
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4 年度 入学者選抜試験問題 

国  語 
100 点

50 分

※ 下記の〈注意事項〉をよく読み，監督者の指示があるまで開かないこと。

 実施日：令和４年１月６日（木） 

40 

〈注意事項〉 

― 開始前 ― 

１．試験時間は 10：20 ～ 11：10 の 50 分であり，途中退室は認めない。 
２．監督者の〈開始〉の指示があるまで，この問題冊子の中を開かない。 
３．解答用紙には，解答欄のほかに，受験番号，氏名の記入欄があるので，下記

を参照し記入・マークすること。 
  ●受験番号欄 上段に受験番号を記入し，さらにその下のマーク欄にマーク 
         すること。 
  ●氏名欄   氏名・フリガナを記入すること。 
４．解答用紙に汚れがある場合には，挙手で監督者に知らせること。 

３．マークはＨＢの鉛筆で行い，所定欄以外にはマークしたり，記入したりしない

こと。 

４．解答用紙は汚したり折り曲げたりしないように特に注意すること。 

５．訂正は，消しゴムであとが残らないように完全に消し，かすが残らないように

  すること。 

６．質問等がある場合は，挙手で監督者に知らせること。ただし，問題に関する

質問は受け付けない。 

― 開始後 ― 

１．この問題冊子は 23 ページである。確認してページの落丁，乱丁，印刷不鮮明

等がある場合は，挙手で監督者に知らせること。 
２．解答は，すべて解答用紙の所定の欄へのマークによって行うこと。 

例えば       と表示のある問いに対して と解答する場合は，次の(例)の

ように解答番号 40 の解答欄の にマークする。 3

3

(例) 解答
番号 

40

解 答 欄 
21 43 5

31 2 4 5
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（
問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
始
ま
る
） 
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第
１
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
９
）
に
答
え
よ
。 

 

プ
ラ
ト
ン
の
正
義
の
理
論
は
、
何
よ
り
も
正
義
を
人
間
の
魂
の
内
的
な
調
和
の
問
題
と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
伝
統
的
な
ギ

リ
シ
ア
の
正
義
観
は
、
正
義
を
人
間
の
「
卓
越
」
や
「
徳
」
と
し
て
の

＊
１

ア
レ
テ
ー
と
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
が
う
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
た
い
し
て
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
正
義
の
概
念
が
確
立
さ
れ
る
第
三
の
道
、
す
な
わ
ち
公
共
善
と
し
て
の
正
義
の
概
念
を
確
立
し
た
の
が
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
（A

ristotel ēs,384-322B
C

）
で
あ
る
。
正
義
を
社
会
の
公
共
善
の
実
現
と
考
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
の
理
論
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
理
論
を
一

新
す
る
よ
う
な
大
き
な
展
開
を
実
現
す
る
も
の
だ
っ
た
。 

（ 

ａ 

）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
の
理
論
に
お
い
て
も
、
正
義
と
ア
レ
テ
ー
の
結
び
つ
き
は
解
か
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
基
本
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
正
義
の
定
義
は
、「
人
々
が
正
し
い
も
の
ご
と
を
行
う
よ
う
な
状
態

ヘ
ク
シ
ス

、
つ
ま
り
人
々
が
正
し
い
こ
と
を
行
い
、
正
し
い
こ
と
を
望
む
よ
う
な
状
態
の
こ
と
」

（
高
田
三
郎
訳
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
正
義
は
、

＊
２

ポ
リ
ス
の
市
民
の
徳
の
高
い
状
態
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
、
こ
の
ヘ
ク
シ
ス
と

は
、
慣
習
や
技
術
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
る
事
柄
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
工
と
は
、
建
物
を
建
築
す
る
技
術
を
所
有
し
て
い
る
状
態
に

あ
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
正
し
い
人
と
は
、
習
慣
や
努
力
に
よ
っ
て
、
正
義
を
行
う
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
《
１
》 

た
だ
し
こ
こ
で
は
正
義
と
正
し
い
人
と
正
し
い
こ
と
が
（ 
Ⅰ 

）
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
分
か
る
だ
ろ
う
。
正
義
は
正
し
い
も
の
ご
と
を
行
う
こ

と
で
あ
り
、
正
し
い
人
は
正
義
を
行
う
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
人
で
あ
り
、
正
し
さ
と
は
、
正
し
い
人
が
行
う
こ
と
で
あ
る
。「
正
し
さ
」
が
き
ち
ん
と

定
義
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
循
環
を
抜
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
正
し
く
な
い
こ
と
」
は
何
か
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
の
「
正
し
さ
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。「
不
正
な
ひ
と
」
と
は
、「
一
方
で
は
違
法
的

パ
ラ
ノ
モ
ス

な
人
で
あ
り
、
他
方
で
は
過
多
を
む
さ
ぼ
り
が
ち
な
不
均
等
的

ア

ニ

ソ

ス

な
人
で
あ
る
」
。（ 

ｂ 

）
「

正

義

デ
イ
カ
イ
オ
ン

と
は
適
法
的

ノ

ミ

モ

ン

と
い
う
こ
と
と
均
等
的

イ

ソ

ン

と
い
う
こ
と
の
両
義
を
含
む
」
こ
と
に
な
る
。
適
法
的
と
い
う
こ
と
は
、
ポ
リ
ス

の
定
め
た

法
ノ
モ
ス

を
守
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
均
等
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
た
め
の
利
益
を
過
度
に
む
さ
ぼ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も

Ａ

正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、
倫
理
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
プ
ラ
ト
ン
と
の
決
定
的
な
違
い
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は
、
こ
の
倫
理
的
な
特
質
と
し
て
の
「
正
し
さ
」
が
、
そ
の
人
の
内
的
な
倫
理
的
な
特
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
し
さ
は
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
に
魂

の
内
的
な
調
和
で
は
な
い
。「
正
義
は
、
そ
れ
ゆ
え
完
全

テ
レ
イ
ア

な・

徳
ア
レ
テ
ー

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
無
条
件
的
に
同
じ
も
の
で
は
な
く
し
て
、（ 

Ⅱ 

）
な
関
係
に

お
け
る
そ
れ
な
の
で
あ
る
」
。
《
２
》 

と
い
う
の
は
、
善
人
が
つ
ね
に
正
義
の
人
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
は
悪
を
行
う
こ
と
は
、
自
己
に
た
い
し
て
不
正
を

行
う
こ
と
で
あ
り
、
善
と
正
義
、
悪
と
不
正
は
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
悪
は
す
べ
て
魂
の
調
和
の
破
綻
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
つ
ね
に
正
義
と
し
て
の
魂
の
秩
序
に
反
す
る
も
の
だ
っ
た
。
（ 

ｃ 

）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
善
を
行
う
こ
と
と
、
正
義
を
行
う
こ
と
は
同

じ
こ
と
で
は
な
い
。
自
己
に
お
い
て
善
で
あ
る
人
も
、
他
者
に
た
い
し
て
意
識
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
偶
然
に
不
正
を
行
う
こ
と
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
正
義

と
は
「

Ｂ

他
者
の
も
の
な
る
善
」
で
あ
る
。
「
正
し
い
人
は
、
支
配
者
や
共
同
体
の
他
の
成
員
に
と
っ
て
公
益
の
あ
る
こ
と
が
ら
を
行
う
人
」
な
の
で
あ
り
、

魂
の
善
良
さ
と
は
別
に
、
そ
の
行
為
の
結
果
が
問
わ
れ
る
も
の
な
の
だ
。 

そ
の
意
味
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、 
 

 
 

 
 

 
 

Ｘ 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
そ
の
後
の
西
洋
の
伝
統
的
な
正
義
論
の
基
礎
が
据
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
正
し
い
行
為
と
は
、
た
し
か
に
個
人
の
倫
理
的
な
資
質
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
魂
の
調
和
を
維
持
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
国ポ

リ

とテ
イ

いケ
ー

う・

共
同
体

コ
イ
ノ
ー
ニ
ア

に
と
っ
て
の
幸
福
ま
た
は
そ
の
諸
条
件

モ

ー

リ

ア

を
創
出
し
守
護
す
べ
き
行
為
」
と
い
う
政
治
的
な
目
的
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
善
き
人
間
で
あ
る
と
い

