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〔 5〕

解答用紙はすべて HBの黒鉛筆で記入して下さい。（万年筆・ボールペン・シャープペンシル

などは使用できません。）

解答用紙は折りまげたり,　破ったり,　汚したりしないで丁寧に取り扱って下さい。

解答は解答用紙の指定された解答欄に記入し,　その他の部分には何も書いてはいけません。

氏名を記入して下さい。

受験番号を記入し,　さらにその下の

マーク欄にマークして下さい。

〔例〕 受験番号が 0010123 のときは
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〔 6〕

〔 7〕

解答科目欄から解答する科目を１つ選び,

科目の右の にマークして下さい。マークさ

れていない場合,　または複数の科目にマーク

されている場合は,　0 点となります。

解答番号は　　 から 　　まであります。

マークの記入方法は,　例えば,　　　　と表

示のある問に対して と解答する場合は,　次

の〔例〕のように解答番号 10 の解答欄に

とマークして下さい。

〔 8〕

〔 9〕

一度記入したマークを訂正する場合,　消し

ゴムで完全に消してから記入しなおして下さ

い。

解答がおわったら,　解答用紙に付着してい

る消しゴムの消しくずをきれいに取り除いて

下さい。

〔例〕

3

3

解答番号

1 0

解　　　答　　　欄

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

（注） と のマーク間違いに注意し

　　　て下さい。
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国　語　問　題
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解答はすべてマーク式で解答用
紙に記入して下さい。
解答用紙のみ提出して下さい。

マーク式解答用紙記入上の注意
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一
次
の
文
章
を
読
み
、
設
問
に
答
え
よ
。（
解
答
番
号
は

1

〜

12

）

山
村
と
学
校
教
育

パ
リ
に
行
く
と
近
郊
の
農
村
に
滞
在
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
、
私
は
日
本
で
も
し
ば
し
ば
東
京
を
離
れ
て
山
村
に
滞
在
地
を
求
め
ま
す
。
そ
の
私
の
訪
れ
る
山
村
は
、
ど
こ
で

も
、
例
外
な
く
、
激
し
い
過
疎
化
と
高
齢
化
に
み
ま
わ
れ
て
い
ま
す
。

村
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
大
半
は
、
進
学
、
就
職
を
へ
て
村
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
両
親
だ
け
が
村
に
残
り
、
若
い
世
帯
が
少
な
く
な
っ
て
、
子
ど
も
の

い
る
家
も
わ
ず
か
ば
か
り
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
現
象
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
こ
と
で
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
人
々
は
、
村
に
安
定
し
た
収
入
を
保
障
で
き
る
雇
用
先
が
あ
れ
ば
、
道
路
な
ど
が
改

善
さ
れ
て
村
の
暮
ら
し
が
も
う
少
し
便
利
に
な
れ
ば
、
若
者
の
村
離
れ
も
と
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
後
に
、
ど
う
や
ら
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ら

し
い
、
と
い
う
こ
と
に
村
人
は
気
づ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
村
で
一
番
安
定
し
た
雇
用
先
で
あ
る
村
役
場
に
さ
え
、
村
で
生
ま
れ
た
青
年
の
応
募
が
な
い
と
い
う
現
象

が
、
多
く
の
村
に
生
じ
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
以
前
と
く
ら
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
村
の
暮
ら
し
も
便
利
に
な
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
逆
に
青
年
の
山
村
離
れ
は
ま
す
ま
す

進
ん
で
き
た
の
で
す
。

と
す
れ
ば
、
何
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
、
山
村
出
身
者
の
山
村
離
れ
を
促
し
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
て
村
人
の
な
か
に
は
、
山
村
の
学
校
教
育
に
も
そ
の
責
任
の
一
端
が
あ
る
と
、

不
信
の
目
を
向
け
る
人
々
が
登
場
し
て
き
ま
す
。

一
応
断
っ
て
お
け
ば
、
山
村
と
は
以
前
か
ら
、
結
構
進
学
率
の
高
い
地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
の
山
村
と
は
、
山
奥
の
閉
ざ
さ
れ
た
村
で
は
な
く
、
村
の
中
に
街
道
が
通

い
、
た
く
さ
ん
の
人
々
が
往
来
し
て
い
た
地
域
で
も
あ
り
ま
し
た
。
農
業
基
盤
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
商
品
を
生
産
し
て
都
市
に�ア
ハ
ン
ロ
を
求
め
る
必

要
性
も
あ
り
、
そ
の
面
で
も
山
村
は
多
様
な
交
通
と
と
も
に
展
開
し
て
い
る
村
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
村
人
は
、
新
し
い
こ
と
の�イ
セ
ッ
シ
ュ
に
昔
か
ら
熱
心
で
あ
る
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
面
を
も
っ
て
い
な
い
と
、
山
村
の
暮
ら
し
は
た
ち
ま
ち
苦

し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
ん
な
村
人
の
気
質
が
、
少
々
無
理
を
し
て
も
子
ど
も
を
進
学
さ
せ
て
、
新
し
い
こ
と
を
学
ば
せ
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
雰
囲
気
を
、
村
に
つ
く
り

だ
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
山
村
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
農
業
基
盤
も
弱
く
、
農
業
だ
け
で
生
活
し
て
い
け
る
人
も
少
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
つ
ね
に
情
報
を
集
め
、

つ
ね
に
新
し
い
仕
事
を
つ
く
り
だ
し
つ
づ
け
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
事
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
て
い
く
知
恵
や
知
識
、
そ
れ
を
支
え
る
腕
を
も
つ
こ
と
が
、
山
村
の
人
々
に
は
求

め
ら
れ
も
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、「
教
育
を
つ
け
る
」の
も
ま
た
必
要
だ
と
い
う
村
人
の
気
質
を
つ
く
り
だ
し
て
き
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
風
土
性
を
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
村
人
は
け
っ
し
て
、
進
学
率
の
向
上
が
青
年
の
村
離
れ
を
促
進
し
た
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
校
教
育
の
内
容

全２３枚中その2



が
、
ど
こ
か
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
村
の
暮
ら
し
と
、
村
の
学
校
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
教
育
と
の
接
点
が
あ
ま
り
に
も
な
さ
す
ぎ
る
と
い
う
感
覚
で

す
。（
中
略
）自
分
た
ち
の
暮
ら
す
村
の
時
間
世
界
と
、
学
校
教
育
を
支
配
す
る
時
間
世
界
と
が
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
不
一
致
を
生
ん
で
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
そ
う
言
わ
れ
た
と
き
学
校
の
教
師
た
ち
は
、
む
し
ろ
家
庭
教
育
の
変
化
の
ほ
う
に
原
因
が
あ
る
と
感
じ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
家
庭
内
で
の
子
ど
も
の
存
在
の

仕
方
も
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
簡
単
に
述
べ
れ
ば
、
学
校
の
時
間
外
で
の
山
村
の
子
ど
も
た
ち
の
存
在
の
あ
り
方
は
、
塾
が
な
い
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
都
市
の
子
ど
も

た
ち
と
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
と
い
っ
て
も
私
は
こ
こ
で
現
象
的
な
犯
人
探
し
を
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
犯
人
を
探
そ
う
と
す
れ
ば
、
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
、
村

出
身
の
青
年
の
山
村
離
れ
を
促
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
複
合
的
な
犯
人
が
存
在
す
る
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
村
の
学
校
教
育
が
、
村
の
人

た
ち
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
み
て
お
く
こ
と
も
、�ウ
ム
ダ
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
山
村
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
現
代
社
会
に
お
け
る
子
ど

も
た
ち
の「
成
長
」に
、
教
育
が
ど
ん
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
共
通
の
例
に
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

村
に
暮
ら
す
知
恵
・
学
校
の
知
識

子
ど
も
の
頃
、
親
の
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
楽
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
場
合
は
、

ア

、
言
わ
れ
た
役
回
り

を
こ
な
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
大
人
に
な
っ
て
み
る
と
、
手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
な
が
ら
教
わ
っ
た
こ
と
が
、
案
外
役
に
立
っ
て
い
る
と
気
が
つ
く
も
の
で
す
。
と
り
わ

け
、
自
然
と
の
微
妙
な
つ
き
あ
い
方
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
山
村
で
は
、
村
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
重
要
な
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
こ
と
を
、
家
族
を
と
お
し
て
教
わ
っ
た
と
感
じ

る
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
大
人
に
な
っ
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
学
校
教
育
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
覚
え
、
い
ま
で
は
そ
の
か
な
り
の
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
、
別
に
困
っ

た
こ
と
は
何
も
な
い
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
明
治
維
新
が
一
八
六
七
年
だ
っ
た
の
か
一
八
六
八
年
だ
っ
た
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
の
な
か
で
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
す

し
、
必
要
な
ら
、
そ
の
と
き
に
調
べ
て
み
れ
ば
す
む
こ
と
で
す
。

こ
の
違
い
を
、
知
恵
と
知
識
の
相
違
と
述
べ
て
お
く
の
は
簡
単
な
こ
と
で
す
。
手
伝
い
を
と
お
し
て
親
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
は
、
村
に
暮
ら
す
知
恵
に
属
す
る
こ
と
が
ら
で
す

し
、
学
校
教
育
で
教
わ
っ
た
も
の
は
、
知
識
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
そ
う
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
本
当
に
必
要
な
も
の
は
、
知
識
よ
り
も
知
恵
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
だ
す
の

も
、
簡
単
な
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
私
も
、
こ
の
簡
単
な
結
論
に
、
重
要
な
何
か
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
こ
の
視
点
で
終
わ
ら
せ
ず
に
、
も
う
少
し
近
代
的
知

