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次
の
文
章
を
読
ん
で、

あ
と
の一
か
ら
六
ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い。

、,‘

‘‘、

（
中
略）

国

語

B

〕

真
理
な
の

田

科
学
と
は
何
だ
ろ
う
？

そ
れ
は、

単
に
確
実
な
知
識
の
こ
と
で
は
な
い。

仮
説

と
検
証
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
法
則
性
に
よ
っ
て
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
が、

科

学
と
い
う
知
の
特
徴
で
あ
る。

古
典
力
学
も、

相
対
性
理
論
も、

進
化
論
も、

遺
伝

子
理
論
も、

物
の
運
動
や
生
物
の
多
様
性、

形
質
の
造
伝
な
ど
の
観
察
可
能
な
事
実

や
出
来
事
を
説
明
す
る
た
め
に、

論
理
整
合
的
に‘
|
ー
よ
う
す
る
に
筋
道
立
て
て
—
|

作
ら
れ
た
仮
説、

つ
ま
り
仮
の
説
明
で
あ
る。
こ
う
し
た
仮
説
は、

そ
れ
ら
と
合
致

す
る
事
実
が
あ
り、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
事
実
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
か
ぎ
り

で、

さ
し
あ
た
り
真
な
る
理
論
と
し
て
認
め
ら
れ
る。

科
学
的
な
理
論
は
こ
う
し

た
実
証
性

i
そ
れ
を
支
持
す
る
事
実
が
あ
る
こ
と
—
|'
と
反
証
可
能
性
—
�
そ
の

真
偽
が
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
こ
と
ー
—'
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い

①
 

と
さ
れ
る。
こ
う
し
た
手
続
き
に
よ
っ
て
科
学、

と
り
わ
け
自
然
科
学
は
確
実
な
知

識
と
し
て
の
明
証
性
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
の
だ。

回

だ
が
し
か
し、

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば、

よ
う
す
る
に
科
学
と
は
「
す
べ
て
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
知」

な
の
で
は
な
く、

「
実
証
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
知
り
う
る

も
の
だ
け
を
知
る」

よ
う
な
知
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る。

科
学
的
な
知
は、

実

証
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
真
で
あ
る
と
と
り
あ
え
ず
認
め
ら
れ
る
仮
説
以
外
は、

「
（
ま
だ）

わ
か
ら
な
い」
と
し
て
判
断
を
保
留
し
な
く
て
は
な
ら
な
い。

そ
し
て

ま
た、

ど
ん
な
理
論
も
仮
説
で
あ
る
以
上、
つ
ね
に
「
と
り
あ
え
ず」

で
「
今
の
と

こ
ろ」
の
も
の
に
す
ぎ
ず、

そ
れ
に
反
す
る
事
実
に
よ
っ
て
い
つ
否
定
さ
れ
な
い
と

も
か
ぎ
ら
な
い。

科
学
的
な
知
は
〔

A
〕

真
理
な
ど
け
っ
し
て
指
し
示
さ
な
い。

そ
れ
が
提
示
す
る
の
は、
い
つ
否
定
さ
れ
て
も
か
ま
わ
な
い
〔

だ。

回

と
こ
ろ
で、

科
学
的
で
あ
る
こ
と
と
合
理
的
で
あ
る
こ
と
と
は、
い
つ
も
一
致
す

る
わ
け
で
は
な
い。

科
学
的
で
あ
る
と
は、

世
界
に
対
す
る
知
識
や
探
求、

働
き
か

け
が、

科
学
を
特
徴
づ
け
る
実
証
性
や
反
証
可
能
性
に
も
と
づ
く
よ
う
に
な
る
と
い

②
 

う
こ
と
だ。

そ
れ
に
対
し
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は、

必
ず
し
も
科
学
的
で
あ
る
必

要
は
な
い。

現
代
の
日
本
語
で
は
合
理
的
と
い
う
言
葉
や
合
理
化
と
い
う
言
葉
は、

「
効
率
的」

や
「
効
率
化」

と
い
う
言
葉
と
ほ
ぽ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

い。

だ
が
合
理
的
と
い
う
言
葉
に
は、

も
っ
と
広
範
か
つ
複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ

る。

合
理
的
で
あ
る
と
は、

文
字
ど
お
り
に
は
「
理
に
合
っ
て
い
る」
と
い
う
こ
と

だ。

だ
が、

「
理」

と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る。

与
え
ら
れ
た
目
的
に
対
し
て
最

小
の
コ
ス
ト
で
最
大
の
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
人
も

い
れ
ば、

た
と
え
効
率
は
悪
く
て
も
道
徳
的
な
正
し
さ
や
倫
理
性
と
い
っ
た
価
値
観

に
即
し
た
行
為
や
状
態
を
選
択
す
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
人
も
い