う
こ
と
と
、
あ
る
任
意
の

国
ポ
リ
ス

の
良
き
市

民

ポ
リ
テ
ー
ス

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
の
適
法
性
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
性
格
を
そ
な
え
た
正
義
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
共
同
体
で
定
め
ら
れ
た
法
律
を
遵
守
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
普
遍
的
な
正
義
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
普
遍
性
に
お
い
て
、
「
人
類
」
の
よ
う
な
普
遍
的
な
自
然
法
の
こ
と
が

考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
だ
ろ
う
。「
あ
る
任
意
の
国

ポ
リ
ス

」
と
い
う
限
定
は
、
そ
の
ポ
リ
ス
に
定
め
ら
れ
た
法
律
を
遵
守
す
る
の

が
正
義
で
あ
る
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。 

次
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
察
す
る
の
は
、

法
ノ
モ
ス

に
お
け
る
正
義
で
は
な
い
正
義
、
す
な
わ
ち
均
等
性

イ

ソ

ン

に
お
け
る
正
義
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ

を
普
遍
的
な
正
義
と
区
別
す
る
た
め
に
特
殊
的
な
正
義
と
呼
び
、
こ
の
正
義
を
配
分
的
な
正
義
と
矯
正
的
な
正
義
に
分
類
す
る
。
こ
の
分
類
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
始
め
た
も
の
で
、
や
が
て
配
分
的
な
正
義
と
交
換
的
な
正
義
の
概
念
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
そ
の
後
の
西
洋
の
正
義
の
理
論
と
政
治
哲
学
に
重
要
な
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
正
義
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
も
は
や
徳
や
卓
越
性
と
し
て
の
ア
レ
テ
ー
と
は
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
《
３
》 
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「
均
等
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
少
な
く
と
も
二
つ
の
項
の
間
に
お
い
て
成
立
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
数
学
的
な
比
例
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

数
学
的
な
「
均
等
」
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
幾
何
学
的
な
均
等
と
算
術
的
な
均
等
で
あ
る
。
こ
の
幾
何
学
的
な
均
等
は
、

配

分

的

デ
イ
ア
ネ
メ
ー
テ
イ
コ
ン

な
正
義
の
均
等

で
あ
り
、
算
術
的
な
均
等
は
、

矯

正

的

デ
イ
オ
ル
ト
ー
テ
イ
コ
ン

な
正
義
の
均
等
で
あ
る
。 

幾
何
学
的
な
正
義
で
問
題
に
な
る
の
は
、
あ
る
財
を
市
民
の
間
で
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
幾
何
学
的
な
均
等
に
つ
い
て
考
え

る
た
め
に
、
二
本
の
長
さ
の
違
う
線
分
Ｃ
と
Ｄ
が
財
の
大
き
さ
を
示
す
と
考
え
て
み
よ
う
。
財
Ｃ
を
示
す
線
分
は
左
側
の
部
分
と
右
側
の
部
分
の
長
さ
が
二
対

一
の
比
率
で
分
け
ら
れ
て
い
て
、
左
側
を
Ａ
が
、
右
側
を
Ｂ
が
所
有
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
市
民
Ａ
は
市
民
Ｂ
の
二
倍
の
も
の
を
所
有
し
て
い
る
わ
け
だ
。
次

に
財
Ｄ
を
市
民
Ａ
と
市
民
Ｂ
で
「

Ｃ

均
等
に
」
分
割
す
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
均
等
に
、
す
な
わ
ち
等
し
い
長
さ
に
分
割
し

て
分
け
与
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
は
均
等
な
比
率
は
保
た
れ
る
こ
と
が
な
い
。
線
分
Ｄ
は
線
分
Ｃ
と
同
じ
よ
う
に
二
対
一
の
比
率
で
分
け

る
必
要
が
あ
る
。
分
か
れ
た
線
分
の
長
さ
、
す
な
わ
ち
財
の
大
き
さ
は
変
化
し
て
も
、
そ
の
比
率
は
均
等
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
正
義
で
は
、
分
割
す
る
当
事
者
の
う
ち
に
不
平
等
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
最
初
の
財
Ｃ
の
分
割
で
Ａ
は
Ｂ
の
二
倍
の
財
を
割
り
当
て

ら
れ
て
い
て
、
そ
の
比
率
に
等
し
い
よ
う
に
、
財
Ｄ
も
分
割
さ
れ
る
の
が
正
義
な
の
だ
。「
も
し
当
事
者
が
均
等
な
人
々
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
ら
は
均
等
な
も

の
を
取
得
す
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。 

配
分
的
な
正
義
は
、
ポ
リ
ス
の
内
部
の
成
員
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
を
目
指
し
た
正
義
で
あ
り
、
こ
れ
は
ポ
リ
ス
の
公
法
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
矯
正
的
な
正
義
が
目
指
す
の
は
、
成
員
の
間
で
存
在
し
て
い
た
バ
ラ
ン
ス
が
失
わ
れ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
元
に
戻
す
こ
と
で
あ
る
。
《
４
》 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
正
義
を
、
不
正
を
回
復
す
る
矯
正
的
な
営
み
と
定
義
す
る
こ
と
で
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
の
正
義
の
代
表
的
な
理
論
を
提
示
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
れ
は
後
に
交
換
的
な
正
義
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
後
も
正
義
の
概
念
は
、
片
手
に
天
秤
を
、
片
手
に
剣
を
持
っ
た
女
神
を
シ
ン
ボ

ル
と
す
る
。
正
義
の
女
神
は
不
正
に
奪
わ
れ
た
も
の
を
計
っ
て
、
剣
を
も
っ
て
取
り
も
ど
す
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
義
論
は
、
西
洋
の
正
義
論
の
中
軸
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
こ
の
正
義
論
に
は
い
く
つ
か
の
制
約
が
あ
っ
た
。
正

義
の
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。（ 

ｄ 

）
家
庭
の
内
部
で
は
正
義
は
適
用
さ
れ
ず
、
夫
と
妻
、
両
親
と
子
供
、
主
人
と
奴
隷
の
あ
い
だ
に

は
正
義
の
概
念
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ポ
リ
ス
の
正
義
は
、
自
由
な
成
人
の
市
民
の
間
で
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
市
民
で
な
い
人
々
、
す
な
わ

ち
メ
ト
イ
コ
イ
と
呼
ば
れ
た
在
留
外
人
や
奴
隷
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
正
義
は
市
民
的
な
正
義
で
あ
り
、「
法
の
存
在
す
べ
き
こ
と
が
本
性
的
で
あ
る
よ
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う
な
人
々
の
間
に
お
い
て
存
在
す
る
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』）
も
の
で
あ
り
、
ポ
リ
ス
の
一
員
と
し
て
、
「
支
配
し
、
支
配
さ
れ
る
こ

と
に
お
い
て
均
等
性
を
有
す
る
人
々
の
」
の
間
で
の
正
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
《
５
》 

こ
の
ポ
リ
ス
的
な
正
義
の
限
界
を
乗
り
越
え
て
、
人
類
の
全
体
に
適
用
さ
れ
る
正
義
の
概
念
を
構
築
し
た
の
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ス
ト
ア
派
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ス
ト
ア
派
的
な
色
彩
の
強
い
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
で
あ
り
、
政
治
家
だ
っ
た
キ
ケ
ロ
（M

arcu
s T

u
lliu

s C
icero,106-43B

C

）
の
著
作
を
手
掛
か

り
に
し
て
、
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
普
遍
的
な
も
の
と
な
っ
た
正
義
の
理
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。 

ま
ず
キ
ケ
ロ
は
、
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
的
な
四
つ
の
徳
の
概
念
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
。
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
が
四
つ
の
徳
と
し
て
、

思
慮
、
気
概
、
節
制
、
正
義
の
概
念
を
あ
げ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
最
初
の
三
つ
の
徳
を
魂
の
三
つ
の
部
分
に
割
り
当
て
、
そ
れ
ら
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
の
本

分
を
は
た
す
こ
と
が
正
義
で
あ
る
と
ま
と
め
た
の
だ
っ
た
。 

キ
ケ
ロ
も
同
じ
よ
う
に
、
四
つ
の
徳
を
認
め
て
い
る
。「
第
一
は
真
理
の
認
識
と
運
用
で
あ
る
。
第
二
は
人
と
人
と
の
社
会
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
、（ 