識
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
っ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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学
校
教
育
で
教
え
る
も
の
は
、
価
値
中
立
的
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
知
識
で
あ
る
こ
と
に
、
ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
価
値
中
立
的
と
は
、
そ
の
な
か
に
価

値
判
断
が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
価
値
判
断
の
相
違
に
よ
っ
て
内
容
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
価
値
観
の
違
い
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
、

と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

【

あ

】

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く
と
、
一
般
的
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
価
値
中
立
的
な
領
域
に
属
す
る
こ
と
を
教
え

る
の
が
基
本
で
あ
り
、
価
値
中
立
的
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
教
え
る
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
多
様
な
見
解
を
紹
介
し
、
価
値
判
断
が
定
ま
っ
て
い
な
い
の
だ
と
い

う
こ
と
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
生
徒
た
ち
に
覚
え
る
こ
と
よ
り
考
え
る
こ
と
を
促
す
の
が
、
妥
当
な
方
法
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
校
教
育
の
か
た
ち
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
私
た
ち
は
安
心
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
問
題
は
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
の

だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

学
校
教
育
は
山
村
離
れ
を
う
な
が
す

私
に
は
、
学
問
と
は
本
来
的
に
価
値
中
立
的
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
、
子
ど
も
た
ち
に
与
え
る
こ
と
自
体
の
な
か
に
、
最
初
の
問
題
点
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

価
値
中
立
的
と
は
、
別
の
表
現
を
と
れ
ば
、
い
か
な
る
関
係
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
た
と
し
て
も
変
わ
る
こ
と

が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
も
利
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
か
ら
独
立
し
た
、

イ

独
立
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
学
問
で
あ
る

こ
と
を
、
生
徒
た
ち
は
学
校
教
育
を
と
お
し
て
教
わ
る
の
で
す
。
ま
た
学
問
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
先
生
た
ち
は
自
信
を
も
っ
て
生
徒
た
ち

に
、
数
学
や
科
学
を
教
え
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
価
値
意
識
を
も
と
う
と
も
、
た
と
え
ば
数
学
は
有
効
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
。

と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
山
村
の
子
ど
も
た
ち
が
家
族
や
村
人
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
村
の
暮
ら
し
を

継
承
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
知
恵
で
あ
り
、
教
養
で
あ
り
、
学
問
で
し
た
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
田
畑
を
管
理
し
て
い
く
方
法
で
あ
っ
た
り
、
農
業
の
技
術
や
森
の
利
用
法
、
村

人
が
共
同
で
暮
ら
し
て
い
く
知
恵
だ
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
村
の
暮
ら
し
を
継
承
す
る
か
ら
こ
そ
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
村
か
ら
離
れ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
役
に
立
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た
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
。

た
と
え
ば
農
業
技
術
を
み
る
と
、
農
民
は
一
見
す
る
と
、
日
本
中
で
同
じ
よ
う
な
労
働
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
が
、
実
際
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
田
畑
一
枚

一
枚
が
お
か
れ
て
い
る
自
然
条
件
の
違
い
に
よ
っ
て
、
農
業
技
術
は
微
妙
に
違
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
違
い
こ
そ
が
農
業
に
と
っ
て
は
決
定
的
に
重
要
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
農
業

技
術
に
は
、
大
き
な
意
味
で
の
農
業
技
術
と
、
そ
の
地
の
農
業
技
術
が
必
ず
あ
り
、
後
者
を
継
承
し
な
け
れ
ば
、
農
業
は
う
ま
く
す
す
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。

か
つ
て
村
の
子
ど
も
た
ち
が
、
家
族
や
村
人
か
ら
教
わ
っ
た
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
こ
の
、
そ
の
地
の
農
業
技
術
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
農
業
技
術
は
、
そ
の
地
を
離
れ
て

し
ま
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
の
で
す
。

と
す
る
と
、
こ
の
農
業
技
術
は
、
そ
の
地
で
の
農
業
を
継
承
す
る
と
い
う
価
値
判
断
と
結
び
つ
い
て
し
か
、
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
校
教
育
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
は
学
校
制
度
の
も
と
で
教
え
る
学
問
の
対
象
に
は
な
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
し
か
し
私
は
そ
の
こ
と
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
な
の
は
、
学
問
と
は
価
値
中
立
的
で
あ
り
、

ウ

な
普
遍
性
を
も
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
域
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
よ
う
な
学
問
を
、
せ
い
ぜ
い
地
域
の
知
恵
程
度
の
も
の
と
考
え
る
精
神
の
習
慣

を
、
生
徒
た
ち
に
も
た
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
物
の
学
問
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
は
、
地
域
性
か
ら
の
脱
却
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
習
慣
を
、
生
徒
た
ち
の
な
か
に
芽
生
え
さ
せ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
は
必
然
的
に
、
知
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
知
の
階
級
差
は
、
そ
の
学
問
が
ど
れ
だ
け
地
域
性
を
脱
却
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
家
族
か
ら
教
わ
る
田
畑
一
枚
一
枚
に
し
か
通
用
し
な
い
よ
う
な
、
一
番
狭
い
地
域
性
と
結
び
つ
い
た
も
の
は
、「
最
下
位
」の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
村
と
い
う
地
域
性
と
結
び
つ
い
た
学
問
や
、
そ
の
地
方
と
し
て
の
地
域
性
と
結
ば
れ
た
も
の
が
そ
の
上
に
位
置
さ
れ
、
日
本
と
い
う
地
域
性
と
結
合
し
て
い

る
学
問
が
さ
ら
に
そ
の
上
に
立
ち
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
日
本
と
い
う
地
域
性
さ
え
脱
却
し
た
学
問
が
あ
ら
わ
れ
、「
最
上
位
」に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
よ
り
高
度
な
学
問
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
と
、
地
域
性
を
脱
却
し
て
い
く
過
程
と
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
一
致
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

山
村
出
身
者
の
山
村
離
れ
が
す
す
ん
で
い
く
過
程
で
、
学
校
教
育
が
一
定
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
第
一
の
原
因
は
、
学
校
教
育
を
と
お
し
て
、
本
物
の
学
問

と
は
価
値
中
立
的
で
あ
り
、

エ

な
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
る
精
神
の
習
慣
を
、
学
校
教
育
が�エ
ジ
ョ
ウ
セ
イ
し
て
い
る
こ
と
の
な
か
に
あ
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
そ
れ
は
地
域
性
と
結
び
つ
い
て
し
か
成
り
立
た
な
い
学
問
や
、
継
承
と
い
う
価
値
意
識
と
結
合
し
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
学
問
を
、「
程
度
の
低
い
」学
問
と
み
な
す

習
慣
を
生
み
だ
し
て
い
く
ば
か
り
で
な
く
、
次
第
に
そ
れ
ら
を
非
学
問
領
域
へ
と
押
し
出
し
て
し
ま
う
感
覚
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
日
で
は
そ
う
い
っ
た
も
の
を
再

評
価
す
る
気
運
が
高
ま
っ
て
い
る
も
の
の
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
は
、
地
域
に
暮
ら
す
人
々
の
知
恵
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
時
間

普
遍
的
な
、
つ
ま
り
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
普
遍
的
な
学
問
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
私
た
ち
は
気
づ
い
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
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そ
う
し
て
、
こ
こ
に
生
ま
れ
た
知
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
、
地
域
か
ら
の
脱
却
を
向
上
と
み
な
す
精
神
の
習
慣
を
定
着
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
か
つ
て

は
地
域
は
時
間
普
遍
性
を
も
つ
、
社
会
の
基
礎
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
い
ま
で
は
単
な
る
狭
い
社
会
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
と
す
る
と
学
校
教
育
が
、
価
値
中

立
的
で
、

オ

な
普
遍
性
を
も
っ
た
も
の
が
学
問
で
あ
る
、
と
い
う
精
神
の
習
慣
を
芽
生
え
さ
せ
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
村
の
学
校
は
、
そ
の
学
問
内
容
の
う
ち
に
、
村
出

身
者
の
村
離
れ
を
促
す
要
素
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
郷
土
を
愛
そ
う
」と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

山
村
を
歩
い
て
い
た
あ
る
日
、
私
は
あ
る
村
で「
郷
土
を
愛
そ
う
」と
書
か
れ
た
大
き
な
看
板
を
目
に
し
た
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
後
に
そ
の
村
の
役
場
の
人
た
ち
と
話
を
し
て
い

た
と
き
、
私
は
そ
の
看
板
の
こ
と
を
思
い
だ
し
、「
何
と
な
く
変
な
感
じ
だ
」と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

「
よ
く
な
い
か
な
」

と
役
場
の
人
が
聞
き
ま
し
た
。

「
郷
土
を
対
象
化
し
て
、
そ
れ
を
愛
そ
う
と
い
う
の
は
、
村
の
発
想
だ
と
は
思
え
な
い
」

と
私
は
言
い
ま
し
た
。

「
確
か
に
そ
う
だ
」

と
役
場
の
人
た
ち
も
言
い
、
そ
う
し
て
私
た
ち
の
会
話
も
は
ず
み
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
私
も
郷
土
を
愛
す
る
こ
と
が
よ
く
な
い
こ
と
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
ん
な
看
板
を
必
要
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
村
で
あ
り
、
郷
土
を
対
象
化
し
て

と
ら
え
る「
作
法
」は
、�a
村
の
作
法
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。
山
村
で
は
、
自
然
と
村
と
自
分
の
営
み
が
、
ひ
と
つ
の
循
環
過
程
の
な
か
で
結
ば
れ
て
い
た
の

で
す
か
ら
、
自
然
も
村
も
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
暮
ら
す
時
空
の
な
か
に
、
共
時
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
と
す
れ
ば
、
郷
土
を
ひ
と
つ
の

対
象
と
し
て
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
愛
そ
う
と
い
う
の
は
、
ど
う
み
て
も
山
村
に
似
つ
か
わ
し
い
言
葉
で
は
な
い
の
で
す
。

