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。
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右
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
五
に
答
え
な
さ
い
。（
配
点
八
〇
点
）

し
ば
ら
く
前
の
こ
と
に
な
る
が
、『
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
』と
い
う
本
が
話
題
を
よ
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
副
題
に「
英
語
の
世
紀
の
中
で
」と
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
本
は「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」し
て
行
く
世
界
の
な
か
で
、
日
本
語
に
生
き
残
る
余
地
は
あ
る
か
と
い
う
問
い
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
の
水
村
美
苗
は
小
説
家
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
の
考
察
の
中
心
は
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
文
学
作
品
の
運
命
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
日
本

語
で
書
か
れ
て
い
る
限
り
、
そ
う
し
た
作
品
の
読
者
は
国
際
的
に
は
少
数
に
と
ど
ま
り
、
世
界
の
文
学
全
体
の
な
か
で
は
た
し
て
意
義
を
も
ち
う
る
だ

ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
著
者
の
心
配
で
あ
る
。

こ
う
し
た
心
配
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
自
然
科
学
に
お
け
る
状
況
を
見
る
だ
け
で
よ
く
わ
か
る
。
い
ま
や
自
然
科
学
の
ほ
ぼ
す
べ
て

の
分
野
に
お
い
て
、
新
し
い
研
究
は
英
語
で
発
表
さ
れ
な
け
れ
ば
、
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
と
同
じ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
傾
向
は
自
然
科
学
に

と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
科
学
や
人
文
科
学
の
分
野
に
お
い
て
も
、
同
様
の「
英
語
の
支
配
」は
進
み
つ
つ
あ
る
。

こ
う
し
た
事
態
は
、
日
本
の
近
代
文
学
が
辿た

ど

っ
た
道
に
照
ら
す
と
き
、
き
わ
め
て
皮
肉
な
も
の
と
な
る
。
日
本
の
近
代
文
学
の
開
拓
者
た
ち
は
、
西

洋
の
影
響
を
受
け
て
急
速
に
ヘ
ン
ボ
ウ
し
て
行
く
社
会
が
生
み
出
す
新
し
い
主
題
に
取
り
組
む
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
主
題
に
適
し
た
日
本
語
を
作

り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
同
じ
こ
と
は
自
然
科
学
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
西
洋
の
科
学
が
日
本
に
根
付
き
始
め
た
の
は
、
近
代
文
学
の
成
立
と
ち
ょ
う

ど
同
じ
時
期
の
こ
と
で
あ
る
が
、
科
学
に
携
わ
っ
た
日
本
人
が
最
初
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
大
量
の
専
門
用
語
を
始
め
と
す
る
科
学
の

た
め
の
言
語
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
い
て
、
自
然
科
学
は
す
で
に
国
際
的
な
営
み
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
後
の
西
洋
に
お

い
て
、
文
学
と
は
、
特
定
の
国
民
文
化
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
国
民
の
言
語
と
結
び
付
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
世
紀
末
に
そ
う
し
た
文

学
の
観
念
に
初
め
て
触
れ
た
日
本
人
が
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
国
民
文
学
を
作
り
出
そ
う
と
考
え
た
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
問
題
は
、
当
時
の
日
本

人
が
扱
お
う
と
し
て
い
た
主
題
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
日
本
語
が
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
試
行
錯
誤
の
末
、
こ
う
し
た
日
本
語

が
作
り
出
さ
れ
、
比
較
的
自
在
に
使
う
こ
と
の
で
き
る
文
学
言
語
を
所
有
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
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ご
く
最
近
ま
で
、
日
本
の
近
代
文
学
は
、
き
わ
め
て
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
を
形
作
っ
て
い
て
、
作
家
も
読
者
も
こ
の
状
況
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
だ
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
と
、
日
本
国
内
で
の
読
者
の
減
少
は
、
日
本
語
で
こ
れ
か
ら
書
か
れ
る
作
品
に
ど
れ
だ
け
の
将
来

性
が
あ
る
か
を
危
惧
さ
せ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
文
学
に
関
係
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
、
水
村
の
本
が
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
原
因
の
ひ
と
つ
は
、