ｅ 

）、

各
自
が
各
自
の
務
め
を
は
た
し
、
引
き
受
け
た
事
柄
に
つ
い
て
信
義
に
違た

が

わ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
高
潔
に
し
て
不
撓

ふ

と

う

不
屈

ふ

く

つ

の
勇
気
で
あ
る
。
第
四
は
あ
ら

ゆ
る
行
為
と
言
動
に
つ
い
て
の
秩
序
と
限
度
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
節
度
と
節
制
で
あ
る
」。
第
一
が
プ
ラ
ト
ン
の
思
慮
、
第
二
が
正
義
、
第
三
が
気
概
、

第
四
が
節
制
に
相
当
す
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。 

こ
の
正
義
は
、
共
同
体
の
内
部
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
敵
国
に
た
い
し
て
も
約
束
と
信
義
を
守
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
戦
争

に
お
い
て
も
正
義
を
守
る
必
要
が
あ
り
、
正
義
の
戦
争
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
「
公
式
の
原
状
回
復
要
求
、
あ
る
い
は
事
前
の
通
告
な
い
し
宣
言
を
経
な
い

い
か
な
る
戦
争
も
正
当
で
は
な
い
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
正
義
の
戦
争
の
条
件
は
、
そ
の
戦
争
が
他
国
と
の
（ 

Ⅲ 

）
な
正
義
を
目
指
す
も
の
で
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
事
前
に
宣
戦
布
告
を
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

さ
ら
に
戦
争
中
に
お
い
て
も
敵
国
へ
の
信
義
は
守
る
必
要
が
あ
る
。
キ
ケ
ロ
は
ロ
ー
マ
と
ギ
リ
シ
ア
の
君
主
国
家
ピ
ュ
ロ
ス
の
戦
争
に
お
い
て
、
ピ
ュ
ロ
ス

の
脱
走
兵
が
王
を
殺
害
す
る
こ
と
を
元
老
院
に
提
案
し
た
際
に
、
元
老
院
は
こ
れ
を
信
義
に
反
す
る
と
し
て
、「
脱
走
兵
を
ピ
ュ
ロ
ス
に
引
き
渡
し
た
。
こ
の

よ
う
に
、
向
こ
う
か
ら
戦
争
を
仕
掛
け
て
く
る
よ
う
な
強
力
な
敵
に
対
し
て
も
、
罪
を
犯
す
殺
害
は
是
認
し
な
か
っ
た
」
例
を
あ
げ
て
い
る
。
戦
っ
て
い
る
相

手
を
「
美
徳
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
犯
罪
に
よ
っ
て
凌
駕

り
ょ
う
が

す
る
こ
と
は
大
き
な
恥
辱
、
非
道
な
行
為
」
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

す
べ
て
の
社
会
は
そ
の
成
員
の
保
護
の
た
め
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

Ｄ

他
国
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
無
法
な
こ
と
を
仕
掛
け
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。

 

網
掛
け
部
分
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
上
の
理
由
に
よ
り
公
開
で
き
ま
せ
ん
。 



― 6 ― 
 

そ
れ
は
正
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
国
の
存
立
の
基
盤
を
奪
う
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
キ
ケ
ロ
は
「
同
胞
市
民
に
対
し
て
は
配
慮
す
べ
き
だ
が
、
他
国

人
に
つ
い
て
は
そ
の
必
要
が
な
い
、
と
言
う
人
々
は
、
全
人
類
に
共
通
の
社
会
を
破
壊
し
て
い
る
。
こ
の
社
会
が
消
失
す
れ
ば
、
親
切
、
篤
志
、
善
良
性
、
正

義
も
根
こ
そ
ぎ
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
狭
さ
を
超
越
し
た
人
類
の
た
め
の
正
義
の
思
想
が
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い

る
。 さ

ら
に
キ
ケ
ロ
は
、
相
手
が
奴
隷
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
人
間
と
し
て
信
義
を
守
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
「
ど
ん
な
に
低
い
地
位
の
人
々
に
対
し
て
も
、

正
義
は
守
ら
れ
る
べ
き
だ
。
も
っ
と
も
低
い
身
分
と
境
遇
に
あ
る
の
は
奴
隷
で
あ
る
。
奴
隷
に
つ
い
て
善
い
助
言
を
し
よ
う
。
奴
隷
も
雇
用
人
と
同
じ
よ
う
に

用
い
よ
。
労
役
を
取
り
立
て
て
、
正
当
な
見
返
り
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

ま
た
女
性
と
未
成
年
に
つ
い
て
は
、
キ
ケ
ロ
よ
り
も
い
く
ら
か
後
の
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
セ
ネ
カ
が
、
す
べ
て
の
人
間
は
共

通
の
祖
先
で
あ
る
宇
宙
か
ら
由
来
し
た
の
で
あ
り
、「
い
か
な
る
人
も
他
の
人
以
上
に
高
貴
で
は
な
い
」（
「
恩
恵
に
つ
い
て
」)

と
語
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
お
こ
う
。
夫
も
妻
も
、
人
間
と
し
て
平
等
な
の
で
あ
る
。 

キ
ケ
ロ
は
、
こ
の
人
間
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
平
等
性
に
つ
い
て
、「
自
然
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
人
間
は
人
間
に
対
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

人
物
で
あ
れ
、
そ
の
者
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
の
ゆ
え
に
、
そ
の
人
の
利
益
を
重
ん
じ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
表
現
す
る
。
相
手
が
他
国
人
で

あ
れ
、
奴
隷
で
あ
れ
、
女
性
で
あ
れ
、
少
年
で
あ
れ
、
人
間
と
し
て
の
顔
を
そ
な
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
の
相
手
の
利
益
を
重
ん
じ
る
こ
と
が
正
義
の
道
な
の

で
あ
る
。 

（
中
山 

元
『
正
義
論
の
名
著
』
よ
り
） 

  
 

《
注
》

＊
１

ア
レ
テ
ー
：
徳
と
訳
さ
れ
る
が
、
道
徳
的
性
質
に
と
ど
ま
ら
ず
、
何
か
が
優
れ
て
い
る
こ
と
一
般
を
指
す
。 

 
 
 
 

 

＊
２

ポ
リ
ス
：
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
見
ら
れ
た
ア
テ
ネ
な
ど
の
都
市
国
家 
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問
１ 

本
文
中
の
（ 

ａ 

）
～
（ 

ｅ 

）
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
一
度
し
か
使
え
な
い
。 

 
 

解
答
番
号
は
（ 

ａ 

）  

1 
 

、（ 

ｂ 

）  

2 
 

、（ 

ｃ 

）  

3  

、（ 

ｄ 

）  

4  

、（ 

ｅ 

）  

5

  

 

 

① 

た
だ
し 

 

② 

し
か
し 

 

③ 

し
た
が
っ
て 

 

④ 

つ
ま
り 

 

⑤ 

ま
ず 

 

 

問
２ 

本
文
中
の
（ 

Ⅰ 
）
～
（ 

Ⅲ 

）
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は
（ 

Ⅰ 

） 
6  

、（ 

Ⅱ 

）  

7  

、（ 

Ⅲ 

）  

8

 
 

 

 

Ⅰ 
 
 

① 

相
対
的 

 

② 

空
間
的 

 

③ 

形
式
的 

 

④ 

循
環
的 

 

⑤ 

象
徴
的 

 

Ⅱ 
 
 

① 

対
他
的 
 

② 

対
自
的 

 
③ 
対
価
的 

 

④ 

俗
人
的 

 

⑤ 

環
境
的 

 

Ⅲ 
 
 

① 

配
分
的 

 

② 

絶
対
的 

 

③ 

矯
正
的 

 

④ 

物
理
的 

 

⑤ 

象
徴
的 
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問
３ 

次
の
一
文
は
、
本
文
の
《
１
》
～
《
５
》
の
い
ず
れ
か
か
ら
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
が
入
る
箇
所
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～

⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は  

9

  

 
こ
れ
は
民
事
訴
訟
の
対
象
で
あ
り
、
民
法
に
基
づ
い
て
裁
判
官
が
適
切
な
矯
正
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
。 

 

① 

《
１
》 

 
 

② 

《
２
》 

 
 

③ 

《
３
》 

 
 

④ 

《
４
》 

 
 

⑤ 

《
５
》 

 

 

問
４ 

傍
線
部
Ａ
「
正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、
倫
理
的
な
意
味
を
も
つ
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は  

10

  

 

