母
が
そ
の
原
因
を
隠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て

い
る
。
�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
手
の
か
か
る
若
君
の
育
児
を
女
君
に
任
せ
き
り
に
し
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
り
、
女
君
が
苦
悩
を

抱
え
て
い
た
だ
ろ
う
と
考
え
、
女
君
を
責
め
る
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。

�

�
段
落
で
は
、
若
君
は
、
権
中
納
言
も
女
君
を
探
す
た
め
に
宇
治
か
ら
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
と
も
知
ら
ず
に
、
無
邪
気
な
笑
顔
を

見
せ
て
い
る
。
�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
女
君
が
普
段
は
か
わ
い
ら
し
い
様
子
で
い
た
の
に
、
実
は
自
分
を
ひ
ど
く
恨
ん
で
い
た
こ

と
を
知
っ
て
、
た
と
え
よ
う
も
な
い
後
悔
の
念
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
。

	

�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
女
君
が
悩
み
を
表
に
出
さ
ず
に
穏
や
か
な
態
度
を
自
分
に
見
せ
て
い
た
の
だ
と
考
え
、
そ
の
人
柄
の
す

ば
ら
し
さ
を
回
想
し
て
い
る
。
�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
女
君
の
香
り
が
残
る
衣
服
を
身
に
ま
と
い
な
が
ら
、
愛
ら
し
い
魅
力
に
満

ち
て
い
た
女
君
を
思
い
出
し
、
恋
情
を
抑
え
き
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

�

�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
自
身
の
女
君
へ
の
接
し
方
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
何
も
言
わ
ず
突
然
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
女
君
の
強
情
さ
に
あ
き
れ
て
い
る
。
�
段
落
で
は
、
権
中
納
言
は
、
華
や
か
な
女
君
の
姿
が
夢
に
出
て
き
た
後
に
脳
裏
か
ら
離
れ

な
く
な
り
、
女
君
と
の
思
い
出
に
浸
り
な
が
ら
ふ
さ
ぎ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

（２７０１―４４）― ４４ ―



�
�
�
�

第
５
問
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
１
〜
６
）に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
本
文
・
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ

る
。（
配
点

４５
）

だ
ん

か
ん

ぼ
く

シ
テ

ヲ

を
ル

ニ

ぎ
ノ

ぶ
ん

こ
う

ギ
テ

ノ

り
よ
ヲ

し
よ
く
ス

ニ

ノ

ハ
ク

（
注
�
）

段
干
木
辞
�
禄
而
処
�
家
。魏
文
侯
過
�
其

（
注
�
）

閭
�
而

（
注
�
）

軾
�
之
。其
（
注
	
）
僕
曰
、「君

ハ
ク

リ

ヲ

テ

ス
ト

ノ

ハ
ク

ハ



何
為

ス
ル
ト
軾
。」文
侯
曰
、「段
干
木
在
、是
以
軾
。」其
僕
曰
、「段
干
木
（
注
�
）
布
衣
之

ナ
リ

ノ

ニ

ト

ハ
ク

ハ

は
し
ラ

ニ

士
。君

ス
ル
ハ
軾
�
其
閭
�
不
�

は

な

は
ダ
シ
カ
ラ

已
甚
�

乎
。」
文
侯
曰
、「
段
干
木
不
�
趨
�
勢
利
�

い
だ
キ
テ
懐
�
君

ヲ

シ

き
う

か
う
ニ

し
ク

ニ

ヘ
テ

ハ

か
が
や
キ

子
之
道
�
隠
�
処

（
注
�
）

窮
巷
�
声
施
�
千
里
� Ａ
寡
人
敢

カ
ラ
ン
勿
�

ス
ルコ
ト
軾
乎
。段
干
木
光
�
於

ニ

ハ

ク

ニ

ハ

ミ

ニ

ハ

ム

ニ

ハ

カ

キ
ニ

徳
�
寡
人
光
�
於
勢
�
段
干
木
富
�
於
義
�
寡
人
富
�
於
財
� Ｂ
勢
不
�
若
�
Ｘ
ノ

尊
�

ハ

カ

キ
ニ

ハ

モ

テ

ヲ

か
フ
ト

ニ

ラ
ン

サ

ハ

ひ
び
ニ

は
ヅ

ニ

財
不
�
若
�
Ｙ
ノ

高
�
干
木
雖
�
以
�
己
易
�
寡
人
�
不
�
為
。吾
日
（
注
�
）
悠

ト
シ
テ
悠

（
注
�
）

慙
�
于
影
�

ヲ

テ

ヲ

ト

子
何
以

ン
ズ
ル
軽
�
之
哉
。」

ノ

し
ん

ニ

コ
シ

ヲ

ヲ

し

ば

ゆ

ハ
ク

ハ

ノ

其
後
秦
将
�
起
�
兵

う
タ
ン
ト
伐
�
魏
。 （

注
�
）

司
馬
庾

い
さ
メ
テ
諫
曰
、「 Ｃ
段
干
木
賢

ニ
シ
テ
者
、其
君

ス
ルコ
ト
礼
�

ヲ

ク

ル
ハ

ラ

シ

ル
ハ

カ

ゲ
テ

ヲ

タ
バ

ヲ

チ

ヲ

ト

之
、
天
下
莫
�
不
�
知
、
諸
侯
莫
�
不
�
聞
。 Ｄ
挙
�
兵
伐
�
之
、

カ
ラ
ン
無
�
乃

グ
ル
コ
ト

妨
�
於
義
�
乎
。」

（２７０１―４６）― ４６ ―



�
�
�
�

チ

ふ
セ

ヲ

や
メ
テ

メ

ヲ

�於
是
秦
乃
偃
�
兵
、輟
不
�
攻
�
魏
。

え
な
ん
じ

（『
淮
南
子
』に
よ
る
）

（
注
）
�

段
干
木

戦
国
時
代
の
魏
の
人
。

�

閭

村
里
の
出
入
り
口
に
あ
る
門
。

�

軾

車
上
か
ら
敬
礼
す
る
。

�

僕

御
者
。

	

布
衣
之
士

官
位
の
な
い
人
物
。




窮
巷

わ
び
し
い
路
地
裏
。

�

悠
悠

憂
え
る
様
子
。

�

慙

于
影
�

自
身
の
影
に
向
き
合
っ
て
恥
じ
入
る
。

�

司
馬
庾

戦
国
時
代
の
秦
の
人
。

（２７０１―４７）― ４７ ―



問
１

波
線
部
�
・
�
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

３２

・

３３

。

�
「
何
為
」

３２

�������
�

ど
の
よ
う
な
理
由
で

�

ど
の
よ
う
な
や
り
方
で

�

な
に
を
思
っ
た
か

�

な
ん
と
い
う
こ
と
か

�
「
於
是
」

３３

�������
�

こ
こ
に
留
ま
っ
て

�

な
ん
と
こ
う
し
て

�

そ
の
場
で
す
ぐ
に

�

そ
の
よ
う
な
わ
け
で

問
２

傍
線
部
Ａ「
寡
人
敢
勿
�
軾
乎
。」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３４

。

�

わ
た
く
し
は
ゆ
え
あ
っ
て
車
上
か
ら
敬
礼
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

�

わ
た
く
し
は
意
味
も
な
く
車
上
か
ら
敬
礼
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

�

わ
た
く
し
は
ど
う
し
て
も
車
上
か
ら
敬
礼
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

�

わ
た
く
し
は
こ
と
さ
ら
に
車
上
か
ら
敬
礼
し
た
り
す
る
必
要
は
な
い
。

（２７０１―４８）― ４８ ―



問
３

傍
線
部
Ｂ「
勢
不
�
若
�
Ｘ
尊
�
財
不
�
若
�
Ｙ
高
�
」に
つ
い
て
、
空
欄
Ｘ
と
Ｙ
と
に
当
て
は
ま
る
語
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３５

。

�

Ｘ

義

Ｙ

徳

�

Ｘ

道

Ｙ

義

	

Ｘ

道

Ｙ

声




Ｘ

徳

Ｙ

義

�

Ｘ

徳

Ｙ

声

問
４

傍
線
部
Ｃ「
段
干
木
賢
者
」に
つ
い
て
、
司
馬
庾
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３６

。

�

段
干
木
は
、
権
力
者
や
資
産
家
に
頼
ら
ず
、
困
窮
し
た
民
を
独
力
で
救
済
し
て
い
る
こ
と
が
天
下
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
か
ら
。

�

段
干
木
は
、
権
力
や
利
益
を
追
い
求
め
ず
、
民
間
で
高
潔
な
生
き
方
を
貫
い
て
い
る
人
物
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
。

	

段
干
木
は
、
民
間
に
埋
も
れ
て
生
き
、
諸
侯
に
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
意
に
介
さ
な
い
人
物
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
か
ら
。




段
干
木
は
、
民
間
人
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
周
辺
諸
地
域
と
の
友
好
関
係
に
尽
力
す
る
こ
と
で
人
々
に
敬
愛
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