る。
区

た
と
え
ば
ス
ポ
ー
ツ
の
試
合
で、

対
戦
相
手
が
ど
こ
か
を
け
が
し
て
い
る
と
し
よ

う。

競
技
に
際
し
て
の
目
標
は
勝
利
す
る
こ
と
だ。

そ
し
て、

よ
り
確
実
に
勝
利
す

る
た
め
に
は、

競
技
の
ル
ー
ル
に
違
反
し
な
い
か
ぎ
り
で
相
手
の
負
傷
を
利
用
し、

と
き
に
そ
れ
を
痛
め
つ
け
る
よ
う
な
攻
撃
を
仕
掛
け
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
よ

う。

だ
が
し
か
し、

そ
の
よ
う
に
相
手
の
弱
み
を
利
用
す
る
こ
と
は
ル
ー
ル
違
反
で

な
く
と
も
フ
ェ
ア
で
は
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば、

そ
れ
は
理
に
か
な
っ
て
は
い
な
い

と
い
う
判
断
も
あ
り
う
る。
こ
の
場
合
に
は、

相
手
の
弱
み
を
攻
め
な
い
こ
と、

と

き
に
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
敗
北
し
て
し
ま
う
こ
と
が、

合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る。
こ
の
よ
う
に、

あ
る
行
為
や
状
態
が
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は、

ど

の
よ
う
な
理
を
規
準
と
す
る
か
で
違
っ
て
く
る。

合
理
的
な
行
為
や
状
態
と
は、

あ

る
理
の
規
準
に
関
し
て
適
切
な
行
為
や
状
態
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が、

行
為
者
に

も
そ
れ
を
観
察
す
る
人
び
と
に
も
納
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ。
（
中
略）

回

現
代
の
社
会
で
合
理
的
と
か
合
理
化
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は、

主
と
し
て
科
学
的
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な
知
識
や
そ
の
応
用
で
あ
る
科
学
技
術
に
よ
っ
て、

あ
る
目
的
に
対
す
る
最
も
効
率

的
な
手
段
や
方
法
を
選
択
す
る
よ
う
な
合
理
性
と
そ
の
追
求
で
あ
る。

〈
1
〉

現
代

の
技
術
文
明
は、

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
合
理
性
の
中
で、

科
学
的
な
知
識
に
も
と

づ
く
合
理
性
を
追
求
し、

そ
れ
を
社
会
の
中
で
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
て

き
た。

企
業
の
経
営、

職
場
の
管
理、

商
品
の
開
発
な
ど
で
も、

科
学
的
な
合
理
性

と
効
率
の
追
求
は
最
も
大
き
な
規
準
の
―
つ
で
あ
る。

新
し
い
科
学
技
術
を
応
用
し

た
商
品
は
性
能
を
向
上
さ
せ、

最
新
の
技
術
や
知
識
を
利
用
し
た
生
産
体
制
や
業
務

シ
ス
テ
ム
は
効
率
を
高
め、

コ
ス
ト
の
削
減
を
可
能
に
し、

利
潤
の
増
大
を
も
た
ら

す
の
だ。

日
常
の
暮
ら
し
の
中
に
も、

科
学
化
と
合
理
化
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
入
り

込
ん
で
い
る。

〈
2
〉

さ
ま
ざ
ま
な
電
気
製
品
や
ガ
ス
製
品
は、

炊
事、

洗
濯、

掃

除
な
ど
の
家
事
の
合
理
化
を
進
め
て
き
た。

住
宅
の
間
取
り
や
キ
ッ
チ
ン
の
レ
イ
ア

ウ
ト、

家
庭
電
気
製
品
や
家
事
用
品
の
デ
ザ
イ
ン
で
は、

最
新
の
人
間
工
学
が
応
用

さ
れ、

無
駄
な
く
機
能
的
な
生
活
が
設
計
さ
れ
る。

ど
こ
か
に
行
き
た
い
と
思
え
ば、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
路
線
検
索
等
で、

最
も
速
い
ル
ー
ト
や
最
も
安
価
な
ル
ー
ト
を

調
べ、

そ
こ
か
ら
最
も
合
理
的
な
経
路
を
選
ぶ
こ
と
も
で
き
る。

匡

〈
3
〉

だ
が
し
か
し、

そ
う
し
た
科
学
化
さ
れ、

合
理
化
さ
れ
た
生
活
を
営
む
個

々
人
は、

い
わ
ゆ
る
専
門
家
も
含
め
て、

特
定
領
域
の
科
学
的
成
果
を
自
ら
の
手
で

検
討
し
た
り、

判
断
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い。

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は、

算

数、

数
学、

理
科
な
ど
の
学
習
を
通
じ
て
世
界
に
対
す
る
科
学
的
な
理
解
の
基
礎
を

学
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
お
り、

高
度
な
科
学
技
術
も
そ
う
し
た
基
礎
の
延
長
線
上
に

あ
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、

で
は
具
体
的
に
そ
れ
ら
が
ど

の
よ
う
な
延
長
線
の
上
に
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
の
ほ
う
が