① 

正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
が
、
正
し
い
行
為
を
行
う
と
い
う
善
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
が
、
常
に
普
遍
的
で
絶
対
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
が
、
何
が
正
し
い
の
か
を
裁
く
行
為
と
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、
当
時
の
世
界
で
は
非
常
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

正
義
の
人
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
魂
に
お
い
て
普
遍
的
な
も
の
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 
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問
５ 

傍
線
部
Ｂ
「
他
者
の
も
の
な
る
善
」
と
あ
る
が
、
こ
の
具
体
的
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

11

  

 
① 
正
義
と
は
決
し
て
自
分
ひ
と
り
で
実
行
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
他
者
と
の
協
力
に
よ
り
実
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
。 

② 
正
義
と
は
自
分
自
身
が
善
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
に
と
っ
て
善
で
あ
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
指
す
と
い
う
こ
と
。 

③ 

他
者
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
の
善
良
さ
を
磨
く
こ
と
が
で
き
、
正
義
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

正
義
と
は
常
に
他
者
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
分
自
身
の
魂
の
秩
序
と
は
結
び
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

人
間
は
正
義
を
追
い
求
め
て
も
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
正
義
と
は
常
に
他
者
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

   

問
６ 

空
欄 

 
 
 
 

Ｘ 
 
 
 

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

解
答
番
号
は  

12

  

 

① 

正
義
と
は
人
間
の
内
な
る
魂
の
調
和
で
あ
る 

② 

正
し
い
人
と
は
正
義
を
実
行
で
き
る
人
で
あ
る 

③ 

正
義
は
何
ら
か
の
結
果
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る 

④ 

正
義
の
実
現
に
は
相
応
の
犠
牲
が
必
要
で
あ
る 

⑤ 

正
義
が
共
同
体
の
善
を
目
指
す
も
の
で
あ
る 
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問
７ 

傍
線
部
Ｃ
「
均
等
に
」
の
こ
の
文
脈
で
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

13

  

 
① 

Ａ
と
Ｂ
の
所
有
し
て
い
る
財
の
量
が
等
し
く
な
る
よ
う
に
財
Ｄ
を
配
分
す
る
こ
と
。 

② 
財
Ｄ
を
二
対
一
の
比
率
で
分
け
、
Ｂ
に
Ａ
の
二
倍
の
量
を
配
分
す
る
こ
と
。 

③ 

財
Ｃ
と
財
Ｄ
を
合
わ
せ
、
全
体
を
二
分
し
て
Ａ
と
Ｂ
と
で
配
分
す
る
こ
と
。 

④ 

Ａ
と
Ｂ
が
所
有
す
る
財
Ｃ
の
比
率
に
従
っ
て
、
同
じ
比
率
で
財
Ｄ
を
配
分
す
る
こ
と
。 

⑤ 

財
Ｃ
は
そ
の
ま
ま
に
、
財
Ｄ
を
均
等
に
分
割
し
て
Ａ
と
Ｂ
と
に
配
分
す
る
こ
と
。 

  

問
８ 

傍
線
部
Ｄ
「
他
国
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
無
法
な
こ
と
を
仕
掛
け
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
」
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か

ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は  

14

  

 

① 

無
法
な
こ
と
を
行
う
こ
と
は
、
全
人
類
に
共
通
し
て
い
る
博
愛
の
精
神
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
い
ず
れ
は
自
国
も
同
じ
よ
う
な
目
に
あ
う

こ
と
が
歴
史
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
。 

② 

戦
争
に
お
い
て
も
守
る
べ
き
信
義
が
あ
り
、
信
義
を
守
ら
ず
に
無
法
な
こ
と
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
、
そ
の
戦
争
の
正
当
性
を
失
い
、
国
際
社
会
の

理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。 

③ 

無
法
で
あ
る
こ
と
は
正
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
正
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
全
て
の
社
会
に
共
通
す
る
秩
序
を
破
壊
し
、
自
国
も
ま
た
依

っ
て
立
つ
べ
き
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
ら
。 

④ 

一
国
に
対
す
る
無
法
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
時
と
し
て
そ
れ
が
全
人
類
に
対
す
る
犯
罪
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
国
際
社
会
の

批
判
を
浴
び
て
、
自
国
の
滅
亡
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。 

⑤ 

他
国
で
あ
っ
て
も
同
じ
人
類
で
あ
り
、
人
類
で
あ
れ
ば
共
通
し
た

法
ノ
モ
ス

に
従
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
無
法
な
行
為
は
大
き
な
恥
辱
、
非
道
な
行

為
と
し
て
後
々
ま
で
批
判
さ
れ
る
か
ら
。 
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問
９ 

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は  

15

  

 
① 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
伝
統
的
な
ギ
リ
シ
ア
の
正
義
感
を
踏
ま
え
て
、
正
義
を
人
間
の
魂
の
内
的
な
調
和
の
問
題
と
し
て
考
察
し
た
が
、
ス
ト
ア

派
的
な
色
彩
の
強
い
ロ
ー
マ
の
哲
学
者
だ
っ
た
キ
ケ
ロ
は
、
公
共
善
と
し
て
の
正
義
の
概
念
を
確
立
し
た
。 

② 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
正
義
と
は
、
ポ
リ
ス
市
民
の
徳
の
高
い
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
相
手
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ

れ
、
そ
の
利
益
を
重
ん
じ
、
市
民
間
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
を
重
視
す
る
。 

③ 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
説
く
普
遍
的
な
正
義
と
は
、
配
分
的
な
正
義
と
矯
正
的
な
正
義
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
、
幾
何
学
的
な
均
等
は
、
配
分
的

な
正
義
の
均
等
で
あ
り
、
算
術
的
な
均
等
は
、
矯
正
的
な
正
義
の
均
等
で
あ
る
。 

④ 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
く
正
義
は
、
支
配
す
る
も
の
は
支
配
す
る
も
の
同
士
の
間
で
、
支
配
さ
れ
る
も
の
は
支
配
さ
れ
る
も
の
同
士
の
間
と
い
っ

た
同
質
で
均
等
性
を
有
す
る
人
々
の
間
で
成
立
す
る
正
義
で
あ
る
。 

⑤ 

キ
ケ
ロ
は
ど
ん
な
に
低
い
地
位
の
人
々
に
対
し
て
も
正
義
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
き
、
ポ
リ
ス
市
民
で
あ
れ
ば
、
奴
隷
で
あ
っ
て
も
雇
用

人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
利
益
が
重
ん
じ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。 
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第
２
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
９
）
に
答
え
よ
。 

 
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
『
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
法
』
な
る
本
は
、
『
知
性
す
る
身
体
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
書
か
れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
い
き
な
り
そ
ん
な
タ
イ
ト
ル
に
し
て
も
飛
躍
が
多
い
だ
け
だ
と
思
う
私
は
、
そ
の
本
来
の
テ
ー
マ
を
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
出
す
の
で
あ
る
。

Ａ

「
忘

れ
る
こ
と
が
最
大
の
記
憶
法
で
あ
る
」
と
は
、
お
そ
ら
く
突
飛
な
表
現
だ
が
、
し
か
し
、
私
の
記
憶
法
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。 

「
入
っ
た
け
ど
、
当
面
い
ら
な
い
や
」
と
思
え
ば
、
そ
の
入
っ
た
記
憶
は
忘
れ
ら
れ
る
。
忘
れ
ら
れ
て
、
し
か
し
、
そ
れ
は
ど
こ
か
に
残
っ
て
い
る

、
、
、
、
、
。
私
は

大
脳
生
理
学
者
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
記
憶
が
脳
の
ど
こ
に
残
っ
て
い
る
の
か
は
知
ら
な
い
。
私
は
、「
入
っ
た
け
ど
、
当
面
い
ら
な
い
や
」
系
の
記
憶
は
、「
身

体
に
残
る
記
憶
」
な
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

入
れ
ば
こ
そ
「
忘
れ
る
」
も
起
こ
る
の
だ
が
、
入
ら
な
い
記
憶
は
忘
れ
よ
う
が
な
い
。
人
が
「
忘
れ
る
」
と
い
う
作
用
を
あ
ま
り
に
も
過
小
評
価
し
て
い
る

の
は
、
「
身
体
の
中
に
入
ら
な
か
っ
た

、
、
、
、
、
、
情
報
」
を
「
忘
れ
た
記
憶
」
と
（
ア
）

サ
ッ
カ
ク
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
人
間
の
身
体
は
よ
く
で
き
て
い
て
、
「
そ
ん
な