こ
こ
に
あ
ろ
う
。

明
治
の
は
じ
ま
り
の
頃
に
、
当
時
の
西
洋
の
小
説
や
戯
曲
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
若
者
た
ち
は
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
が
親
し
ん
で
き
た
江
戸
時
代
の

物
語
や
シ
バ
イ
と
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
を
痛
感
し
た
に
違
い
な
い
。
同
様
に
、
同
時
代
の
西
洋
の
哲
学
に
触
れ
る
機
会
の
あ
っ
た
日
本
人
は
、
そ
こ

に
、
儒
教
や
仏
教
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
い
観
念
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
だ
ろ
う
。

西
洋
の
哲
学
が
日
本
の
近
代
社
会
に
足
場
を
も
つ
よ
う
に
な
る
に
は
、
文
学
の
場
合
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
困
難
が
あ
っ
た
。
西
洋
の

哲
学
は
日
本
の
社
会
に
、
結
局
根
付
か
な
か
っ
た
と
言
う
ひ
と
ま
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
西
洋
の
哲
学
が
近
代
日
本
で
経
験
し
た
こ
う
し
た
困
難
に

は
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
が
、
哲
学
の
た
め
の
十
分
な
言
語
を
作
り
出
す
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
が
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

哲
学
は
、
あ
る
程
度
一
般
的
で
抽
象
的
な
概
念
を
必
要
と
す
る
。
西
洋
哲
学
が
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
日
本
語
に
そ
う
し
た
概
念
を
表
す
言
葉
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
儒
教
お
よ
び
仏
教
の
伝
統
に
は
、
そ
う
し
た
言
葉
と
概
念
が
存
在
し
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
漢
字
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ

て
表
さ
れ
る
、
中
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
言
葉
と
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
普
通
の
人
々
の
話
す
日
常
の
言
葉
と
は
区
別
さ
れ
る
特
殊
な
語
彙
を
形

作
っ
て
い
た
。
明
治
維
新
の
直
前
に
西
洋
の
哲
学
が
日
本
に
入
っ
て
き
た
と
き
、
儒
教
や
仏
教
の
伝
統
に
属
す
る
語
彙
と
は
別
の
、
し
か
し
、
同
様
に

特
殊
な
語
彙
が
、
ご
く
短
期
間
の
あ
い
だ
に
作
ら
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
際
、
儒
教
や
仏
教
に
由
来
す
る
語
が
転
用
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
生
じ
た
。

哲
学
の
た
め
の
新
し
い
用
語
を
も
つ
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自
身
の
言
語
で
、
西
洋
に
由
来
す
る
哲
学
的
問
題
や
主
張
を
議
論
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
た
と
え
ば
、
決
定
論
と
自
由
の
問
題
や
、
カ
ン
ト
の
哲
学
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
日
本
語
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
る
恩
恵
は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
の
先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
い
だ
、
こ
う
し
た
哲
学

の
言
葉
は
、
多
く
の
弊
害
も
も
た
ら
し
た
。
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最
大
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
哲
学
用
語
が
、
日
本
語
の
一
部
と
し
て
確
立
し
て
か
ら
出
て
き
た
。
ま
が
り
な
り
に
も
日
本
語
の
一
部
と
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
ひ
と
が
、
そ
の
正
確
な
意
味
に
思
い
わ
ず
ら
わ
な
く
と
も
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
ひ
と
は
自
分
の
用
い
て
い

る
言
葉
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
身
の
言
語
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
言
葉
に
は
そ
の
意
味
が
つ
い
て

く
る
と
ひ
と
は
考
え
る
。
哲
学
用
語
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ひ
と
は
、
正
確
な
意
味
ど
こ
ろ
か
、
バ
ク
ゼ
ン
と
し
た
意
味
の
了
解
も

伴
わ
ず
に
、
哲
学
用
語
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
は
、
理
解
の
錯
覚
の
蔓ま

ん

延え
ん

で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
錯
覚
に
も
っ
と
も
陥
り
が
ち
な
の

は
、
哲
学
を「
専
門
と
す
る
」教
師
や
学
生
で
あ
る
。

こ
の
錯
覚
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
仕
方
で
生
じ
る
。
カ
ン
ト
を
真
剣
に
研
究
し
た
い
と
い
う
学
生
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
の
ド