多
い
だ
ろ
う。

こ
の
机
の
上
の
パ
ソ
コ
ン
が、

台
所
の
あ
の
電
子
レ
ン
ジ
が、

な
ぜ、

ど
の
よ
う
に
し
て
動
く
の
か
を
私
は
知
ら
な
い
が、

そ
れ
ら
を
使
え
ば
あ
る
目
的
を

容
易
に
達
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
る。

科
学
技
術
の
高
度
化
に
よ
っ
て

社
会
の
合
理
性
を
高
め
る
た
め
に
は、

そ
の
研
究
と
応
用
を
特
定
の
専
門
家
や
機
関

（
注）

0

回
s

回
は
段
落
符
号
で
あ
る。

0

古
典
力
学
・
相
対
性
理
論
11
い
ず
れ
も
科
学
の
理
論

0
形
質
11
生
物
の
形
態
的
な
要
素
や
特
徴。

0

明
証
性
11
明
ら
か
で
あ
る
こ
と。

0

規
準
11
規
範
や
標
準
と
す
る
も
の。 （

若
林
幹
夫
『
社
会
学
入
門一
歩
前』
に
よ
る）

に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
り、

そ
れ
ゆ
え
個
々
の
人
び
と
は
そ
う
し
た
専
門

化
し
た
科
学
や
技
術
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
甘
受
す
る
の
が
合
理
的
な
の
だ。

〈
4
〉

私
た
ち
は、

特
定
の
分
野
を
担
当
す
る
専
門
家
集
団
や、

彼
ら
が
設
計
・
運

営
す
る
技
術
や
シ
ス
テ
ム
の
科
学
性
と
合
理
性
を、

理
解
は
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も

信
じ
て
い
る
の
だ。

科
学
技
術
文
明
を
生
き
る
個
々
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
合
理
性

と
は、

そ
う
し
た
専
門
家
集
団
や
彼
ら
の
設
計
・
運
営
す
る
技
術
や
シ
ス
テ
ム
を
信

頼
す
る
こ
と
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
合
理
性
で
あ
る。

⑦

科
学
技
術
の
発
展
と
社
会
へ
の
応
用、

浸
透
は、

便
利
だ
が
理
解
で
き
な
い
領
域

を
増
大
さ
せ
る。

通
常
の
暮
ら
し
の
中
で、

私
た
ち
は
こ
の
「
わ
か
ら
な
さ」

の
領

域
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
普
通
な
い。

だ
が、

い
っ
た
ん
そ
こ
に
目
を
向
け
る
な
ら、

現
代
の
社
会
が
個
々
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
見
通
す
こ
と
の
で
き
な
い
不
透
明
さ
を

も
っ
た
科
学
と
技
術
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う。

世
界
を
透
明
で

合
理
的
な
ま
な
ざ
し
の
下
に
理
解
し、

操
作
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
き
た
科
学
と

技
術
は、

専
門
家
で
は
な
い
個
々
人
に
と
っ
て
は
不
透
明
だ
け
れ
ど
も
役
に
立
つ、

ま
る
で
魔
術
の
よ
う
な
領
域
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
不
透
明
さ
の

中
で、

そ
も
そ
も
は
仮
説、

つ
ま
り
仮
の
説
明
に
す
ぎ
ず、

実
証
的
な
手
続
き
に
よ

っ
て
確
認
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
「
わ
か
ら
な
さ」

を
甘
受
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
科
学
と
そ
の
応
用
で
あ
る
技
術
が、

来
る
べ
き
将
来
に
は
い
ず
れ
す
べ
て
を
説

明
し、

解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
究
極
の
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た