近
代
的
な
学
問
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
対
象
化
し
て
分
析
す
る
と
い
う
認
識
の「
作
法
」を
私
た
ち
に
教
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
自
然
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
自

然
を
対
象
化
し
、
次
に
対
象
化
さ
れ
た
自
然
の
分
析
に
と
り
か
か
り
ま
す
。
こ
の
方
法
を
と
お
し
て
、
私
た
ち
は
自
然
と
は
ど
の
よ
う
な
構
造
の
な
か
に
成
立
し
て
い
る
の
か
を
知

る
の
で
す
。
こ
う
し
て
生
態
学
的
な
自
然
や
、
自
然
の
歴
史
が
認
識
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

ひ
と
つ
の
社
会
を
認
識
す
る
と
き
に
も
同
じ
方
法
が
と
ら
れ
ま
す
。
そ
の
社
会
を
分
析
対
象
と
し
て
設
定
し
、
次
に
そ
の
社
会
を
少
し
ず
つ
解
剖
し
な
が
ら
、
そ
の
社
会
の
構
造

を
認
識
し
て
い
く
の
で
す
。
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こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
い
ま
で
は
当
り
前
す
ぎ
て
、
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
認
識
の
作
法
は
、
か
つ
て
の
村
の
社
会

に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
以
前
の
村
の
暮
ら
し
の
な
か
で
は
、
自
然
も
村
の
社
会
も
自
分
と
同
じ
時
空
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し

て
自
分
の
外
に
対
象
化
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

村
人
は
い
つ
で
も
自
然
に
働
き
か
け
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
自
然
も
村
人
を
支
え
、
村
人
に
働
き
か
け
な
が
ら
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
自
然
と
村
人
は
、
支
え
あ

う
共
同
の
仲
間
だ
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
自
然
は
村
人
の
営
み
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
営
み
の
内
部
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
対
象
化
し
、
客
観
的
に
と
ら
え
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

村
の
社
会
と
村
人
の
関
係
も
同
じ
よ
う
な
も
の
で
す
。
村
の
社
会
は
、
村
人
た
ち
の
営
み
と
と
も
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
自
然
も
、
村
の
社
会
も
、
村
人
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
日
々
の
営
み
を
と
お
し
て
し
か
認
識
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
自
分
た
ち
の
営
み
が
、
森
を
認
識
さ

せ
、
田
畑
の
自
然
を
認
識
さ
せ
、
川
の
世
界
も
、
動
物
た
ち
の
世
界
も
、
鳥
や
虫
の
世
界
を
も
認
識
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
認
識
は
、
自
然
と
と
も
に
暮
ら
す
と
い
う
村
人
の

行
為
が
な
け
れ
ば
、
け
っ
し
て
生
ま
れ
て
こ
な
い
よ
う
な
認
識
で
す
。

で
す
か
ら
、
村
人
は
自
然
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
田
畑
一
枚
一
枚
が
も
っ
て
い
る
自
然
の
違
い
ま
で
、
し
っ
か
り
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
森
の

も
っ
て
い
る
自
然
の
違
い
も
、
一
本
、
一
本
の
沢
が
も
つ
自
然
の
相
違
も
、
村
人
は
当
り
前
の
よ
う
に
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
村
人
は
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
自
然
科
学
の

知
識
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
知
識
は
な
く
て
も
、
村
人
は
自
然
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
、
村
人
は
日
々
自
然
に
働
き
か
け
な
が
ら
、
自
然
に
働
き
か
け
る
と
い
う
行
為
を
と
お
し
て
自
然
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
化
さ
れ
た
自
然

の
分
析
か
ら
生
ま
れ
た
自
然
科
学
は
、
村
人
の
自
然
認
識
の
作
法
と
は
異
な
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
。

同
じ
よ
う
に
村
人
は
、
村
の
社
会
と
は
何
か
を
実
に
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
が
、
と
い
っ
て
社
会
科
学
の
知
識
を
そ
れ
ほ
ど
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
村
人
は
、
自
然

と
同
じ
よ
う
に
、
日
々
の
行
為
を
と
お
し
て
村
の
社
会
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
化
さ
れ
た
社
会
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
社
会
科

学
的
な
認
識
の
作
法
は
、
村
人
に
と
っ
て
は
必
要
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
学
問
の
な
か
に
は
、
作
法
の
異
な
る
ふ
た
つ
の
世
界
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
行
為
を
と
お
し
て
認
識
し

て
い
く
と
い
う
学
問
の
世
界
は
、
学
校
教
育
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。
も
っ
と
も
そ
の
先
の
学
問
に
な
れ
ば
、
認
識
者
と
認
識
対
象
と
の
分
裂
を
克
服
し
よ
う

と
す
る
試
み
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
実
験
社
会
学
は
そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
し
た
し
、
生
態
学
で
も
認
識
者
と
し
て
の
人
間
を
も
組
み
こ
ん
だ
生
態
学
を
模
索
す
る
動
き

が
す
す
ん
で
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
子
ど
も
の
時
代
に
学
校
で
教
わ
る
学
問
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
客
観
的
な
自
然
で
あ
り
、
客
観
化
さ
れ
た
社
会
な

の
で
す
。
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こ
う
し
て
学
校
教
育
は
、
次
第
に
生
徒
た
ち
に
、
す
べ
て
の
も
の
を
傍
観
者
の
目
で
み
る「
作
法
」を
、
身
に
つ
け
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
は
認
識
対
象
で
あ
り
、
そ

れ
を
認
識
者
の
目
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
生
徒
の
成
長
と
し
て
促
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の「
作
法
」を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
は
自
分
た
ち
の
暮
ら
す「
郷
土
」を
も
、
傍
観
者
の
目
で
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
認
識
さ
れ
た
対
象
を
価
値
判
断
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
の

で
す
。

か
つ
て
の
村
人
の
認
識
の
な
か
で
は
、
認
識
と
価
値
判
断
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
あ
る
い
は
、
近
代
的
な
意
味
で
の
認
識
も
価
値
判
断
も
成
立
し
て
い
な

か
っ
た
、
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
行
為
を
と
お
し
て
も
の
ご
と
を
知
り
、
そ
の
行
為
の
な
か
に
す
で
に
価
値
判
断
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
が
、
村

人
の
知
の
作
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
近
代
的
な
学
問
の
作
法
で
は
、
認
識
し
、
次
に
認
識
に
も
と
づ
い
て
価
値
判
断
す
る
と
い
う
か
た
ち
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら「
郷
土
」を
認
識
し
、
そ
の
認
識

さ
れ
た「
郷
土
」を
価
値
判
断
す
る
の
で
す
。

「
郷
土
を
愛
そ
う
」と
い
う
看
板
が
村
に
登
場
し
た
こ
と
は
、
村
で
も
つ
い
に「
郷
土
」が
認
識
対
象
に
な
り
、
価
値
判
断
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
で
す
か
ら
私

は
、
こ
の
看
板
は
村
ら
し
く
な
い
と
思
っ
た
の
で
す
。

近
代
的
な
学
問
と
村
人
の
学
問

近
代
的
な
学
問
は
、
こ
う
し
て
地
域
性
と
結
び
つ
い
た
学
問
や
、
行
為
を
と
お
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
認
識
を
排
除
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
古
い
土
着
的
な
作
法
と
し
て
、
お
と
し

め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
な
学
問
を
身
に
つ
け
れ
ば
つ
け
る
ほ
ど
、「
古
い
」学
問
の
習
慣
を
残
し
て
い
る
地
域
を
つ
き
は
な
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
が
自
然
に
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。

も
っ
と
も
山
村
社
会
や
山
村
に
暮
ら
す
こ
と
に
、
村
人
が
自
信
を
も
っ
て
い
た
頃
は
、
村
の
人
た
ち
は
自
然
や
村
と
と
も
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
の
自
然
の
認
識
や
、
行
為
と

結
び
つ
い
た
学
問
を
、
子
ど
も
た
ち
に
継
承
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
的
な
学
問
と
村
人
の
学
問
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
と
き
に
ふ
た
つ
の
学
問
を
使
い
分

け
る
必
要
性
を
教
え
て
い
た
の
で
す
。
村
の
社
会
と
い
っ
て
も
、
大
き
な
枠
の
な
か
で
は
、
近
代
世
界
の
な
か
に
存
在
す
る
村
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
村
人

は
一
面
で
は
近
代
的
世
界
と
結
ば
れ
て
暮
ら
し
、
他
面
で
は
そ
の
地
域
の
循
環
系
の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
こ
の
関
係
が
、
学
問
の
な
か
で
は
、
近
代
的
な
学
問
と
村
の
学
問

と
の
バ
ラ
ン
ス
と
使
い
分
け
と
し
て
、
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
後
半
以
降
、
山
村
の
衰
退
が
す
す
ん
で
い
き
ま
す
。
山
村
の
労
働
も
経
済
も
、
生
活
も
苦
境
に
た
た
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
が
、
村
の
学
問
を
子
ど
も
た
ち
に
継
承
さ
せ
る
こ
と
を
弱
め
つ
づ
け
ま
し
た
。
村
の
子
ど
も
た
ち
も
、
都
市
の
子
ど
も
た
ち
と
基
本
的
に
は
何
も
変
わ
ら
な
い
生
活
を
す
る
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よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
学
校
教
育
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
の
、
唯
一
の
学
問
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
学
問
を
身
に
つ
け
て
い
く
た
め
に

は
、
学
問
か
ら
地
域
性
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
行
為
と
結
ば
れ
た
認
識
で
は
な
く
、
客
観
化
さ
れ
対
象
化
さ
れ
た
も
の
を
分
析
し
、
認
識
し
、
価
値
判
断
し
て
い
く