も
の
を
取
り
込
む
必
要
は
な
い
」
と
思
っ
た
ら
、
ど
ん
な
も
の
で
も
入
ら
な
い

、
、
、
、
。
丸
暗
記
は
、
そ
の
身
体
生
理
に
逆
ら
っ
た
行
為
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、
さ
っ
さ

と
排
除
さ
れ
て
し
ま
う

、
、
、
、
、
、
、
、
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
普
通
は
「
忘
れ
た
」
と
言
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、「 

 
 

 
 

Ｘ 
 

 
 

 
 

の
で
、
さ
っ
さ
と
排
除
さ
れ
た
」

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
思
い
出
す
」
と
い
う
再
利
用
が
で
き
な
い
。 

「
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
そ
の
情
報
を
入
れ
て
も
い
い
」
と
身
体
が
納
得
す
る
こ
と
だ
か
ら
、
入
っ
た
も
の
に
は
入
っ
た
だ
け
の
必
然
が
あ
る
の
で

あ
る
。「
〝
わ
か
る
″
は
納
得
で
あ
り
、
納
得
す
る
た
め
に
は
時
間
が
か
か
る
」
こ
と
だ
が
、
入
っ
た
も
の
は
、「
忘
れ
た
」
と
い
う
形
で
身
体
に
キ
ー
プ
さ
れ

る
の
で
あ
る
。「
忘
れ
た
」
と
言
う
の
は
、
身
体
と
い
う
膨
大
な
る
広
さ
を
持
つ
倉
庫
の
管
理
人
で
あ
る
脳
の
セ
リ
フ
で
あ
っ
て
、
管
理
人
は
忘
れ
て
も
、「
入

っ
た
も
の
」
は
、
倉
庫
の
中
で
ち
ゃ
ん
と
眠
っ
て
い
る
。
私
は
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
、
身
体
と
い
う
倉
庫
を
フ
ル
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
今
が
チ
ャ

ン
ス
だ
か
ら
、
こ
の
記
憶
を
活
用
せ
よ
」
と
、
私
の
身
体
は
脳
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
、
た
ま
た
ま
用
事
が
あ
っ
て
、
自
分
の
昔
住
ん
で
い
た
場
所
近
く
に
入
り
込
ん
だ
と
す
る
。
「
自
分
の
思
い
出
を
（
イ
）

タ
ン
サ
ク
す
る
」
と
い
う

つ
も
り
も
な
く
、
「
た
ま
た
ま
そ
こ
に
来
か
か
っ
た
」
と
い
う
だ
け
で
、
か
つ
て
自
分
が
歩
い
て
い
た
場
所
を
歩
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

Ｂ

歩
く
内
に
「
昔
の
記
憶
」
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
「
あ
あ
、
そ
う
言
え
ば
、
昔
こ
こ
で
自
分
は
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
、
ぼ
ん
や
り
し
た
記
憶
で
あ
る
。
思

 

網
掛
け
部
分
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
上
の
理
由
に
よ
り
公
開
で
き
ま
せ
ん
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い
出
そ
う
と
し
な
く
て
も
、
突
然
フ
ッ
と
湧
い
て
く
る
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
も
ん
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
「
な
ん
の
役
に
も
立
た
な

い
情
報
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
し
か
し
、
道
を
歩
い
て
い
る
内
に
「
懐
か
し
い
な
ァ
…
…
」
と
思
う
。
「
懐
か
し

い
」
と
い
う
意
味
づ
け
を
し
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
の
記
憶
を
「
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
情
報
」
だ
と
は
思
わ
な
い
が
、
し
か
し
、
用
事
で
そ
の
場
所
へ
来
た

だ
け
の
人
間
に
と
っ
て
、「
過
去
を
懐
か
し
む
」
な
ど
と
い
う
必
要
は
全
然
な
い
の
で
あ
る
。 

「
必
要
の
な
い
記
憶
」
を
、
な
ぜ
記
憶
の
管
理
人
で
あ
る
脳
は
引
き
出
す
の
か
？ 

そ
れ
は
、
倉
庫
の
奥
に
入
っ
て
い
た
も
の
が
た
ま
た
ま
出
て
き
た
だ
け

の
話
で
、
な
ぜ
「
た
ま
た
ま
出
て
き
た
」
が
起
こ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
身
体
が
「
そ、
の、
道
を
、
、
歩
く
」
を
実
践
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
「
そ
の
道
を
歩

く
」
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
に
し
て
み
れ
ば
、「
こ
の
情
報

、
、
、
、
と
共
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
身
体
と
い
う
倉
庫
は
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
、「
必
要
の

な
い
記
憶
」
を
管
理
人
の
目
の
前
に
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
な
い
人
は
、
「
出
て
く
る
だ
け
の

記
憶
」
に
不
必
要
な
意
味
づ
け
を
す
る
。
つ
ま
り
は
「
ホ
ラ
ー
の
誕
生
」
だ
が
、
ホ
ラ
ー
は
、「
自
分
の
身
体
性
を
把
握
し
な
い
（
ウ
）

タ
イ
ダ
な
脳
の
誤
解
」
だ

ろ
う
と
し
か
、
私
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。 

記
憶
と
い
う
の
は
身
体
に
宿
っ
て
、
有
能
な
身
体
は
、
そ
の
記
憶
を
必
要
に
応
じ
て
取
り
出
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
。
私
は
、
自
分
自
身
の
経

験
に
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
私
は
、
自
分
の
身
体
を
そ
の
よ
う
に
信
用
し
て
い
て
、
私
の
能
力
は
、
す
べ
て
そ
こ
に
由
来
す
る
だ
け
の
も
の
だ
か

ら
だ
。 

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
の
絵
を
見
て
、
そ
こ
に
「
モ
ジ
リ
ア
ニ
」
を
発
見
す
る
と
い
う
の
も
、
実
は
、
身
体
訓
練
の
結
果
で
あ
る
。
私
は
高
校
時
代
、
授
業
中

に
教
師
や
同
級
生
の
似
顔
絵
ば
か
り
描
い
て
い
た
。
授
業
が
退
屈
で
、
そ
こ
に
「
受
験
」
と
い
う
重
圧
ま
で
く
っ
つ
け
ら
れ
た
ら
か
な
わ
な
い
か
ら
、
一
人
で

勝
手
に
遊
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
バ
レ
た
ら
怒
ら
れ
る
か
ら
、
バ
レ
な
い
よ
う
に
や
る
。
「
落
描
き
し
て
い
る
」
が
ば
れ
な
い
よ
う
に
、
瞬
間
的

に
描
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
あ
る
種
の
危
機
状
態
は
人
を
成
長
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
、
私
も
成
長
し
て
し
ま
っ
た
。 

人
の
顔
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
瞬
間
「
特
徴
」
と
な
る
表
情
を
歴
然
と
さ
せ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
捕
ま
え
て
し
ま
え
ば
、
「
そ
っ
く
り
」
に
な
る
。
見
る
時

間
は
時
と
し
て
長
い
が
、
捕
ま
え
て
し
ま
っ
た
も
の
を
描
く
の
は
、
一
瞬
で
あ
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
、
バ
レ
て
怒
ら
れ
る
。
幸
い
、
私
の
隣
の
席
に
は
気
の

合
う
い
い
や
つ
が
座
っ
て
い
た
の
で
、
で
き
あ
が
っ
た
も
の
を
素
早
く
隣
の
や
つ
に
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
そ
い
つ
は
、
突
然
の
こ
と
に
吹
き
出
し

て
、
教
師
に
怒
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
た
だ
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
い
つ
か
私
の
目
的
は
、
「
隣
の
そ
い
つ
を
笑
わ
せ
る
」
に
限
定
さ
れ
て

し
ま
う
の
だ
が
、
そ
う
い
う
明
確
な
る
「
目
的
」
を
獲
得
し
た
私
の
腕
と
指
は
、
「
見
た
」
と
思
わ
れ
る
も
の
を
そ
の
ま
ん
ま
紙
の
上
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
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で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

Ｃ

「
俺
は
こ
う
見
た
、
お
前
は
ど
う
思
う
？
」
と
い
う
会
話
を
、
私
は
沈
黙
の
内
に
、
隣
の
や
つ
と
や
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
私
を
後
の
言
葉
で
言
え
ば
、「
外
に
刻
む
」
を
す
る
表