り、

語
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る。

ー (2)— ◇Ml (122-3)
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②

三

合
理
的
で
あ
る
こ
と
は 、

必
ず
し
も
科
学
的
で
あ
る
必
要
は
な
い

、,̀‘
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を 、

次
の
ア
か
ら
エ

ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

ア

合
理
的
で
あ
る
と
は
行
為
や
状
態
が
公
平
で
あ
る
こ
と
で
あ
り 、

実
証
性
や

反
証
可
能
性
に
基
づ
く
科
学
的
な
知
識
が
な
く
て
も 、

公
平
で
あ
る
か
ど
う
か

の
判
断
は
道
徳
的
に
可
能
で
あ
る
か
ら 。

イ

合
理
的
で
あ
る
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が 、

科
学
以
外
に
も

さ
ま
ざ
ま
な
理
が
存
在
し
て
お
り 、

ど
の
理
に
従
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に

合
理
的
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら 。

工 ウ イ ア
r-� 

r-� 

A
 

r-� 

、·
’
/二

〔

〕

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最

（
 も

適
当
な
も
の
を 、

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

〕

実
証
可
能
な

〕

不
確
実
な

〕

不
確
か
な

〕

確
実
な

〕

究
極
の

〕

さ
し
あ
た
り
の

〕

相
対
的
な

r―` 

A
 

r 

r 

A
 

r·―‘ 

A
 A

 、一

ヽ

B
 

r 

B B B B
 

)
①

一

こ
う
し
た
手
続
き

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を 、

次
の
ア
か
ら
エ
ま

‘‘̀̀
 で

の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

ア

あ
る
仮
説
と
合
致
す
る
事
実
が
存
在
す
る
一

方
で 、

そ
の
仮
説
を
否
定
す
る

事
実
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と

イ

あ
る
仮
説
が
確
実
に
正
し
い
こ
と
を 、

実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
す
で
に
証
明

さ
れ
て
い
る
理
論
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と

ウ

あ
る
仮
説
の
真
偽
を
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
確
か
め 、

そ
の
仮
説
と
合
致
す

る
事
実
が
否
定
す
る
事
実
よ
り
も
多
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

工

あ
る
仮
説
を
支
持
す
る
事
実
が
実
験
や
観
察
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
る
だ
け

で
な
く 、

世
界
中
の
科
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

〕

絶
対
的
な

と
あ
る
が 、

合
理
的
で
あ
る
と
は
理
に
合
う
と
い
う
意
味
で
あ
り 、

科
学
的
に
は
正
し
く

な
い
知
識
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も 、

大
多
数
の
人
々
に
と
っ
て
納
得
で
き

る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
か
ら 。

工

合
理
的
で
あ
る
と
は
効
率
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
た
め 、

科
学
の

実
証
的
な
手
続
き
に
よ
ら
ず 、

最
小
の
コ
ス
ト

で
最
大
の
効
果
を
上
げ
て
い
る

場
合
も
合
理
的
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら 。

g

次
の
一

文
が
本
文
か
ら
抜
い
て
あ
る 。

こ
の
一

文
が
入
る
最
も
適
当
な
箇
所
を 、

あ
と
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

ウ ア

本
文
中
の
〈
1
〉

本
文
中
の
〈
3
〉

工 イ

本
文
中
の
〈
2
〉

本
文
中
の
〈
4
〉

・
ウ

こ
の
と
き 、

私
た
ち
は
科
学
と
そ
の
合
理
性
を
自
ら
の
判
断
に
お
い
て
信

じ
て
い
る
の
で
は
な
い 。

‘.,'▼
 

五

次
に
示
す
会
話
は 、

こ
の
文
章
を
読
ん
だ
生
徒
六
人
が
意
見
交
換
を
し
た
も
の

（
 で

あ
る
が 、

会
話
文
の
順
序
が
入
れ
替
え
て
あ
る 。

筋
道
が
と
お
る
会
話
文
と
す

る
た
め
に
ア
か
ら
力
ま
で
を
並
べ
替
え
る
と
ぎ 、

二
番
目 、

四
番
目 、

六
番
目
に

く
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
な
さ
い 。

ア
(
A

さ
ん）

現
代
の
科
学
技
術
文
明
に
お
い
て
は 、

そ
の
よ
う
に
専
門

的
な
科
学
や
技
術
の
内
容
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
個
々
の

人
々
が
甘
受
し 、

科
学
や
技
術
の
研
究
と
応
用
は
専
門
家
集

団
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で 、

社
会
の
合
理
性
が
高
め
ら
れ
て
き

た
と
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す 。

イ
(
B

さ
ん）

そ
の
よ
う
な 、

便
利
だ
が
理
解
で
き
な
い
不
透
明
な
領
域

の
増
大
と
と
も
に 、

科
学
技
術
が
や
が
て
何
で
も
解
決
し
て

く
れ
る
と
い
う
過
剰
な
期
待
を
人
々
が
抱
く
よ
う
に
な
る
危

険
性
を
筆
者
は
指
摘
し
て
い
ま
す 。

ー (3)-— ◇Ml (122-4)



ウ
(
c

さ
ん）

私
た
ち
は 、

科
学
技
術
の
お
か
げ
で
便
利
で
快
適
な
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
が 、

筆
者
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に 、

電
気
製
品
を
は
じ
め 、

コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
や
自
動
車
な

ど
の
身
近
な
機
械
が
ど
の
よ
う
な
し
く
み
で
動
い
て
い
る
か

は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん 。

改
め
て
考
え
て
み
る
と 、

ち
ょ
っ

と
怖
い
気
も
し
ま
す 。

(
D

さ
ん）

要
す
る
に 、

科
学
的
な
知
と
い
う
の
は 、

実
証
的
な
手
続

き
に
よ
っ
て
と
り
あ
え
ず
真
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
仮
説
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が 、