イ
ツ
語
で
読
む
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
ほ
ど
ド
イ
ツ
語
に
堪
能
で
な
い
限
り
、
カ
ン
ト
の
文
章
の
理
解
に
は
日
本
語
の
助
け
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は

い
っ
た
ん
日
本
語
に「
翻
訳
」さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
が
用
い
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
言
葉
が
、
そ
の
訳
語
と
さ
れ
る
日
本
語
の
言
葉

で
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
よ
う
な
錯
覚
が
容
易
に
生
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
置
き
換
え
に
よ
っ
て

生
じ
た
文
は
日
本
語
の
文
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
語
の
い
く
つ
か
の
語
を
、
日
本
語
の「
て
に
を
は
」で
結
び

付
け
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
文
を
生
み
出
し
た
ひ
と
が
、
そ
の
意
味
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
に
何
の
不
思
議
も
な
い
。

現
在
か
ら
振
り
返
る
な
ら
ば
、
日
本
で
哲
学
言
語
が
い
ち
お
う
の
成
熟
を
み
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
日
本
人

が
西
洋
哲
学
を
取
り
入
れ
始
め
て
か
ら
百
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
日
本
の
哲
学
者
の
大
多
数
は
ま
だ
、
以
前
通
り
の
仕
方
で
哲
学
に
つ
い

て
語
っ
た
り
、
書
い
た
り
し
て
い
た
が
、
何
人
か
の
哲
学
者
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
や
り
方
で
、
哲
学
用
語
に
向
き
合
お
う
と
し
出
し
て
い
た
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
哲
学
用
語
の
大
部
分
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
の
訳
語
と
し
て
始
ま
っ
た
。
も
と
の
言
葉
を
知
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
自

分
が
こ
う
し
た
訳
語
を
、
そ
の
原
語
と
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
と
信
じ
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
者
は
、
日
本
語
の
哲
学
用
語
の

意
味
を
定
義
し
た
り
特
徴
づ
け
た
り
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
と
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
示
す
こ
と
で
足
り
る
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
の
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、
ご
く
ぼ
ん
や
り
と
し
か
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
う
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る
。
そ
の
場
合
当
然
、
日
本
語
の
哲
学
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
把
握
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
頻
繁
に
起
こ
る

こ
と
は
、
ひ
と
が
、
哲
学
的
主
題
に
つ
い
て
流

り
ゅ
う

暢
ち
ょ
う

に
語
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
何
に
つ
い
て
語
り
書
い
て
い
る
の
か
わ

か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
人
の
な
か
だ
け
で
は
な
く
、
複
数
の
ひ
と
の
あ
い
だ
で
も
生
じ
う
る
。
一
見
カ
ン
ペ
キ
に
理
解
し

あ
っ
て
い
る
人
々
の
あ
い
だ
で
哲
学
の
議
論
が
ス
ム
ー
ス
に
進
行
し
て
い
る
と
み
え
な
が
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
生
じ
て
い
る
の
は
、
何
の
理
解
も
伴
わ

な
い
言
葉
の
や
り
取
り
だ
け
と
い
っ
た
事
態
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
抗
し
て
、
自
分
の
責
任
で
哲
学
用
語
を
使
お
う
と
す
る
若
い
世
代
の
哲
学
者
が
出
て
き
た
。
こ
う
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、
自
分

が
哲
学
の
言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
う
つ
も
り
か
を
、
翻
訳
語
の
も
と
に
な
っ
た
西
洋
の
言
葉
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
意
識
的
に
特
徴
づ
け
よ
う
と
努
め

た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日
常
の
言
葉
か
ら
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
な
い
言
葉
で
哲
学
の
議
論
を
行
お
う
と
も
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
西
田
幾
多

郎
を
中
心
と
す
る
京
都
学
派
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
秘
教
的
な
哲
学
の
ス
タ
イ
ル
を
追
放
し
よ
う
と
し
た
。

哲
学
で
は
抽
象
的
な
概
念
を
表
す
表
現
を
使
わ
な
い
で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
若
い
世
代
の
こ
う
し
た
哲
学
者
た
ち
は
、
具
体
的
な
例
を
通