現

エ
ク
ス
プ
レ

主
義
者

シ
ヨ
ニ
ス
ト

だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
を
知
ら
な
い
だ
け
で
、
そ

の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
を
実
践
し
て
い
た
私
は
、
だ
か
ら
、「
表
現
主
義
」
と
い
う
言
葉
に
出
合
っ
た
時
、「
な
ん
だ
そ
う
い
う
こ
と
か
」
で
す
ま
せ
て
し
ま

え
る
。 

授
業
中
に
似
顔
絵
を
描
い
て
い
た
時
、
私
の
指
は
、
既
に
「
し
ゃ
べ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
絵
を
描
く
の
は
手
で
、
「
手
は
し
ゃ
べ
る
も
の
だ
」
と
い
う

こ
と
を
知
っ
て
い
る
私
に
と
っ
て
、
絵
と
は
、
そ
の
ま
ま
「
絵
描
き
の
手
が
し
ゃ
べ
っ
た
痕あ

と

」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
、
「
人
の
顔
は
、
あ
る
瞬
間
に
特

徴
を
歴
然
と
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
見
て
い
る
内
に
な
に
か
が
わ
か
る

、
、
、
、
、
、
、
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
、「
絵
と
は
見
た

通
り
の
も
の
」
と
言
う
の
は
、
そ
う
い
う
理
由
で
、
「
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
の
中
に
モ
ジ
リ
ア
ニ
を
見
る
」
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
そ
う
特
別
な
こ
と
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
う
な
る
よ
う
な
訓
練
を
、
知
ら
な
い
内
に
積
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

私
の
理
解
は
、
す
べ
て
そ
う
い
う
身
体
性
の
も
の
で
、
私
は
所
詮
、
経
験
主
義
者
で
し
か
な
い
。
私
の
体
質
が
、
そ
れ
を
「
必
然
」
と
し
て
要
求
す
る
か
ら
、

そ
の
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
な
る
ま
で
に
は
け
っ
こ
う
長
い
時
間
が
か
か
る
か
ら
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
間
、
私
は
「
た
だ
の
不
器
用
」

と
い
う
サ
ナ
ギ
状
態
で
過
ご
す
の
で
あ
る
。 

身
体
も
し
ゃ
べ
る
、
身
体
も
考
え
る
。
た
だ
し
か
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
に
は
、
か
な
り
時
間
が
か
か
る
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

ａ 

問
題
は
そ
の
能
力
の
多
く
が
「
当
座
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
」
で
し
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

ｂ 

し
か
し
、
「
忘
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
ど
っ
か
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
っ
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
内
蔵
し
て
い
る
私
の
身
体
は
、

「
俺
を
使
っ
て
く
れ
よ
ー
」
と
騒
ぎ
立
て
る
の
で
あ
る
。 

ｃ 

私
は
長
い
時
間
を
か
け
て
、
け
っ
こ
う
い
ろ
ん
な
「
能
力
」
を
我
が
身
に
宿
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

ｄ 

そ
う
い
う
身
体
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
な
ん
と
か
な
る
時
に
は
な
ん
と
か
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

ｅ 

役
に
立
た
な
い
か
ら
、
平
気
で
眠
ら
せ
て
い
る
―
―
つ
ま
り
は
「
忘
れ
て
い
る
」
。 

 

私
が
「
（
エ
）

ド
キ
ョ
ウ
を
つ
け
る
た
め
だ
け
」
で
パ
リ
へ
行
っ
た
の
も
、
そ
う
い
う
自
分
の
身
体
を
信
用
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。 
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私
に
と
っ
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
中
に
眠
ら
せ
て
い
る
「
能
力
に
も
価
し
な
い
能
力
」
を
、
「
能
力
」
と
し
て
復
活
さ
せ
て
や
る
こ
と
で
し

か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
生
き
て
い
て
も
き
っ
と
お
も
し
ろ
く
は
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。 

『
枕
草
子
』
の
現
代
語
訳
を
す
る
私
に
も
、
隠
さ
れ
て
存
在
す
る
能
力
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
古
語
辞
典
を
引
く
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
す
る
た
め
に
必
要
な

「
品
詞
分
解
」
の
能
力
が
、
私
の
身
体
に
は
備
わ
っ
て
い
る
。
古
文
が
苦
手
な
人
は
、
実
は
古
語
辞
典
を
引
く
の
が
苦
手
で
、
な
ぜ
そ
れ
が
苦
手
か
と
言
っ
た

ら
、「
な
に
を
辞
書
で
引
け
ば
い
い
の
か
」
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
―
―
つ
ま
り
は
、
品
詞
分
解
が
苦
手
だ
か
ら
で
あ
る
。 

英
語
の
文
章
は
、
単
語
と
単
語
の
間
に
一
文
字
分
の
空
白
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
辞
書
で
単
語
を
引
く
」
と
い
う
こ
と
は
簡
単
に
で
き
る
。
し
か
し
古
文
に

は
、
そ
ん
な
便
利
な
空
白
が
な
い
。「
を
か
し
か
り
け
り
」
と
文
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
ん
ま
辞
書
で
引
け
る
わ
け
も
な
い
。「
を
か
し
か
り
け
り
」
が
あ
れ

ば
、「
を
か
し
け
れ
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
わ
か
ら
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。「
を
か
し
／
か
り
／
け
り
」
と
分

け
て
も
、
意
味
を
取
り
そ
こ
ね
る
。
「
を
か
し
か
り
」
は
、
形
容
詞
「
を
か
し
」
の
連
用
形
、
「
を
か
し
け
れ
」
は
同
じ
く
已
然
形
で
、
「
を
か
し
か
り
け
り
」

は
「
を
か
し
か
り
＋
け
り
」
で
、
「
を
か
し
け
れ
」
は
そ
の
ま
ま
一
語
な
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
話
、
聞
か
さ
れ
る
方
は
う
ん
ざ
り
だ
ろ
う
が
、
実
は
私
は
、
こ

う
い
う
こ
と
が
そ
ん
な
に
苦
に
な
ら
な
い
人
間
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
苦
に
な
ら
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
ま
た
「
身
体
に
叩
き
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
」
で

あ
る
。 

実
の
と
こ
ろ
、
私
は
自
分
が
頭
が
い
い
の
か
ど
う
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
謙
遜
で
は
な
く
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
「
俺
っ
て
頭

い
い
じ
ゃ
ん
」
が
平
気
で
言
え
る
。
「
頭
が
い
い
こ
と
に
対
す
る
憧
れ
」
と
い
う
の
は
、
い
ま
だ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
と
「
頭
が
い
い
」
と
は
、
ど
こ
か

で
関
係
の
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
の
代
わ
り
、「
自
分
の
身
体
は
頭
が
い
い
」
と
思
っ
て
い
る
。
私
は
、
自
分
の
脳
は
あ
ま
り
信
用
し
て
い
な
い
が
、

自
分
の
身
体
性
だ
け
は
、
全
面
的
に
信
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
用
し
て
、
「
俺
の
身
体
は
頭
が
い
い
」
と
、
マ
ジ
で
思
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
経
験
と
記

憶
の
ス
ト
ッ
ク
は
、
私
の
身
体
に
キ
ー
プ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
自
分
の
身
体
は
な
ん
と
役
に
立
つ
身
体
だ
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ

る
。 も

ち
ろ
ん
、「
身
体
は
頭
が
い
い
」
な
ど
と
い
う
の
は
聞
い
た
こ
と
も
な
い
話
で
、
で
あ
る
以
上
、「
身
体
の
頭
の
よ
さ
」
を
計
る
基
準
も
な
い
。
な
い
基
準

で
は
、「
身
体
の
頭
の
よ
さ
」
も
計
り
よ
う
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、「
バ
カ
か
も
し
れ
な
い
」
と
か
「
へ
ん
」
と
い
う
も
の
が
、
い
つ
で
も
私
に
つ
き
ま
と

い
続
け
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
私
は
自
分
の
身
体
に
一
〇
〇
％
の
好
都
合
を
感
じ
て
い
る
の
で
、
べ
つ
に
「
バ
カ
」
で
も
「
へ
ん
」
で
も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
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る
。 私

に
重
要
な
も
の
は
、
身
体
と
経
験
と
友
人
で
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
脳
味
噌
の
出
番
な
ん
か
な
い
の
で
あ
る
。
身
体
と
は
「
思
考
の
基
盤
」
で
、
経
験
と