合
理
的
な
態

度
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
す 。

オ
(
E

さ
ん）

確
か
に 、

科
学
技
術
の
中
身
を
自
分
で
は
理
解
し
な
い
ま

ま
信
じ
る
こ
と
は 、

便
利
さ
や
効
率
性
を
簡
単
に
手
に
入
れ

ら
れ
る
点
で
は
合
理
的
で
す
が 、

そ
の
合
理
性
は
本
来
科
学

が
も
っ
て
い
る
合
理
性
と
は
違
い 、

不
透
明
さ
を
も
っ
た
も

の
で
す 。

カ
(
F
さ
ん）

し
か
し 、

そ
の
場
合
の
合
理
性
は 、

仮
説
と
検
証
を
通
じ

て
確
か
め
ら
れ
る
法
則
性
に
よ
っ
て
世
界
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
科
学
の
合
理
性
と
は 、

根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す 。

‘,'゚六

こ
の
文
章
の
論
の
進
め
方
の
特
徴
と
し
て
適
当
な
も
の
を 、

次
の
ア
か
ら
力
ま

‘·,‘
 で

の
中
か
ら

コブ＼選び1111なさ11115。

た
だ
し 、
マ
ー

ク
欄
は
一
行
に
つ
き―
つ
だ
け

塗
り
つ
ぶ
す
こ
と 。

ア

対
立
す
る
二
つ
の
考
え
を
示
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
が
も
つ
欠
点
を
明
ら
か

に
し 、

い
ず
れ
と
も
異
な
る
独
自
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る 。

イ

複
数
の
具
体
例
に
つ
い
て
説
明
し 、

そ
れ
ら
の
共
通
点
を
取
り
出
し
て
自
分

の
主
張
に
つ
な
げ
て
い
る 。

工

ア

篤
実

イ

虚
心

ウ

自
若

工

彼
は
何
が
起
こ
っ
て
も
泰
然
〔

A 

〕
と
し
て
い
る 。

ア

顕
劉

‘,'デ三

次
の
文
中
の
〔

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を 、

あ
と
の
ア

、,̀̀
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

A 

に

次
の
文
中
の
傍
線
部
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
と
し
て
正
し
い
も

の
を 、

あ
と
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら―
つ
選
び
な
さ
い 。

彼
は
劉
U
凶
成
長
を
遂
げ
て
い
る 。

剖
者

名
劉

イ

ウ

躙
述

工

ア

愁

、
`
'’

一
‘
‘
、

れ
あ
と
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら―
つ
選
び
な
さ
い 。

①
,.,.
I
②
 _
_

 1

指
導
力
を
発
揮
し
て
事
態
を

シ
ュ
ウ

シ
ュ
ウ

①

秀

②
 

ィ

拾

ゥ

集

工

蹴

ア

イ

修

ウ

収

工

‘,’

、̀'’

次
の
一
か
ら
三
ま
で
の
問
い
に
答
え
な
さ
い 。

、,‘

、,‘

中
心
と
な
る
問
題
を
提
起
し
た
の
ち 、

個
人
的
な
体
験
談
を
く
わ
し
く
紹
介

し
な
が
ら
問
題
の
本
質
に
迫
っ
て
い
る 。

工

自
分
の
主
張
を
述
べ
た
の
ち 、

具
体
例
を
交
え
な
が
ら
自
説
に
対
す
る
＜
わ

し
い
説
明
を
行
っ
て
い
る 。

オ

問
い
を
立
て
て
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
述
べ 、

さ
ら
に
想
定
さ
れ
る
反
論
に

答
え
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る 。

力

自
分
の
主
張
を
述
べ
る
直
前
に
逆
接
の
接
続
詞
を
置
く
な
ど 、

接
続
詞
を
効

果
的
に
用
い
て
い
る 。

次
の
文
中
の
傍
線
部
① 、

②
に
用
い
る
漢
字
と
し
て
正
し
い
も
の
を 、

ウ

す
る 。

衆

余
裕

そ
れ
ぞ

ー(4)— ◇Ml (122-5)
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オ 工 ウ イ ア

（

注
）

ら
れ 、
一
層
感
情
が
高
ぶ
っ
て
い
る 。

自
分
の
感
情
を
制
御
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
慰
め
の
言
葉
を
か
け