作
法
を
、
自
分
の
も
の
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
え
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
結
局
、
村
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
、
よ
り
近
代
的
な
自
己
を
形
成
す
る
た
め
に
は
、
村
的
な
も
の
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
求
め
つ
づ
け
ま
す
。
い
わ
ば
知
の

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
の
ぼ
り
つ
づ
け
て
い
く
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
地
域
性
を
捨
て
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。

村
の
学
校
が
、
生
徒
た
ち
に
、
直
接
に
村
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
郷
土
を
愛
す
る
」こ
と
を
教
え
、
地
域
と
結
び
つ
い
た

教
育
の
あ
り
方
も
模
索
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
村
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
が
村
に
残
る
か
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
村
に
は
帰
っ
て
こ

な
い
の
で
す
。
私
に
は
そ
の
理
由
は
、
学
校
教
育
を
と
お
し
て
学
ぶ
学
問
自
体
の
う
ち
に
、
地
域
性
の
放
棄
が
ふ
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
知
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を

の
ぼ
っ
て
い
く
と
い
う
構
造
が
、
今
日
の
学
問
の
な
か
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
し
て
こ
こ
に
、�b
学
問
を
介
し
た「
出
世
」と
い
う
言
葉
の
意
味
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
知
の
世
界
に
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
成
立
す
る
な
ら
、
学
問
自
体
の
な
か
に
、「
上
昇
」す
る

と
い
う
価
値
意
識
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
学
問
的「
出
世
」の
基
準
に
な
る
も
の
が
、
そ
の
学
問
の
地
域
か
ら
の
独
立
の
度
合
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。�オ
ゼ
ン
キ
し
た
よ
う
に
、
田
畑
一
枚
一
枚
と
結
び
つ
い
た
自

然
認
識
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
普
遍
性
を
も
ち
え
な
い
も
の
と
し
て
、
退
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
村
で
し
か
成
り
立
ち
え
な
い
よ
う
な
認
識
も
、
近
代
的
な
学
問
の
な
か
で

は
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
域
や
、
さ
ら
に
は
日
本
と
い
う
地
域
性
を
も
脱
却
し
て
、
普
遍
的
な
学
問
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
の
な
か
に
、

知
の「
出
世
」概
念
が
重
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

「
出
世
」と
い
う
概
念
は
、
相
対
的
な
地
位
の
上
昇
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
企
業
内
の
出
世
の
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
の
相
対
的
な
地
位
の
上

昇
も
、
こ
の
概
念
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
現
代
社
会
の
も
と
で
は
、
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
を
と
ら
な
い
、
数
多
く
の「
出
世
」意
識
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
そ
の
人
の
、
あ
る
い
は
そ
の
社
会
の
価
値
観
と
結
び
つ
い
た「
出
世
」意
識
で
、
知
の「
出
世
」も
こ
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら

地
域
性
を
消
し
去
っ
て
い
く
こ
と
が
、
高
度
な
学
問
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
だ
と
い
う
価
値
意
識
が
、
知
の
出
世
観
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
か
ら
で
す
。

そ
れ
は
村
の
子
ど
も
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
近
代
教
育
を
受
け
、
近
代
的
な
認
識
方
法
や
知
識
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
の
な
か
に
、
知
の

出
世
観
を
み
つ
け
だ
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、
次
第
に
、
人
間
の
行
為
や
努
力
が
出
世
と
い
う
感
覚
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
き
、
そ
の
行
為
や
努
力
の
達
成
感
を
獲
得
し

て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
上
昇
し
て
い
く
過
程
が
、
自
分
が
大
き
く
な
り
、
成
長
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
る
精
神
の
習
慣
を
つ
く
り
だ
し
て
い
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
精
神
の
習
慣
を
獲
得
し
た
瞬
間
に
、
子
ど
も
た
ち
は
、
村
が
自
分
の
人
生
を
達
成
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
思
う
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
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述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
と
結
ば
れ
た
村
人
の
暮
ら
し
の
基
本
に
あ
る
も
の
は
、
永
遠
の
循
環
を
と
げ
つ
づ
け
る
時
間
世
界
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
は
、
毎
年
変
わ
る
こ

と
の
な
い
春
を
迎
え
、
父
や
母
の
よ
う
に
大
人
に
な
り
、
祖
母
や
祖
父
の
よ
う
に
歳
を
と
っ
て
い
く
こ
と
が
、
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
村
で
も
、
毎
年
多
く
の
こ
と
が
変
化
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
変
化
も
ま
た
、
村
の
循
環
す
る
時
間
世
界
の
な
か
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
く
と
き
、
変
化
は
持
続
し

定
着
し
て
い
く
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
村
の
暮
ら
し
に
は
、
基
本
的
に
出
世
と
い
う
感
覚
は
成
立
し
え
な
い
の
で
す
。
も
し
か
す
る
と
あ
る
村
人
は
、
村
長
に
な
り
、
農
協
の
組
合

長
に
な
り
、
村
会
議
員
に
な
っ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
近
代
的
な
出
世
意
識
と
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
そ

の
よ
う
な
村
の
役
割
を
自
分
が
こ
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
仕
事
も
村
の
循
環
系
の
な
か
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

と
す
る
と
近
代
的
な
学
問
の�イ
セ
ッ
シ
ュ
を
と
お
し
て
培
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
意
識
は
、
そ
の
意
志
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
村
の
社
会
を
、
発
見
さ
せ
て
い
く
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
。
も
し
も
上
昇
を
と
げ
て
い
く
こ
と
が
、
大
き
く
な
り
、
成
長
し
て
い
く
こ
と
だ
と
し
た
ら
、
村
に
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
基
盤
が
な
い
の
で
す
。

私
に
は
、
こ
の
こ
と
が
、
村
に
生
ま
れ
た
青
年
た
ち
の
村
離
れ
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
学
校
教
育
が
も
た
ら
し

た
精
神
の
習
慣
が
、
山
村
の
衰
退
に
一
定
の
役
割
を
は
た
し
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
し
ょ
う
。

（
内
山
節『
内
山
節
著
作
集
11

子
ど
も
た
ち
の
時
間
』に
よ
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
一
部
を
改
変
し
た
。）

泫

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー�

�

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
階
層
構
造
で
、
な
ん
ら
か
の
基
準
に
よ
り
上
下
関
係
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
た
も
の
。
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設

問

�1

傍
線
部
分
ア
〜
オ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
な
お
該
当
す
る
も
の
が
な
い
と
き
は
、
�
を
マ
ー
ク
せ

よ
。
解
答
番
号
は

1

〜

5

。

�

ハ
ン
ロ

����������
�

ハ
ン
ヨ
ウ
性
の
高
い
機
械

�

モ
ハ
ン
的
な
態
度
を
示
す

�

ヒ
ロ
ウ
エ
ン
を
開
く

�

長
い
タ
ビ
ジ
を
終
え
る

�
（
該
当
す
る
も
の
は
な
い
）

	

セ
ッ
シ
ュ

����������
�

良
性
の
腫
瘍
を
セ
ツ
ジ
ョ
す
る

�

セ
ッ
ソ
ウ
の
な
い
学
者
た
ち

�

食
事
代
を
セ
ッ
パ
ン
す
る

�

ワ
ク
チ
ン
セ
ッ
シ
ュ
を
す
る

�
（
該
当
す
る
も
の
は
な
い
）

1

2




ム

ダ

����������
�

ゴ
リ
ム
チ
ュ
ウ
の
心
境
と
な
る

�

政
策
の
ム
ジ
ュ
ン
を
批
判
す
る

�

ダ
ガ
シ
を
買
っ
て
帰
宅
す
る

�

ダ
サ
ン
テ
キ
な
態
度
を
示
す

�
（
該
当
す
る
も
の
は
な
い
）

�

ジ
ョ
ウ
セ
イ

����������
�

ジ
ョ
ウ
ビ
ヤ
ク
を
補
充
す
る

�

穀
物
を
ジ
ョ
ウ
ゾ
ウ
し
て
酒
に
す
る

�

ジ
ョ
ウ
リ
を
兼
ね
備
え
た
名
文

�

汚
染
水
を
ジ
ョ
ウ
カ
す
る

�
（
該
当
す
る
も
の
は
な
い
）

3

4

オ

ゼ
ン
キ

����������
�

派
遣
部
隊
が
ゼ
ン
メ
ツ
す
る

�

セ
ン
ボ
ウ
の
眼
差
し
を
向
け
る

�

イ
ッ
キ
ト
ウ
セ
ン
の
つ
わ
も
の

�

ジ
ョ
ウ
キ
を
逸
し
た
言
動

�
（
該
当
す
る
も
の
は
な
い
）

5
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�2

空
所

ア

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

�

さ
く
さ
く

�

し
ば
し
ば

�

し
ぶ
し
ぶ

�

も
く
も
く

�

ゆ
う
ゆ
う

�

ら
く
ら
く

�3

空
所

イ

〜

オ

に
共
通
し
て
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

7

。

�

一
時
的

�

主
観
的

�

客
観
的

�

現
代
的

�

抽
象
的

�

具
体
的

全２３枚中その12



�4

本
文
中【
あ
】の
部
分
か
ら
は
、
左
の
㋐
〜
㋓
の
段
落
が
抜
か
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
挿
入
す
る
段
落
の
順
番
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
中
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

㋐

す
な
わ
ち
学
校
教
育
と
は
、
価
値
中
立
的
な
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
誰
が
考
え
て
も
妥
当
な
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
、
教
育
の
基
本
が
お
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

㋑

た
と
え
ば
数
学
の
公
式
が
あ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
公
式
が
、
価
値
観
の
違
い
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
数
学
の
公
式