は
「 

 
 

 
 

Ｙ 
 

 
 
 
 

」
で
、
友
人
と
は
「
思
考
の
結
果
を
検
証
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
身
体
と
経
験
と
友
人
の
使
い
よ
う
が
、「
わ
か
ら
な
い
」

を
「
方
法
」
に
す
る
―
―
結
論
と
は
こ
れ
ば
か
り
で
あ
る
。 

身
体
と
は
知
性
す
る
も
の
で
あ
る
。
脳
は
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
不
快
を
排
除
す
る
が
、
身
体
と
い
う
鈍
感
な
知
性
の
基
盤
は
、「
わ
か
ん
な
い
も
ん
は

わ
か
ん
な
い
で
し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ
ん
」
と
、
平
気
で
こ
れ
を
（
オ
）

キ
ョ
ヨ
ウ
し
て
し
ま
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
身
体
は
知
性
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。 

脳
味
噌
を
絶
対
の
優
位
に
し
て
し
ま
う
の
は
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
威
張
り
た
が
る
中
間
管
理
職
に
絶
対
の
権
限
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
で
、
な
ん
だ
か
ち

っ
と
も
美
し
く
な
い
。
私
は
、
現
場
を
離
れ
た
中
間
管
理
職
よ
り
、
現
場
に
生
き
る
部
下
の
方
が
ず
っ
と
魅
力
的
だ
と
思
う
だ
け
の
男
な
の
で
あ
る
。 

「
わ
か
ら
な
い
」
は
身
体
に
宿
る
。
こ
れ
を
宿
ら
せ
た
ま
ま
だ
と
、
「
無
能
」
と
か
「
不
器
用
」
と
し
か
言
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
サ
ナ
ギ
の
状
態
だ
か
ら
仕

方
が
な
い
。
脳
の
役
割
が
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
サ
ナ
ギ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
身
体
を
羽
化
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。 

サ
ナ
ギ
を
羽
化
さ
せ
る
た
め
に
脳
が
す
る
べ
き
こ
と
を
、
私
は
一
つ
だ
け
知
っ
て
い
る
。
「
自
分
の
無
能
を
認
め
て
許
せ
よ
」
―
―
た
だ
こ
れ
ば
か
り
で
あ

る
。 「

わ
か
ら
な
い
」
は
、
サ
ナ
ギ
が
羽
化
す
る
瞬
間
に
「
方
法
」
へ
と
成
り
変
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
と
、
そ
ん
な
風
に
思
っ
て
お
け
ば
い
い
の
で
あ
る
。 

 

《
注
》
表
現
主
義
：
ド
イ
ツ
を
中
心
に
起
こ
っ
た
芸
術
革
新
運
動
。
対
象
の
客
観
的
表
現
を
排
し
て
個
人
の
自
我
、
魂
の
主
観
的
表
現
を
主
張
す
る 

（
橋
本
治
『「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
法
』
よ
り
） 
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問
１ 

カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
た
（
ア
）
～
（
オ
）
の
傍
線
部
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な

さ
い
。 

解
答
番
号
は
（
ア
）  

16 
 

、
（
イ
）  

17 
 

、
（
ウ
）  

18 
 

、
（
エ
）  

19   

、（
オ
）  

20 
  

 
 

 
                   

  

（
ア
） 

サ
ッ
カ
ク 

 
 
 
 
 

  

① 

カ
ク
ギ
に
よ
っ
て
決
定
し
た
。 

② 

社
会
人
と
し
て
の
ジ
カ
ク
を
持
つ
。 

③ 

彼
女
の
能
力
は
ベ
ッ
カ
ク
だ
。 

④ 

選
挙
で
当
選
が
カ
ク
テ
イ
す
る
。 

⑤ 

両
者
を
ヒ
カ
ク
検
討
す
る
。 

  

（
イ
） 

タ
ン
サ
ク 

 
 
 
 

 

  

① 
論
文
の
テ
ン
サ
ク
指
導
を
受
け
る
。 

② 

家
の
近
く
を
サ
ン
サ
ク
し
た
。 

③ 

サ
ク
イ
的
に
情
報
を
操
る
。 

④ 

サ
ク
イ
ン
を
引
い
て
調
べ
る
。 

⑤ 

人
か
ら
サ
ク
シ
ュ
す
る
。 
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（
ウ
） 

タ
イ
ダ 

 
 

 

  

① 

使
節
団
を
カ
ン
タ
イ
す
る
。 

② 

こ
れ
で
ダ
イ
タ
イ
し
ま
し
ょ
う
。 

③ 

従
業
員
の
キ
ン
タ
イ
を
管
理
す
る
。 

④ 

ジ
タ
イ
は
と
て
も
深
刻
だ
。 

⑤ 

速
や
か
に
タ
イ
キ
ョ
す
る
。 

  

（
エ
） 

ド
キ
ョ
ウ 

 
 
 

 

    

（
オ
） 

キ
ョ
ヨ
ウ 

 
 
 

 

  

① 

キ
ョ
ウ
ギ
の
意
味
で
は
該
当
し
な
い
。 

② 

食
料
を
キ
ョ
ウ
キ
ュ
ウ
す
る
。 

③ 

ク
ッ
キ
ョ
ウ
な
身
体
を
も
つ
。 

④ 

キ
ョ
ウ
キ
ン
を
開
い
て
語
り
合
う
。 

⑤ 

キ
ョ
ウ
ジ
ュ
ン
な
態
度
を
示
す
。 

① 

キ
ョ
コ
ウ
の
世
界
を
構
築
す
る
。 

② 

彼
女
を
委
員
長
に
ス
イ
キ
ョ
す
る
。 

③ 

キ
ョ
ヒ
を
投
じ
て
開
発
を
行
う
。 

④ 

要
求
を
キ
ョ
ゼ
ツ
す
る
。 

⑤ 

ト
ッ
キ
ョ
を
出
願
す
る
。 
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問
２ 

傍
線
部
Ａ
「
忘
れ
る
こ
と
が
最
大
の
記
憶
法
で
あ
る
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

21

  

 
① 
す
ぐ
に
必
要
な
情
報
以
外
は
、
身
体
が
取
り
込
ま
ず
、
脳
も
「
忘
れ
た
」
と
判
断
し
て
、
次
の
経
験
に
備
え
る
と
い
う
こ
と
。 

② 
当
面
い
ら
な
い
情
報
は
、
あ
え
て
「
忘
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
に
し
っ
か
り
保
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

「
忘
れ
る
」
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
が
そ
の
情
報
を
入
れ
て
も
い
い
と
納
得
し
て
、
キ
ー
プ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

丸
暗
記
と
い
う
身
体
生
理
に
逆
ら
っ
た
行
為
を
有
効
な
も
の
に
す
る
に
は
、
倉
庫
の
空
き
を
増
や
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

入
れ
ば
こ
そ
忘
れ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
身
体
に
入
っ
た
記
憶
は
、
脳
が
忘
れ
て
も
身
体
と
い
う
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。 

  

問
３ 

空
欄 

 
 
 
 

Ｘ 
 
 
 

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

 
 

解
答
番
号
は  

22

 
 

 

① 

脳
が
い
ら
な
い
と
判
断
し
た 

② 

当
面
い
ら
な
い
情
報
が
入
っ
た 

③ 

再
利
用
で
き
な
い
も
の
が
入
っ
た 

④ 

入
る
必
然
の
な
い
も
の
が
入
っ
た 

⑤ 

入
れ
て
も
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
が
入
っ
た 
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問
４ 

傍
線
部
Ｂ
「
歩
く
内
に
「
昔
の
記
憶
」
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
」
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

23

 
 

 
① 

身
体
が
そ
の
道
を
歩
く
こ
と
で
、
身
体
が
い
ら
な
い
と
判
断
し
て
い
た
情
報
を
、
脳
が
活
用
す
る
よ
う
に
身
体
に
働
き
か
け
た
か
ら
。 

② 
記
憶
の
管
理
人
で
あ
る
脳
に
は
、
そ
の
道
を
歩
く
と
い
う
記
憶
と
、
か
つ
て
自
分
が
行
っ
た
こ
と
の
記
憶
が
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
た
か
ら
。 

③ 

身
体
の
中
で
眠
っ
て
い
た
か
つ
て
の
記
憶
は
、
そ
の
道
を

、
、
、
、
歩
く
こ
と
と
共
に
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
道
を
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
か
ら
。 