な
く
思
っ
て
い
る 。

凛
久
が
抱
え
て
い
る
事
情
に
気
付
け
な
か
っ
た
鈍
感
な
自
分
に
対
し 、

情
け

と
に 、

堪
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る 。

つ
か
れ
た
こ
と
に
傷
つ
い
て
い
る 。

凛
久
が
家
族
の
事
情
を
話
せ
な
い
の
は
当
然
だ
と
思
い
な
が
ら
も 、

う
そ
を

凛
久
と
の
関
係
の
悪
化
を
晴
菜
先
輩
や
綿
引
先
生
か
ら
心
配
さ
れ
て
い
る
こ

悔
し
く
思
っ
て
い
る 。

し 、

転
校
す
る
こ
と
に
つ
い
て
凛
久
が
自
分
に
相
談
し
て
く
れ
な
か
っ
た
こ
と
を 、

マ
ー

ク
欄
は一
行
に
つ
き
―
つ
だ
け
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と 。

o

m
s

固
は
段
落
符
号
で
あ
る 。

あ
ん

ど

0
安
堵
11
安
心
す
る
こ
と 。

0
ナ
ス
ミ
ス
式
望
遠
鏡
11

十
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ェ
ー

ム
ス・
ナ
ス
ミ
ス
が
発

明
し
た
天
体
望
遠
鏡 。
ど
の
方
向
を
観
測
し
て
も 、

観
測
者
が
目
の
高
さ
を
変
え

ず
に
の
ぞ
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
特
徴
が
あ
り 、
車
椅
子
に
乗
っ
た
ま
ま
使
用
で

き
る 。

の

ろ

0
野
呂
さ
ん
II
S
H
I
N
O
S
E
の
社
員。

0
ス
タ
ー

キ
ャ
ッ
チ
11
ス
タ
ー

キ
ャ
ッ
チ
コ
ン
テ
ス
ト 。

夏
休
み
に
亜
紗
た
ち
が
主

催
し
て
行
っ
た 、
自
作
の
天
体
望
遠
鏡
で
星
を
捉
え
る
こ
と
を
競
う
大
会 。
長
崎

県
の
五
島
列
島
の
高
校
生
チ
ー

ム
と
東
京
都
渋
谷
区
の
ひ
ば
り
森
中
学
校
の
チ
ー

ム
な
ど
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
し
た 。

)
①

一

亜
紗
は
ぶ
ん
ぶ
ん
と
首
を
振
っ
た

と
あ
る
が 、

こ
の
と
き
の
亜
紗
の
心
情
と

、,̀`
し
て
適
当
な
も
の
を 、

次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
らi
⇒
づ ー
11

選
び ーり
なさ ー1ーい 1110

た
だ

ウ ア

口
を
つ
ぐ
む

耳
を
そ
ば
だ
て
る

‘,'‘
 

三、,̀‘
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

工 イ

息
を
の
む

r 

② 

〕
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
こ
と
ば
を 、

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の

て
明
る
＜
ふ
る
ま
お
う
と
し
て
い
る 。

目
を
覆
う

け
で
県
外
の
仲
間
と
相
談
し
て
い
た
と
知
り 、

驚
い
て
い
る 。

晴
菜
先
輩
が
卒
業
し
た
あ
と
の
天
文
部
の
活
動
に
不
安
を
抱
い
て
い
た
が 、

県
外
の
仲
間
が
今
後
の
活
動
に
協
力
し
て
く
れ
そ
う
だ
と
後
輩
た
ち
か
ら
聞
き 、

度
ス
タ
ー

キ
ャ
ッ
チ
コ
ン
テ
ス
ト
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
か
を一
年
生
だ

凛
久
が
年
末
に
転
校
す
る
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
は
教
室
で
も
塞
ぎ
込
ん
で
い

た
が 、

後
輩
た
ち
が
自
分
を
励
ま
す
た
め
に
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
の
で 、

努
め

ウ

初
め
は
後
輩
た
ち
の
来
訪
の
意
図
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が 、

年
内
に
も
う

ほ
っ
と
し
て
い
る 。

イ 一
言
も
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
緊
張
し
な
が
ら
聞
い
て
い
る 。

の
部
員
に
聞
か
れ
た
く
な
い
相
談
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い 、

‘‘,'
 

二•
第
六
段
落
に
お
け
る
亜
紗
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を 、

次
の

、,̀ ‘
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

二
人
の
話
を

ア

後
輩
が
教
室
ま
で
訪
ね
て
く
る
こ
と
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
驚
い
た
が 、