が
、
あ
る
種
の
価
値
判
断
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
も
、
そ
の
価
値
判
断
を
伴
わ
な
け
れ
ば
利
用
で
き
な
い
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
り
、
つ
ま
り
数
学
の
公

式
は
価
値
中
立
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

㋒

も
ち
ろ
ん
学
校
教
育
の
な
か
に
は
、
価
値
中
立
的
と
は
い
え
な
い
分
野
も
ふ
く
ま
れ
ま
す
か
ら
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
し
ば
し
ば
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
ま
す
。
代
表

的
な
も
の
は
日
本
の
近
代
史
に
か
か
わ
る
部
分
で
、
た
と
え
ば
日
本
の
ア
ジ
ア
ヘ
の
侵
略
を
ど
う
教
え
る
か
は
、
価
値
判
断
を
伴
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
し
、
そ
の
教
育
内

容
が
生
徒
た
ち
の
価
値
判
断
に
影
響
を
与
え
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
近
代
史
の
教
科
書
で
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
、
議
論
が
生
ま
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と

で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

㋓

そ
れ
は
国
語
の
漢
字
や
文
法
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
漢
字
や
文
法
は
、
そ
れ
を
使
う
と
き
の
約
束
事
で
す
か
ら
、
数
学
の
公
式
と
同
じ
よ
う
に
、
価
値
中
立

的
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
こ
と
が
科
学
や
、
小
中
高
校
な
ど
で
教
わ
る
地
理
な
ど
に
対
し
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
水
が
酸
素
と
水
素
の
化
合
物
で
あ
る
と

い
う
こ
と
や
、
日
本
の
地
形
が
価
値
判
断
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
も
な
い
し
、
価
値
判
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

�

㋐→

㋒→

㋓→

㋑

�

㋐→

㋓→

㋑→

㋒

�

㋑→

㋒→

㋓→

㋐

�

㋑→

㋓→

㋐→

㋒

�

㋒→

㋑→

㋐→

㋓

	

㋒→

㋓→

㋑→

㋐




㋓→

㋑→

㋒→

㋐

�

㋓→

㋒→

㋑→

㋐
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�5

傍
線
部
分
�
に
つ
い
て
、
筆
者
が「
村
の
作
法
」と
し
て
考
え
る
自
然
や
社
会
の
認
識
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

�

自
然
や
社
会
を
外
部
に
存
在
す
る
客
体
と
と
ら
え
、
自
然
科
学
の
知
識
を
駆
使
し
て
、
そ
の
内
部
構
造
を
科
学
的
に
解
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
認
識
の
方
法
。

�

近
代
的
な
学
問
の
方
法
と
は
対
照
的
に
、
最
初
に
価
値
判
断
を
く
だ
し
、
あ
と
か
ら
自
然
や
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
認
識
の
方
法
。

�

時
空
内
に
共
時
的
に
存
す
る
自
然
や
社
会
を
、
独
立
し
た
認
識
対
象
と
み
な
す
と
同
時
に「
支
え
あ
う
共
同
の
仲
間
」と
も
位
置
づ
け
る
よ
う
な
認
識
の
方
法
。

�

み
ず
か
ら
の
日
々
の
営
み
を
と
お
し
て
自
然
や
村
の
社
会
を
把
握
し
、
ま
た
自
分
た
ち
と
自
然
や
社
会
と
を
明
確
に
区
別
し
な
い
よ
う
な
認
識
の
方
法
。

�

価
値
判
断
と
認
識
と
を
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
け
る
一
方
で
、
具
体
的
な
行
為
を
と
お
し
て
自
然
や
社
会
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
よ
う
な
認
識
の
方
法
。

�6

傍
線
部
分
	
に
お
け
る「
出
世
」の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

。

�

少
々
無
理
を
し
て
も
都
会
の
有
名
な
学
校
に
進
学
し
、
そ
の
学
歴
を
足
が
か
り
と
し
て
、
社
会
的
な
評
価
の
高
い
職
業
に
就
く
こ
と
。

�

大
人
た
ち
か
ら
、
そ
の
地
域
に
根
ざ
し
た
農
業
技
術
を
時
間
を
か
け
て
学
び
、
そ
れ
を
用
い
て
よ
り
豊
か
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
。

�

近
代
的
な
学
問
と
村
の
学
問
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
場
合
に
よ
っ
て
両
者
を
使
い
分
け
な
が
ら
、
村
の
社
会
の
発
展
を
は
か
る
こ
と
。

�

学
校
教
育
を
通
じ
て
近
代
的
な
認
識
の
方
法
や
知
識
を
習
得
し
、
地
域
性
を
脱
却
し
た
、
よ
り
普
遍
的
な
学
問
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。

�

都
会
の
学
校
を
出
た
あ
と
村
会
議
員
や
農
協
の
組
合
長
、
村
長
な
ど
に
就
任
し
、
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
着
実
に
果
た
し
て
い
く
こ
と
。

�7

本
文
に
お
い
て
筆
者
が「
若
者
の
山
村
離
れ
の
原
因
」と
し
て
重
視
し
て
い
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

�

村
の
暮
ら
し
が
、
都
会
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
不
便
で
あ
る
こ
と
。

�

村
に
、
若
者
を
ひ
き
つ
け
る
よ
う
な
魅
力
的
な
勤
め
先
が
少
な
い
こ
と
。

�

一
九
五
〇
年
代
以
降
の
進
学
熱
の
高
ま
り
が
、
山
村
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
。

�

村
の
学
校
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
愛
郷
心
を
育
む
よ
う
な
授
業
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

�

村
の
学
校
に
お
い
て
、
価
値
中
立
的
な
知
識
が
お
も
に
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。




か
つ
て
社
会
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
た
地
域
が
、
単
な
る
狭
い
社
会
に
変
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

全２３枚中その14



�8

左
の
ａ
〜
ｅ
は
本
文
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
記
述
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
す
べ
て
含
み
、
か
つ
一
致
し
な
い
も
の
を
含
ま
な
い
選
択
肢
を
、
次
の
�
〜

�
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。

ａ

い
ま
の
学
校
教
育
の
あ
り
よ
う
は
、
子
ど
も
た
ち
の
精
神
の
発
達
に
よ
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
、
た
だ
ち
に
改
善
す
べ
き
で
あ
る
。

ｂ

学
校
の
外
に
お
け
る
山
村
の
子
ど
も
た
ち
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
、
塾
が
な
い
こ
と
を
除
け
ば
、
近
代
以
前
か
ら
、
都
市
の
子
ど
も
た
ち
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

ｃ
「
村
で
暮
ら
す
知
恵
」と「
学
校
で
習
う
知
識
」を
対
立
す
る
も
の
と
捉
え
、
後
者
が
よ
り
重
要
と
簡
単
に
結
論
づ
け
る
の
は
、
意
味
の
な
い
主
張
で
あ
る
。

ｄ

一
九
五
〇
年
代
の
後
半
以
降
の
山
村
で
、
近
代
的
学
問
と
村
の
学
問
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
た
ち
に
新
た
な
精
神
の
習
慣
が
芽
生
え
た
。

ｅ

学
問
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
や
低
さ
は
地
域
性
を
ど
こ
ま
で
脱
却
し
て
い
る
か
に
よ
り
定
ま
る
と
す
る「
知
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
」は
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

�

ａ
の
み

�

ｂ
の
み

�

ｄ
の
み

�

ｅ
の
み

�

ａ
と
ｃ

	

ｃ
と
ｄ




ｄ
と
ｅ

�

ａ
と
ｃ
と
ｅ

�

ｂ
と
ｃ
と
ｄ

�

ｂ
と
ｃ
と
ｅ
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二
次
の
文
章
は
、
一
九
三
五
年
に
作
家
横
光
利
一
が
発
表
し
た
評
論「
純
粋
小
説
論
」を
念
頭
に
置
い
て
、
作
家
坂
口
安
吾
が
同
年
に
発
表
し
た
評
論
で
あ
る
。
横
光
は
、
小
説
の
複

数
の
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
を
作
家
の
思
考
と
の
関
わ
り
を
保
ち
つ
つ
描
き
う
る
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、「
四
人
称
」の
発
明
を
提
案
し
た
。
こ
の「
四
人
称
」を
批
判
的
に

検
討
し
つ
つ
、
自
ら
の
方
法
を
探
求
す
る
坂
口
安
吾
の
文
章
を
読
み
、
設
問
に
答
え
よ
。（
解
答
番
号
は

13

〜

27

）

私
は
文
章
を
書
い
て
い
て
、
断
定
的
な
言
い
方
を
す
る
の
が
甚
だ
気
が
か
り
の
場
合
が
多
い
。
心
理
の
説
明
な
ぞ
の
場
合
が
殊
に
そ
う
で
、
断
定
的
に
言
い
き
っ
て
し
ま
う
と
、

た
ち
ま

つ
か

忽
ち
真
実
を
摑
み
そ
こ
ね
た
よ
う
な
疑
い
に
落
ち
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
で
私
は
、
彼
は
こ
う
考
え
た
、
と
書
く
か
わ
り
に
、
こ
う
考
え
た
よ
う
で
あ
っ
た
、
と
か
、
こ
う
考
え
た

び

ら
し
い
と
言
う
風
に
書
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
読
者
と
協
力
し
て
、
共
々
言
外
の
と
こ
ろ
に
新
た
な
意
味
を
感
じ
当
て
た
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
未
熟
を
弥
縫
す
る
卑

き
ょ
う
怯
な
手
段
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
私
と
し
て
は�a
自
分
の
文
学
に
課
せ
ら
れ
た
避
く
べ
か
ら
ざ
る
問
題
を
そ
こ
に
見
出
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
気
持
で
あ
る
。【
�
】