④ 

か
つ
て
自
分
が
歩
い
て
い
た
場
所
に
は
、
自
分
自
身
の
思
い
入
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
身
体
が
察
知
し
て
脳
の
目
の
前
に
差
し
出
し
た
か
ら
。 

⑤ 

人
間
に
と
っ
て
「
過
去
を
懐
か
し
む
」
こ
と
の
必
要
性
が
脳
に
は
理
解
で
き
な
い
が
、
身
体
は
そ
の
必
要
性
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
。 

  

問
５ 

傍
線
部
Ｃ
「
「
俺
は
こ
う
見
た
、
お
前
は
ど
う
思
う
？
」
と
い
う
会
話
を
、
私
は
沈
黙
の
内
に
、
隣
の
や
つ
と
や
っ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
具

体
的
な
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

24

 
 

 

① 

あ
る
瞬
間
に
「
特
徴
」
と
な
る
表
現
を
歴
然
と
さ
せ
る
人
の
顔
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
師
や
同
級
生
の
顔
を
見
て
い
る
内
に
そ
の
人
の
人
柄

が
わ
か
っ
た
こ
と
を
、
隣
の
席
の
友
人
に
対
し
て
表
明
し
て
い
た
。 

② 

筆
者
は
高
校
時
代
の
授
業
中
に
教
師
や
同
級
生
の
特
徴
を
捕
ら
え
て
、
「
見
た
」
と
思
わ
れ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
描
き
、
隣
の
友
人
が
そ
の
特
徴

に
共
感
し
て
く
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
。 

③ 

絵
と
は
「
絵
描
き
の
手
が
し
ゃ
べ
っ
た
痕
」
で
あ
る
か
ら
、
似
顔
絵
を
描
く
こ
と
は
、
私
が
似
顔
絵
の
対
象
者
に
対
し
て
話
し
か
け
て
い
る
こ
と

と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
、
隣
の
席
に
友
人
に
確
認
し
て
い
た
。 

④ 

高
校
時
代
の
筆
者
は
、
授
業
中
に
教
師
や
同
級
生
の
似
顔
絵
を
描
い
て
、
隣
の
席
の
友
人
を
笑
わ
せ
る
と
い
う
明
確
な
目
的
を
得
て
、
「
見
た
」

も
の
を
そ
の
ま
ま
客
観
的
に
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

⑤ 

筆
者
は
授
業
が
退
屈
で
あ
り
、
「
受
験
」
と
い
う
重
圧
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
似
顔
絵
を
描
い
て
い
た
が
、
隣
の
席
の
友
人
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に

授
業
が
退
屈
に
感
じ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
た
。 



― 21 ― 
 

問
６ 

本
文 

 
 

 
 

 

の
中
の
ａ
～
ｅ
の
文
を
意
味
の
通
る
よ
う
に
並
べ
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

25

  

 
① 
ａ
―
ｅ
―
ｃ
―
ｂ
―
ｄ 

② 

ａ
―
ｅ
―
ｂ
―
ｄ
―
ｃ 

③ 

ｃ
―
ａ
―
ｅ
―
ｂ
―
ｄ 

④ 

ｅ
―
ｄ
―
ｃ
―
ｂ
―
ａ 

⑤ 

ｃ
―
ｂ
―
ｅ
―
ｄ
―
ａ 

  

問
７ 

空
欄 

 
 
 
 

Ｙ 
 
 
 

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

 

解
答
番
号
は  

26

  

 

① 

身
体
の
頭
の
よ
さ
を
計
る
基
準 

② 

た
く
わ
え
ら
れ
た
思
考
の
デ
ー
タ 

③ 

思
考
す
る
た
め
の
準
備
の
期
間 

④ 

表
現
主
義
と
は
異
な
る
行
動
様
式 

⑤ 

成
長
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の 

  

 
 



― 22 ― 
 

問
８ 

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は  

27

  

 
① 
「
身
体
の
中
に
入
ら
な
か
っ
た
情
報
」
は
、
「
忘
れ
た
情
報
」
で
あ
り
、
入
っ
た
記
憶
は
身
体
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
る
か
ら
、
脳
が
「
忘
れ
る
」

と
い
う
こ
と
は
な
く
、
適
切
な
時
機
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

② 

身
体
に
保
管
さ
れ
て
い
た
記
憶
が
、
身
体
の
実
践
に
よ
っ
て
た
ま
た
ま
出
て
く
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
人
は
、
出
て
く
る
だ

け
の
記
憶
に
意
味
づ
け
を
し
、
ホ
ラ
ー
を
誕
生
さ
せ
る
。 

③ 

筆
者
の
持
つ
能
力
に
「
品
詞
分
解
」
の
能
力
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
身
体
に
叩
き
込
ま
れ
て
い
る
」
も
の
で
、
頭
で
理
解
し
た
こ
と
よ
り
も
、
身

体
に
叩
き
込
ま
れ
た
も
の
の
方
が
生
活
の
中
で
活
用
で
き
る
。 

④ 

「
わ
か
ら
な
い
」
が
身
体
に
宿
っ
て
い
る
状
態
は
「
無
能
」
や
「
不
器
用
」
で
あ
る
が
、
脳
が
身
体
に
蓄
積
さ
れ
た
経
験
を
検
証
す
る
こ
と
で
、

「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
か
ら
〝
わ
か
る
″
へ
と
羽
化
が
で
き
る
。 

⑤ 

「
身
体
の
頭
の
よ
さ
」
は
計
り
よ
う
が
な
い
た
め
、
「
バ
カ
か
も
し
れ
な
い
」
と
か
「
へ
ん
」
と
い
う
も
の
が
筆
者
に
つ
き
ま
と
う
が
、
筆
者
は

自
身
の
身
体
を
非
常
に
役
に
立
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
、
不
都
合
は
な
い
。 

  

 
 



― 23 ― 
 

問
９ 

本
文
の
冒
頭
に
あ
る
二
重
傍
線
「
知
性
す
る
身
体
」
の
具
体
的
な
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

解
答
番
号
は  

28

  

 
① 
「
思
考
の
基
盤
」
と
な
る
身
体
は
、
身
体
が
納
得
し
た
も
の
を
取
り
込
ん
で
、
そ
の
膨
大
な
経
験
や
記
憶
の
ス
ト
ッ
ク
を
キ
ー
プ
す
る
と
と
も
に
、

「
わ
か
ら
な
い
」
を
排
除
し
な
い
が
た
め
に
、
「
わ
か
ら
な
い
」
を
「
方
法
」
へ
と
変
え
る
こ
と
で
、
知
性
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
。 

② 

身
体
は
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
不
快
を
排
除
し
な
い
た
め
、
「
自
分
の
無
能
を
認
め
て
許
す
」
こ
と
が
で
き
、
自
分
自
身
が
何
も
知
ら
な
い
、

何
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
原
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
ゆ
え
に
、
知
性
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

③ 

脳
は
、
時
と
し
て
「
能
力
に
も
価
し
な
い
能
力
」
を
膨
大
に
蓄
え
て
い
る
の
で
信
用
で
き
な
い
が
、
身
体
は
、
脳
が
蓄
え
て
い
る
膨
大
な
経
験
や

記
憶
を
、
機
会
が
く
る
と
「
こ
の
記
憶
を
活
用
せ
よ
」
と
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
知
性
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
。 

④ 

身
体
と
経
験
と
友
人
の
使
い
よ
う
が
、
「
わ
か
ら
な
い
」
を
「
方
法
」
に
す
る
が
、
身
体
は
、
成
長
の
過
程
で
友
人
と
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
む

こ
と
で
そ
の
「
無
能
」
さ
や
「
不
器
用
」
さ
を
理
解
し
、
知
性
へ
と
「
羽
化
」
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

脳
を
身
体
よ
り
も
優
位
に
お
く
こ
と
は
、
無
能
な
も
の
に
絶
対
に
権
限
を
与
え
て
し
ま
う
が
、
身
体
は
、
経
験
か
ら
学
ぶ
と
い
う
現
場
か
ら
離
れ

る
こ
と
は
な
い
た
め
、「
わ
か
ら
な
い
」
こ
と
を
そ
の
都
度
検
証
し
て
、「
わ
か
ら
な
い
」
を
な
く
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。 

 



（
白
紙
ペ
ー
ジ
） 



（
白
紙
ペ
ー
ジ
） 
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