他

ー (7)一 ◇Ml (122-8) 
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ア
(
A

さ
ん）

イ
(
B

さ
ん）

ウ
(
c
さ
ん）

(
D

さ
ん）

オ
(
E

さ
ん）

工

自
立
心
が
養
わ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す 。

せ 、

上
級
生
は
手
を
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
で 、

チ
ー

ム
ワ
ー

ク
と

ー
キ
ャ
ッ
チ
コ
ン
テ
ス
ト
の
望
遠
鏡
作
り
を
完
全
に
一
年
生
に
任

深
野
と
広
瀬
は 、

と
て
も
い
い
コ
ン
ビ
だ
と
思
い
ま
す 。

ス
タ

っ
た
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す 。

県
外
の
仲
間
と
協
力
し
て
ナ
ス
ミ
ス
式
望
遠
鏡
の
お
披
露
目
会
を

開
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て 、

自
分
が
気
付
い
て
い
な
か

亜
紗
は 、

後
輩
た
ち
が
先
生
に
頼
ら
ず
に
自
分
た
ち
で
考
え 、

気
付
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す 。

す
る
こ
と
を
聞
い
て
動
揺
し
混
乱
し
て
い
る
亜
紗
の
気
持
ち
に
は 、

え
ら
れ
る
強
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す 。

で
も 、

凛
久
が
転
校

睛
菜
先
輩
に
は 、

自
分
の
思
い
を
遠
慮
せ
ず
に
は
っ
き
り
と
伝

部
活
動
の
指
苺
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す 。

す 。

綿
引
先
生
も 、

姉
に
対
す
る
凛
久
の
思
い
を
理
解
し
た
上
で 、

的
な
こ
と
を
打
ち
明
け 、

相
談
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
よ
う
で

凛
久
は 、

綿
引
先
生
に
は
転
校
や
家
庭
の
事
情
と
い
っ
た
個
人

た
だ
し 、

四

次
の
ア
か
ら
オ
は 、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
生
徒
五
人
が 、

意
見
を
述
べ
合
っ
た

も
の
で
あ
る 。

そ
の
内
容
が
本
文
に
書 11が 11111
で 11115 11
な
凶
ご
ど
を
含
む ーーーもん

吹を111i「一
ーブー

選びー1 卜
なさ11111い11010

マ
ー

ク
欄
は一
行
に
つ
き―
つ
だ
け
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と 。

綿
引
先
生
に
は 、

そ
れ
と
な
く
生
徒
た
ち
の
こ
と
を
気
遣
い 、

見
守
っ
て
い
る
よ
う
な
優
し
さ
と
思
い
や
り
が
あ
り
ま
す 。

だ
か

ら
こ
そ 、

部
員
た
ち
が
先
生
に
本
心
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
と
思
い
ま
す 。

オ 工 ウ イ ア
で
進
み 、

二
人
の
息
が
よ
く
合
っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る 。

ぽ

こ
の
文
章
の
表
現
の
特
徴
と
し
て
適
当
な
も
の
を 、

次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中

か
ら
コ

ブi11選：び 11111な
ざ IIIい010

ぶ
す
こ
と 。

会
話
文
に
加
え
て
地
の
文
に
よ
っ
て
も
亜
紗
の
内
面
が
細
か
く
描
写
さ
れ 、

凛
久
の
転
校
を
聞
い
た
後
の
亜
紗
の
動
揺
が
あ
り
あ
り
と
書
か
れ
て
い
る 。

回
想
場
面
を
挿
入
し
て
過
去
の
出
来
事
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
り 、

人
間
の

心
理
が
時
間
の
流
れ
の
中
で
変
化
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る 。

各
登
場
人
物
が
凛
久
と
の
思
い
出
を
語
る
こ
と
で 、

凛
久
の
た
め
に
何
か
を

し
た
い
と
い
う
思
い
が
次
第
に
形
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る 。

亜
紗 、

晴
菜 、

先
生
が
会
話
を
す
る
場
面
で
は
「
|
—」

や
「
…
…」

を
多

用
す
る
こ
と
で 、

三
人
の
も
ど
か
し
い
気
持
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
る 。

昼
休
み
の
教
室
の
場
面
は
一
年
生
の
深
野
と
広
瀬
が
会
話
を
リ
ー
ド

す
る
形

た
だ
し 、

マ
ー

ク
欄
は一
行
に
つ
きー
つ
だ
け
塗
り
つ

ー (8)— ◇Ml (122-9)
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（
注）

た
い
そ
う

り
せ
い
み
ん

0
太
宗
11

唐
の
第
二
代
皇
帝
の
李
世
民
の
こ
と 。

こ此
の
語
を
思
ひ 、
も
つ

か
ん
か
い

な

用
て
鑑
誡
と
為
す
べ
し 。
」
と 。

I

I

I

I

I

 

戒
め

じ
よ
う
が
ん
せ
い
よ
う

（『
貞
観
政
要』
に
よ
る）

四

次
の
漢
文
（
書
き
下
し
文）

な
さ
い 。
（
本
文
の

た
い
そ
う

太
宗 、

受
け
て 、

‘,’�、�

を
読
ん
で 、
あ
と
の一
か
ら
四
ま
で
の
問
い
に
答
え

‘‘、

、,‘

の
左
側
は
現
代
語
訳
で
す 。）

し

侍
臣
に
謂
ひ
て
日
は
く 、

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

そ
ば
に
控
え
る
家
臣
に

言
う
こ
と
に
は

ほ
其
の
深
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ 、

し
か

う

復
た
其
の
下
に
窟
穴
す 。
然
れ
ど
も
人
の
獲

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

水
中
の
洞
穴
に
住
ん

そ
れ
に
も

で
い
る

か
か
わ
ら
ず

．

な

る
所
と
為
る
者
は 、
皆 、

餌
を
貪
る
に
由
る
が
故
な
り 。
』
と 。
今 、
人
臣 、
任
を

を

高
位
に
居
り 、
こ
う
ろ
く

は

①
ま
さ

すぺ
か
ら

ふ

厚
禄
を
食
む 。
当
に
須
く
忠
正
を
厠
み ｀

1
 ....
 