芥
川
龍
之
介
の
自
殺
の
原
因
に
十
ほ
ど
心
当
り
が
あ
る
と
い
う
話
を
宇
野
浩
二
氏
か
ら
お
き
き
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
当
然
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
、
ま
た
文
学
者
の
よ
う
な
複

ま
れ

雑
な
精
神
生
活
を
持
た
な
い
人
々
で
も
、
こ
れ
一
つ
と
い
う
剰
余
な
し
の
ハ
ッ
キ
リ
し
た
理
由
だ
け
で
自
殺
す
る
こ
と
の
方
が
か
え
っ
て
稀
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。【
�
】

つ
い

自
殺
な
ぞ
と
い
う
特
異
な
場
合
を
持
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
日
常
我
々
が
怒
る
と
か
喜
ぶ
と
か
悲
し
む
と
い
う
平
凡
な
場
合
に
就
て
考
え
て
み
て
も
、
単
に
怒
っ
た
、
悲
し
ん

か
か
わ

だ
、
喜
ん
だ
、
と
書
い
た
だ
け
で
は
片
付
け
き
れ
な
い
複
雑
な
奥
行
き
と
広
が
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
多
く
の
文
学
が
極
め
て
軽
く
単
に
、
喜
ん
だ
、
悲
し
ん

こ
だ
わ

だ
、
叫
ん
だ
、
と
書
い
た
だ
け
で
済
ま
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
複
雑
さ
に
気
付
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
複
雑
さ
は
分
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
一
々
拘
泥
る
ほ
ど
の
重
大

こ
う
で
い

き
ま

さ
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
と
見
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
一
々
に
拘
泥
し
て
は
大
文
章
が
書
け
な
い
に
極
っ
て
い
る
。【
�
】

私
は
文
章
の「
真
実
ら
し
さ
」と
い
う
こ
と
に
就
て
、
内
容
の
問
題
も
無
論
あ
る
が
、
形
の
上
の
真
実
ら
し
さ
が
確
立
す
れ
ば
、
む
し
ろ
内
容
は
そ
れ
に
応
じ
て
配
分
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
組
織
さ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
り
、
こ
う
し
て
形
式
と
結
び
つ
い
て
配
分
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
全
然
新
た
な
意
味
と
か
、
い
わ
ば
内
容
の
真
実
ら
し
さ

も
生
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。【
�
】

ま

こ
れ
を
先
ず
小
さ
な
と
こ
ろ
か
ら
言
え
ば
、
先
程
も
述
べ
た
よ
う
な
、
断
定
的
な
言
い
方
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
私
の
神
経
が

断
定
を
下
す
に
も
堪
え
が
た
い
ほ
ど
病
的
な
衰
弱
を
き
た
し
て
い
る
か
ら
、
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

ゆ
が

ひ
だ

意
識
内
容
の
歪
み
、
襞
、
か
ら
み
、
そ
う
い
う
も
の
は
断
定
の
数
を
ど
れ
ほ
ど
重
ね
て
も
言
い
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
、
私
の
目
指
す
文
学
は
、
そ
れ
を
言
い
き
る
こ

ほ
う
わ

と
が
直
接
の
目
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
小
説
の
部
分
部
分
の
文
章
は
、
そ
れ
自
ら
が
停
止
点
、�ア
法
話
点
で
あ
る
べ
き
で
な
く
、
接
続
点
で
あ
り
、
常
に
止
揚
の
一
過
程
で
あ
り
、

む
し

小
説
の
最
後
に
至
る
ま
で
燃
焼
を
つ
づ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
燃
焼
し
う
る
も
の
は
寧
ろ
方
便
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
真
に
言
い
た
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
不
燃
性
の

か

「
あ
る
も
の
」で
あ
る
。
斯
様
な
も
の
は
我
々
の
知
能
が
意
味
を
利
用
し
て
暗
示
し
う
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
正
確
に
指
摘
し
よ
う
と
す
る
と
か
え
っ
て
正
体
を
失
う
ば
か
り
で
な
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く
、
真
実
ら
し
さ
を
も
失
っ
て
し
ま
う
。【
�
】

文
章
の
真
実
ら
し
さ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
時
の
神
経（
ほ
か
に
適
当
な
言
葉
が
見
当
ら
な
い
）に
応
じ
て
多
分
に
流
動
的
で
あ
る
。
こ
の
神
経
を
無
視
し
て
、
強
い
て
す

し
か

る
正
確
さ
は
、
そ
の
真
実
の
姿
を
伝
え
る
代
り
に
、
か
え
っ
て
神
経
の
反
撃
を
受
け
て
、
真
実
ら
し
さ
を
失
い
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
近
頃
文
学
を
批
評
す
る
に
、
こ

の
文
章
に
は
真
実（
実
感
）が
あ
る
、
真
実
が
な
い
、
と
い
う
言
い
方
が
流
行
し
、
こ
の
実
感
を
嗅
ぎ
出
す
神
経
が
極
度
に
発
達
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
の
傾

向
を
余
り
歓
迎
し
な
い
。
実
感
は
芸
術
以
前
の
素
朴
な
も
の
で
、
文
章
で
言
え
ば
手
紙
や
日
記
に
寧
ろ
最
も
多
く
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
真
実
は
持
つ
に

も
っ
と

し
ろ
、
だ
い
た
い
あ
ん
ま
り
本
当
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
挨
拶
の
し
よ
う
が
な
い
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
御
尤
も
で
す
と
い
う
以
外
の
幅
の
広
さ
も
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
々
の

文
章
に
こ
う
い
う
ひ
ね
こ
び
た
真
実
を
強
い
ら
れ
る
と
、
飛
躍
し
た
高
処
に
何
物
の
姿
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
だ
。
そ
の
う
え
、
そ
れ
自
ら
と
し
て

独
立
し
た
実
感
を
持
つ
に
し
て
も
、
部
分
と
部
分
と
の
連
絡
の
際
に
、
曲
芸
を
行
わ
な
い
限
り
自
由
に
進
行
も
で
き
な
い
よ
う
な

イ

に
お
ち
い
る
危
険
が
あ
り
は
し
ま

お
お
む

い
か
。
私
の
経
験
に
よ
る
と
、
内
容
的
な
真
実（
実
感
）を
先
に
立
て
る
と
、
概
ね
予
定
通
り
の
展
開
も
で
き
な
い
よ
う
な
卑
怯
な
渋
滞
状
態
を
ひ
き
お
こ
し
、
か
え
っ
て
真
実
を
逸

き
ょ
ぎ

し
が
ち
で
あ
る
ば
か
り
か
、
渋
滞
状
態
の
悪
あ
が
き
の
中
で
は
、
真
実
を
強
調
す
る
た
め
の
一
種
自
己
催
眠
的
な�イ
虚
偽
す
ら
犯
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
危
険
を
避
け
、

書
き
た
い
こ
と
を
自
由
に
書
き
の
ば
す
た
め
に
、
私
に
考
え
ら
れ
る
唯
一
の
手
段
は
、
新
た
な
形
式
を
も
と
め
、
形
式
の
真
実
ら
し
さ
に
よ
っ
て
、
逆
に
内
容
の
発
展
を
自
由
な
ら

し
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
人
称
を
設
け
る
こ
と
は
甚
だ
う
ま
い
方
法
で
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
確
か
に
前
述
の

ロ

が
か
な
り
に
ま
ぬ
が
れ
る
に
違
い
な
い
。
然
し
な
が
ら
私
は
、
日
本
語
に

お於
け
る
四
人
称
に
一
つ
の
疑
い
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。【
�
】

ご
と

そ
な

元
来
こ
の
目
的
の
た
め
の
四
人
称
は
記
号
の
如
き
も
の
で
、
肉
体
を
持
つ
と
そ
れ
は
又
別
の
意
味
の
も
の
に
な
る
。
多
少
の
肉
体
を
具
え
た
四
人
称
は
、
こ
れ
は
ま
た
特
別
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
も
の
で
、
私
の
こ
こ
で
ふ
れ
た
い
問
題
は
完
全
に
肉
体
を
持
た
な
い
四
人
称
に
限
ら
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

英
語
や
仏
蘭
西
語
や
独
逸
語
は
主
格
な
し
に
句
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
作
中
の
人
物
で
も
な
く
、
作
家
自
ら
で
も
な
く
、
い
わ
ば
作
品
の
足
を
お
ろ
し
た
大
地
か

お
い

ら
は
遊
離
し
た

ハ

の
一
点
に
於
て
純
理
的
存
在
を
な
す
と
こ
ろ
の
一
談
話
者
兼
一
批
判
者（
形
の
上
で
は
、
つ
ま
りnarrateur

とpenseur

が
一
致
し
た
よ
う
な
体

よ

ぎ

裁
で
あ
る
）、
一
で
も
多
で
も
全
で
も
あ
り
、
同
時
に
形
態
と
し
て
は
無
で
あ
る
と
こ
ろ
の
第
四
人
称
が
、
外
国
語
で
は
文�

法�

的�

に
必
ず
設
立
を�ウ
与
儀
な
く
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

【
�
】

か
く
か
く

日
本
語
は
幸
か
不
幸
か
必
ず
し
も
主
格
の
設
置
を
必
要
と
し
な
い
。
彼
は
斯
々
に
考
え
た
ら
し
い
、
と
か
、
斯
々
に
考
え
た
様
に
も
見
え
た
、
と
い
う
風
に
言
葉
を
用
い
て
第
四

人
称
を
は
ぶ
く
こ
と
も
出
来
な
い
相
談
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
ら
し
い
」と
い
う
主
体
が
作
者
の
主
観
に
間
違
わ
れ
る
心
配
は
、
そ
の
前
後
の
語
法
に
多
少
の
心
を
用
い
れ
ば
ま