い
に
し
え

�

段
干
木
は
、
現
在
の
君
主
を
眼
中
に
置
か
ず
、
古
の
君
主
の
政
治
を
理
想
と
す
る
見
識
の
高
さ
が
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

（２７０１―４９）― ４９ ―



問
５

傍
線
部
Ｄ「
挙
�
兵
伐
�
之
、
無
�
乃
妨
�
於
義
�
乎
。」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

３７

。

�

挙
兵
し
て
魏
を
討
伐
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
は
道
義
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

�

挙
兵
し
て
魏
を
討
伐
す
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
我
が
国
が
道
義
に
背
く
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

	

挙
兵
し
て
魏
を
討
伐
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
我
が
国
は
き
っ
と
道
義
を
知
る
国
々
に
阻
ま
れ
る
だ
ろ
う
。




挙
兵
し
て
魏
を
討
伐
し
よ
う
と
し
て
も
、
我
が
国
は
道
義
を
重
ん
ず
る
魏
に
負
け
る
の
で
は
な
い
か
。

�

挙
兵
し
て
魏
を
討
伐
し
た
と
し
て
も
、
魏
が
道
義
を
貫
く
の
を
阻
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

（２７０１―５０）― ５０ ―



問
６

本
文
と
同
じ
内
容
の
故
事
は
別
の
書
物
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
論
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
評
の
趣
旨
を
説
明

す
る
文
章
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

３８

。

ノ

ハ

シ

フ

ク

ヲ

魏
文
侯
可
�
謂
�
善

ヰ
ル
ト
用
�
兵
矣
。

り
よ
し
し
ゆ
ん
じ
ゆ
う

（『
呂
氏
春
秋
』に
よ
る
）

つ
か

�

魏
の
文
侯
は
、
在
野
の
賢
者
を
敬
う
な
ど
し
て
、
日
頃
か
ら
民
衆
の
心
を
し
っ
か
り
と
摑
ん
で
い
た
。
こ
の
た
め
、
軍
隊
に
動
員
さ
れ
た

民
衆
は
将
軍
の
命
令
に
よ
く
従
い
、
そ
の
結
果
、
魏
は
他
国
の
侵
略
か
ら
自
国
を
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
民
心
の
掌
握
に
よ
っ
て

軍
事
力
の
増
強
を
達
成
し
た
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
戦
略
家
だ
と
評
価
で
き
る
。

�

魏
の
文
侯
は
、
在
野
の
賢
者
を
敬
う
な
ど
、
民
間
人
と
そ
の
活
動
を
尊
重
す
る
方
針
を
取
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
魏
の
人
々
は
周
辺

諸
地
域
と
盛
ん
に
交
流
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
魏
は
他
国
に
侵
略
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
民
間
の
活
力
に

よ
っ
て
戦
い
を
未
然
に
防
い
だ
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
戦
略
家
だ
と
評
価
で
き
る
。

�

魏
の
文
侯
は
、
在
野
の
賢
者
を
敬
う
な
ど
、
民
意
を
尊
重
し
て
国
を
治
め
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
軍
事
力
の
増
強
に
も

た
ゆ
ま
ず
努
め
て
周
辺
諸
国
の
脅
威
に
備
え
、
そ
の
結
果
、
他
国
の
侵
略
を
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
理
想
を
掲
げ
つ
つ
現
実
的
な

対
応
に
よ
っ
て
国
難
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
戦
略
家
だ
と
評
価
で
き
る
。

	

魏
の
文
侯
は
、
在
野
の
賢
者
を
敬
う
な
ど
、
有
徳
者
を
重
ん
ず
る
姿
勢
で
国
を
治
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
広
く
天
下
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
軍
隊
を
動
か
す
ま
で
も
な
く
、
他
国
に
侵
略
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
有
徳
者
を
敬
う
こ
と

に
よ
っ
て
戦
い
を
未
然
に
防
い
だ
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
戦
略
家
だ
と
評
価
で
き
る
。

か
か

ば
つ
て
き

�

魏
の
文
侯
は
、
在
野
の
賢
者
を
敬
い
、
身
分
に
拘
わ
ら
ず
有
能
な
人
材
を
抜
擢
す
る
方
針
を
表
明
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
魏
に
は
知

た

謀
に
長
け
た
人
物
が
多
く
集
ま
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
他
国
の
侵
略
か
ら
自
国
を
防
衛
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
人
材
登
用
に

よ
っ
て
軍
事
面
の
強
化
を
達
成
し
た
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
戦
略
家
だ
と
評
価
で
き
る
。

（２７０１―５１）― ５１ ―