多
額
の
報
酬
を

得
て
い
る

す
な
は

②

7゚
則
ち
災
害
無
く 、
長
く
富
貴
を
守
ら
ん 。
古
人
云
ふ 、
『
禍
福
は
門
無
し 、

I

I

I

I

I

 

そ
う

す
れ
ば

お
と
し
い

た

ま
ね

惟
だ
人
の
召
く
所
の
み 。
』
と 。
然
ら
ば
其
の
身
を
陥
る
る
者
は 、
皆 、
財
利
を

•

I

I

I

I

I

 

だ
か
ら

畠
す
る
が
か
め
な
り
P

却
の
魚
烏
と 、

公
清
を
踏
む

け
い
ら

も
っ側

て
異
な
ら
ん
や 。
卿
等 、

1

1

1

,

 

お
前

た
ち

よ
ろ宜

し
く

ま

か
く

の
高
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
恐
れ 、
復
た
木
末
に
巣
く
ふ 。
魚 、
泉
に
蔵
る
る
も 、
猶

I

I

I

I

I

I

I

I

I

 

さ
ら
に
高
い

木
の
枝

しヽ

「
古
人
云
ふ 、

す

な

そ

『
烏 、
林
に
棲
む
も 、
猶
ほ
其

1

1

1

,
.
 

そ
れ
で

も
な
お

工
)

①ー
さ

辺

＄

ぃ

一
・

当
に
須
＜
忠
正
を
履
み 、
公
清
を
踏
む
べ
し

と
あ
る
が 、
こ
の
こ
と
ば
に

、,̀̀
よ
っ
て
太
宗
が
言
い
た
い
こ
と
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を 、
次
の
ア
か
ら
エ
ま

で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

ア

主
君
と
家
臣
の
信
頼
関
係
を
大
切
に
し 、
社
会
の
安
定
を
図
る
べ
き
で
あ
る 。

イ

人
民
の
た
め
に
働
く
べ
き
で
あ
り 、
高
位
高
官
を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い 。

ウ

国
が
豊
か
に
な
る
に
は 、

役
人
が
清
貧
の
生
活
に
甘
ん
じ
る
必
要
が
あ
る 。

工

ま
じ
め
で
正
し
い
行
い
を
し 、
清
廉
潔
白
な
生
き
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。

)

②

た

ま
ね

二

禍
福
は
門
無
し 、
惟
だ
人
の
召
く
所
の
み

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

、,̀̀
を 、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

ア

家
臣
が
ど
れ
だ
け
幸
せ
で
あ
る
か
は 、

仕
え
る
主
君
に
よ
る
と
い
う
こ
と

イ

幸
せ
に
な
る
か
不
幸
に
な
る
か
は 、
そ
の
人
の
行
動
し
だ
い
と
い
う
こ
と

ウ

幸
せ
な
人
生
を
送
れ
る
か
ど
う
か
は 、
家
柄
と
は
関
係
が
な
い
と
い
う
こ
と

エ

安
易
に
人
の
誘
い
に
乗
る
こ
と
は 、

不
幸
を
招
く
原
因
に
な
る
と
い
う
こ
と

)

③
か

も
っ

三

夫
の
魚
鳥
と 、
何
を
以
て
異
な
ら
ん
や

と
あ
る
が 、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理

、,̀ `
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を 、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い 。

動
物
の
世
界
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
世
界
も
弱
肉
強
食
で
あ
る
か
ら 。

自
分
が
欲
す
る
も
の
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
し
て
い
る
か
ら 。

ど
れ
だ
け
努
力
を
し
て
も
自
分
よ
り
強
い
者
に
は
逆
ら
え
な
い
か
ら 。

慎
重
に
な
り
す
ぎ
る
と
獲
物
を
逃
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら 。

四

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら 、
そ
の
内
容
が
こ
の
文
章
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
と一
致
す
る
も
の
を一
っ
選
び
な
さ
い 。

太
宗
は
鳥
と
魚
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
家
臣
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
た 。

太
宗
は
自
然
界
の
道
理
を
例
に
と
っ
て
家
臣
に
理
想
の
主
従
関
係
を
示
し
た 。

太
宗
は
た
と
え
話
を
用
い
て
家
臣
に
長
く
富
や
地
位
を

守
る
方
法
を
語
っ
た 。

太
宗
は
家
臣
と
の
結
束
を
強
め
る
た
め
に
昔
の
失
敗
談
を
語
っ
て
聞
か
せ
た 。

（
問
題
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す 。
）

工 ウ イ ア ウ イ ア
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