ず
絶
対
に
な
い
と
み
て
い
い
。
そ
れ
に
私
と
い
う
第
四
人
称
が
顔
を
出
さ
な
い
だ
け
に
、
こ
の
無
形
の
説
話
者
は
い
さ
さ
か
の
文
章
上
の
混
乱
を
ま
ね
く
こ
と
な
く
作
品
の
あ
ら
ゆ
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ち
ん

る
細
部
に
説
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
最
も
秘
密
な
場
所
に
闖
入
し
て
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
時
に
も
文
章
上
の
不
都
合
を
ま
ね
か
な
い
。
同
時
に
、
第
四
人
称
の
私
が
文
法
的
な
制
約

ま
す
ま
す

た

き

か
ら
必
ず
第
四
人
称
に
限
定
さ
れ
る
に
比
べ
れ
ば
、
こ
の
無
形
の
説
話
者
は
第
五
人
称
に
も
第
六
人
称
に
も
な
り
え
て
、
益
々
複
雑�エ
他
奇
な
働
き
を
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
と
思
う

そ

の
で
あ
る
。
と
ま
れ
然
う
い
う
文
章
の
構
成
法
を
様
々
に
研
究
し
て
み
た
ら
、
極
め
て
軽
妙
に
文
章
の
真
実
ら
し
さ
を
調
べ
る
こ
と
も
で
き
、
従
っ
て
言
お
う
と
す
る
内
容
を
極
め

ち
ょ
う

き
び
す

て
暢
達
に
述
べ
と
お
す
こ
と
も
で
き
、
色
々
と
ひ
っ
か
か
る
左
右
の
問
題
に
も
軽
く
踵
を
め
ぐ
ら
し
て
応
接
す
る
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。【
�
】

別
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
内
容
を
萎
縮
せ
し
め
る
形
式
が
最
も
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
の
形
式
を
も
と
め
る
べ
き
で
あ
り
、
私
自
身
は
そ
の
形
式
の
必
要
を
痛
感
し
つ

つ
、
も
は
や
長
く
悩
ま
さ
れ
通
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

な
か
な
か

第
四
人
称
の
問
題
は
別
と
し
て
、
ら
し
い
、
と
か
、
何
々
の
よ
う
で
あ
っ
た
、
よ
う
に
見
え
た
、
と
い
う
言
い
方
は
、
却
々
面
白
い
手
段
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
か
く
今
日
の
神

ぱ
つ

や
す

経
は
、
断
定
的
で
あ
っ
た
り
、
あ
く
ま
で
組
織
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
直
ち
に
反
撥
を
感
じ
易
く
、
い
わ
ば
今
日
の
神
経
は
そ
れ
自
ら
が
解
決
の
な
い
無
限
の
錯
雑
と
共
に
あ
が
き

ま
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
む
し
ろ
曖
昧
な
形
に
於
て
示
さ
れ
た
物
に
対
し
て
は
能
動
的
な
感
受
力
を
起
し
て
き
て
、
神
経
自
ら
が
作
品
の
方
を
真
実
ら
し
く
受
け
と
っ
て
く

と
う
す
い

る
、
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
過
去
に
於
て
は
作
者
も
読
者
も�オ
陶
睡
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
今
日
で
は
作
者
は
同
時
に
自
ら
の
批
評
家
で
あ
る
こ
と
が

免
れ
が
た
い
状
態
で
、
そ
う
い
う
作
者
は
作
品
の
制
作
に
当
っ
て
、
自
分
と
同
じ
批
評
家
と
し
て
の
読
者
し
か
予
想
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
今
も
昔
も
変
り
な
く
、
自

み

分
の
意
に
充
つ
る
よ
う
に
し
か
書
け
な
い
わ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
私
は
自
分
の
状
態
を
の
べ
る
と
、
あ
く
ま
で
断
定
的
な
ら
ざ
る
又
組
織
的
な
ら
ざ
る
形
態
で
示
し
た

か
つ

も
の
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
真
実
を
摑
ん
で
い
な
い
に
せ
よ
、
真
実
を
摑
み
そ
こ
ね
て
は
い
な
い
の
で
、
真
実
ら
し
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
且
又
か
よ
う
に

ニ

な
曖

昧
な
言
い
方
を
曖
昧
な
ま
ま
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
マ
ン
に
累
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も
か
く
複
雑
な
襞
を
は
ら
ん
だ
何
物
か
を
言
い
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う

に
み
ら
れ
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
は
又
、
章
句
の
場
合
に
限
ら
ず
、
小
説
全
体
の
構
成
に
就
て
も
同
断
で
あ
る
。
小
説
に

ホ

を
期
そ
う
と
し
、
あ
く
ま
で
組
織
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の

れ
ん

ご
と

じ
ゃ
っ

聯
絡
毎
に
概
し
て
無
理
が
と
も
な
い
が
ち
で
、
あ
く
ま
で
真
実
ら
し
く
し
よ
う
と
す
る
と
、
こ
こ
で
も
進
行
不
能
の
渋
滞
を
惹
起
し
が
ち
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
は
不
当
な

は
ら

曲
芸
を
犯
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
人
間
の
動
き
は
数
理
の
よ
う
に
は
行
か
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
可
能
を
孕
ん
で
い
て
、
そ
れ
の
い
ず
れ
も
が
同
時
に
可
能
で
あ
る
こ
と
が
多
々
あ

る
。
Ａ
の
事
情
か
ら
Ｂ
の
事
情
が
継
起
す
る
必
然
性
は
人
間
の
動
き
に
於
て
は
決
し
て
な
い
の
で
、
そ
れ
本
来
の
条
件
と
し
て
は
寧
ろ
偶
発
的
、
分
裂
的
と
見
る
方
が
至
当
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
動
き
に
一
々
必
然
的
な
聯
絡
を
つ
け
、
組
織
づ
け
よ
う
と
す
る
と
、
こ
こ
で
も�b
か
え
っ
て
そ
の
真
実
ら
し
さ
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
で
は
、
多
く
の
動
き
が
、
そ
の
聯
絡
が
甚
だ
不
鮮
明
不
正
確
で
、
多
分
に
分
裂
的
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
雑
多
な
並
立
的
な
事
情
が
極
め
て
デ
ィ
ア
レ

あ
る

ク
テ
ィ
ク
マ
ン
に
累
積
さ
れ
、
或
い
は
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
重
ね
て
、
甚
だ
し
く
強
烈
な
真
実
感
を
出
し
て
い
る
。
組
織
的
に
組
み
立
て
よ
う
と
す
る
よ
り

そ
う

も
、
む
し
ろ
意
識
的
に
分
裂
的
散
乱
的
に
配
合
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
て
、
い
わ
ば
彼
に
あ
っ
て
は
、
分
裂
的
に
配
合
す
る
こ
と
が
、
結
果
に
於
て
組
織
的
綜
合
的
な
総
和

全２３枚中その18



い
た
ず

を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
徒
ら
に
組
織
立
て
よ
う
と
し
な
い
た
め
に
、
無
理
に
す
る
聯
絡
の
カ
ラ
ク
リ
が
な
く
、
労
せ
ず
し
て（
実
は
労
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

わ
が

う
が
、
文
章
に
表
れ
た
表
面
で
は
）強
烈
な
迫
力
を
も
つ
真
実
ら
し
さ
を
我
物
と
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
は
私
の
大
い
に
学
び
た
い
と
思
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

す
て

脈
絡
の
な
い
人
物
や
事
件
を
持
ち
来
っ
て
、
棄
石
の
よ
う
に
置
き
す
て
て
行
く
、
そ
う
い
う
こ
と
も
意
識
的
に
分
裂
的
配
分
を
行
う
際
に
必
要
な
方
法
で
あ
ろ
う
し
、
探
し
た
な

ら
ば
、
そ
の
た
め
色
々
の
都
合
の
い
い
、
効
果
的
な
、
面
白
い
手
法
を
見
付
け
だ
す
こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
事
件
と
事
件
が
各
々
分
裂
的
で
、
強
い
て
す
る
組
織
的

脈
絡
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
章
句
が
断
定
的
で
な
く
強
い
て
曖
昧
で
あ
る
こ
と
の
効
果
と
同
じ
理
由
で
、
そ
れ
自
体
が
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
面
の
武
器
と
し
な
い

代
り
に
、
真
実
を
摑
み
損
ね
た
手
違
い
は
犯
し
て
い
な
い
と
い
う
、
そ
れ
自
ら
と
し
て
は
消
極
的
な
効
能
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
の
神
経
に
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と

が
で
き
、
つ
づ
い
て
斯
様
に

ニ

な
数
個
の
事
情
を
累
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
な
真
迫
力
も
強
め
得
て
、
言
葉
以
上
に
強
力
な
作
者
の
意
志
を
伝
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

�c
蛇
足
な
が
ら
最
後
に
一
言
つ
け
加
え
て
お
く
と
、
私
は「
真
実
ら
し
さ
」の「
ら
し
さ
」に
最
も
多
く
の
期
待
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
真
実
で
あ
る
世
界
は
、

そ
れ
が
す
で
に
一
つ
の
停
止
で
あ
り
終
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
興
味
が
も
て
な
い
。「
ら
し
さ
」は
あ
ら
ゆ
る
可
能
で
あ
り
、
か
つ
又
最
も
便
宜
的
な
世
界
で
あ
る
。
芸
術
と
し
て

は
最
も
低
俗
な
約
束
の
世
界
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
と
も
か
く
こ
こ
ま
で
は
芸
術
と
し
て
許
さ
れ
う
る
世
界
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
最
も
広
く
、
暢
達
な
歩
み
を
運
ぶ
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
る
。
表
面
の
形
は
低
俗
で
あ
っ
て
も
、
最
も
暢
達
の
世
界
で
あ
る
た
め
に
、
結
果
に
於
て
最
も
低
俗
な
ら
ざ
る
深
さ
高
さ
大
い
さ
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
左
様
な
考

え
か
ら
、
今
日
の
神
経
に
許
さ
れ
う
る
最
も
便
宜
的
な
世
界
に
於
て
、
真
実
ら
し
き
文
章
の
形
式
を
考
案
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
坂
口
安
吾『
坂
口
安
吾
全
集
14
』、「
文
章
の
一
形
式
」に
よ
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
一
部
を
改
変
し
た
。）

泫

弥
縫�

�

と
り
つ
く
ろ
う
。

止
揚�

�

弁
証
法（
後
述
）の
概
念
の
ひ
と
つ
。
あ
る
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
否
定
は
す
る
が
残
し
て
お
き
、
よ
り
高
い
段
階
で
生
か
す
こ
と
。

narrateur�
�

語
る
人（
フ
ラ
ン
ス
語
）。

penseur�
�

考
え
る
人（
フ
ラ
ン
ス
語
）。

闖
入�

�

無
断
で
押
し
入
る
こ
と
。

暢
達�
�

の
び
そ
だ
つ
こ
と
。
の
び
の
び
と
し
て
い
る
さ
ま
。

デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
マ
ン
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク�

�

弁
証
法
的
。
こ
こ
で
い
う
弁
証
法
と
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
事
柄
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
高
い
次
元
の
結
論
へ

と
導
く
思
考
の
こ
と
。

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ�

�

部
品
や
断
片
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
。
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設

問

�1

傍
線
部
分
ア
〜
オ
の
漢
字
の
正
誤
に
つ
い
て
、
次
の
各
群
の
�
〜
�
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

〜

17

。

ほ
う

わ

き
ょ

ぎ

�

法

話

�������
�
「
法
」・「
話
」ど
ち
ら
も
正
し
い

�
「
法
」は
正
し
く
、「
話
」は
誤
り

�
「
話
」は
正
し
く
、「
法
」は
誤
り

�
「
法
」・「
話
」ど
ち
ら
も
誤
り

�

虚

偽

�������
�
「
虚
」・「
偽
」ど
ち
ら
も
正
し
い

�
「
虚
」は
正
し
く
、「
偽
」は
誤
り

�
「
偽
」は
正
し
く
、「
虚
」は
誤
り

�
「
虚
」・「
偽
」ど
ち
ら
も
誤
り

13

14

よ

ぎ

た

き

	

与

儀

�������
�
「
与
」・「
儀
」ど
ち
ら
も
正
し
い

�
「
与
」は
正
し
く
、「
儀
」は
誤
り

�
「
儀
」は
正
し
く
、「
与
」は
誤
り

�
「
与
」・「
儀
」ど
ち
ら
も
誤
り




他

奇

�������
�
「
他
」・「
奇
」ど
ち
ら
も
正
し
い

�
「
他
」は
正
し
く
、「
奇
」は
誤
り

�
「
奇
」は
正
し
く
、「
他
」は
誤
り

�
「
他
」・「
奇
」ど
ち
ら
も
誤
り

15

16

と
う

す
い

オ

陶

睡

�������
�
「
陶
」・「
睡
」ど
ち
ら
も
正
し
い

�
「
陶
」は
正
し
く
、「
睡
」は
誤
り

�
「
睡
」は
正
し
く
、「
陶
」は
誤
り

�
「
陶
」・「
睡
」ど
ち
ら
も
誤
り

17
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�2

空
所

イ

・

ロ

に
共
通
し
て
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。

�

自
画
自
賛

�

自
給
自
足

�

自
業
自
得

�

自
縄
自
縛

�

自
暴
自
棄

�3

空
所

ハ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

19

。

と
う

�

不
朽
不
滅

�

不
承
不
承

�

不
即
不
離

�

不
撓
不
屈

�

不
要
不
急

�4

空
所

ニ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

20

。

�

純
理
的

�

絶
対
的

�

断
定
的

�

必
然
的

�

文
法
的

�

分
裂
的

�5

空
所

ホ

に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

21

。

か

�

一
気
呵
成

�

喜
怒
哀
楽

�

鶏
口
牛
後

�

首
尾
一
貫

�

千
変
万
化

�

竜
頭
蛇
尾

�6

本
文
中
か
ら
は
左
の
文
Ａ
・
文
Ｂ
が
そ
れ
ぞ
れ
抜
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
を
挿
入
す
る
の
に
最
も
適
当
な
箇
所
を
、
次
の
�
〜
	
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は
、
文
Ａ
は

22

、
文
Ｂ
は

23

。

文
Ａ

こ
の
種
の「
私
」は
不
完
全
な
が
ら
も
外
国
文
学
に
は
時
々
用
い
ら
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

文
Ｂ

如
上
の
私
の
言
う
形
式
と
い
う
こ
と
が
、
文
章
上
の
遊
戯
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

�
【


】

�
【
�
】

�
【
�
】

�
【

】

�
【
�
】

�
【
�
】

�
【
�
】

	
【
�
】
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�7

傍
線
部
分
�
に
つ
い
て
、
筆
者
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
し
て
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

24

。

�

多
く
の
文
学
が
細
か
く
気
に
懸
け
る
ほ
ど
の
重
大
さ
を
認
め
な
か
っ
た
心
理
の
複
雑
さ
に
拘
泥
り
続
け
る
こ
と
。

�

言
葉
で
は
言
い
表
さ
な
い
部
分
で
、
読
者
と
協
力
し
つ
つ
、
新
た
な
意
味
を
と
も
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

�

渋
滞
状
態
を
ひ
き
お
こ
す
危
険
を
回
避
し
て
、
書
き
た
い
こ
と
を
自
由
に
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

�

断
定
的
に
は
言
い
切
れ
な
い
心
理
の
複
雑
な
奥
行
き
と
広
が
り
を
摑
み
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

卑
怯
と
言
わ
れ
る
危
険
を
冒
し
て
で
も
、
描
写
力
の
未
熟
さ
を
ど
う
に
か
し
て
取
り
繕
う
こ
と
。

⑻

傍
線
部
分
	「
か
え
っ
て
」に
つ
い
て
、
本
文
と
同
じ
品
詞
で
正
し
い
使
い
方
を
し
て
い
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

25

。

�

課
せ
ら
れ
て
い
た
宿
題
を
き
ち
ん
と
こ
な
し
て
い
た
の
に
か
え
っ
て
成
績
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

�

湿
気
の
た
め
に
い
つ
の
ま
に
か
扉
の
面
が
わ
ず
か
に
か
え
っ
て
隙
間
風
が
吹
き
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。

�

正
面
か
ら
突
然
の
激
し
い
風
を
受
け
た
た
め
に
傘
が
歪
み
、
か
え
っ
て
半
身
が
雨
で
ぬ
れ
て
し
ま
っ
た
。

�

他
国
に
占
領
さ
れ
て
い
た
領
土
が
か
え
っ
て
多
く
の
人
々
が
再
会
を
は
た
し
た
。

�

ゆ
く
え
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
た
飼
い
犬
が
か
え
っ
て
家
族
全
員
が
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。

�9

傍
線
部
分


か
ら
始
ま
る
最
終
段
落
全
体
が「
蛇
足
」と
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

26

。

�

こ
れ
ま
で
に
自
分
が
述
べ
て
き
た
こ
と
の
な
か
に
低
俗
な
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
後
か
ら
気
づ
い
た
た
め
。

�

こ
れ
ま
で
の
記
述
内
容
と
最
終
段
落
の
記
述
内
容
が
、
互
い
に
他
を
否
定
す
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
た
め
。

�

こ
れ
ま
で
の
文
章
で
読
者
に
は
既
に
察
し
が
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
え
て
念
押
し
し
て
い
る
た
め
。

�

最
終
段
落
の
記
述
内
容
と
そ
れ
ま
で
の
記
述
内
容
が
、
ほ
と
ん
ど
関
係
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
。

�

最
終
段
落
は
こ
れ
ま
で
の
記
述
内
容
か
ら
飛
躍
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
次
回
作
へ
の
意
欲
を
示
す
も
の
で
あ
る
た
め
。
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�

左
の
ａ
〜
ｅ
の
う
ち
、
本
文
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
や
評
価
と
一
致
す
る
も
の
を
す
べ
て
含
み
、
か
つ
一
致
し
な
い
も
の
を
含
ま
な
い
選
択
肢
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

２７

。

ａ

小
説
中
の
個
別
の
事
象
が
真
実
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
み
に
し
て
、
作
者
の
意
図
を
雄
弁
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ｂ

小
説
で
の
描
写
を
隅
々
ま
で
正
確
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
評
価
す
る
者
た
ち
も
い
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
評
価
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

ｃ

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
で
は
、
意
図
さ
れ
ず
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
断
片
が
最
終
的
に
は
見
事
に
統
合
さ
れ
て
い
る
と
筆
者
は
評
価
し
て
い
る
。

お
の

ｄ

文
章
の「
真
実
ら
し
さ
」は
形
式
上
の
真
実
ら
し
さ
を
求
め
て
い
け
ば
、
何
の
配
慮
も
な
し
に
自
ず
と
実
現
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

ｅ

筆
者
は
、
自
分
の
小
説
に
お
け
る
各
文
章
が
、
そ
の
部
分
だ
け
で
断
定
的
な
意
味
を
な
し
完
結
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

�

ａ
の
み

�

ｂ
の
み

�

ｃ
の
み

�

ｄ
の
み

�

ｅ
の
み

	

ａ
と
ｃ




ａ
と
ｄ

�

ｂ
と
ｄ

�

ｂ
と
ｅ

�

ｃ
と
ｅ
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