じ
て
そ
う
し
た
表
現
に
説
明
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
同
様
に
重
要
な
の
は
、
仏
教
や
儒
教
の
用
語
を
借
り
て
西
洋
の
抽
象
名
詞
の
訳
語
と
し
て
作
ら
れ

た
日
本
語
の
抽
象
名
詞
を
使
わ
ず
に
、
自
分
が
何
を
言
い
た
い
の
か
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
抽
象
名
詞
の
使
用
を
避
け
る
良
い
方
法
は
、
議
論
の

主
題
と
関
係
す
る
領
域
に
関
し
て
使
わ
れ
る
動
詞
や
形
容
詞
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
語
の「
現
象
」
は
、「p

h
en
om
en
on

」
や

「p
h
en
om
en
a

」に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
名
詞
を
扱
う
よ
り
は
、
英
語
の「ap

p
ear

」や「occu
r

」に
対
応
す
る
よ
う
な
日
本
語
の
動
詞
は

何
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
方
が
、
ず
っ
と
有
益
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
研
究
が
必
要
だ
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
書
か
れ
た
日
本
語
の
哲
学
の
文
章
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
相
変
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
漢

字
で
表
さ
れ
た
抽
象
名
詞
で
ペ
ー
ジ
が
黒
く
み
え
る
よ
う
な
も
の
に
混
じ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
漢
字
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
白
っ
ぽ
く
み
え

る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
う
し
た
文
体
の
変
化
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
哲
学
用
語
に
対
す
る
態
度
の
変
化
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
底
に

は
、
哲
学
観
の
変
化
が
あ
る
。

⒟

ウ
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前
の
世
代
か
ら
受
け
継
い
だ
哲
学
言
語
を
、
日
本
の
哲
学
者
が
意
識
的
に
作
り
直
そ
う
と
し
始
め
て
か
ら
、
だ
い
た
い
半
世
紀
経
っ
た
。
哲
学
の
一

部
に
は
、
難
解
さ
が
深
遠
さ
の
し
る
し
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
が
ま
だ
存
在
す
る
と
は
い
え
、
一
般
に
、
哲
学
に
か
か
わ
る
人
々
の
あ
い
だ

で
、
表
現
が
明
瞭
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
哲
学
の
文
章
で
あ
る
た
め
に
必
要
だ
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
た
ち

の
用
途
に
十
分
で
あ
る
よ
う
な
哲
学
の
言
語
を
所
有
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
展
開
が
生
じ
た
の
が
、
哲
学
の
国
際
化
と
国
際
共
通
語
と
し
て
の
英
語
の
独
占
的
優
位
の
確
立
と
、
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
大
き
な
皮
肉
で
あ
る
。

最
近
生
じ
た
哲
学
の
国
際
化
は
、
哲
学
が
よ
り
広
範
囲
の
地
域
の
よ
り
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
重
要
と
な
っ
た
か
ら
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し

て
な
い
。
哲
学
が
よ
り
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
反
対
に
、
哲
学
が
高
度
に
専
門
化
し
た
こ
と
が
む
し
ろ
哲
学
の
国
際
化
を

推
進
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
哲
学
、
少
な
く
と
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
哲
学
は
、
現
在
、
多
く
の
専
門
分
野
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
の

た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
専
門
化
は
、
そ
の
必
要
性
が
容
易
に
予
想
で
き
る
分
野
、
た
と
え
ば
、
物
理
学
の
哲
学
、
生
物
学
の
哲
学
、
数
学
の
哲
学
、
あ
る
い
は
、

哲
学
史
の
諸
分
野
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在
論
、
認
識
論
、
倫
理
学
と
い
っ
た
、
哲
学
の
中
核
的
分
野
ま
で
が
、
専
門
家
の
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
野
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
、
そ
の
分
野
の
研
究
者
に
な
り
た
い
と
思
う
者
は
、
専
門
用
語
に
満
ち
、
し
ば
し
ば
テ
ク
ニ
カ
ル

で
も
あ
る
、
ボ
ウ
ダ
イ
な
先
行
研
究
を
マ
ス
タ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

哲
学
に
お
け
る
専
門
化
は
、
専
門
家
ど
う
し
の
国
際
的
な
意
見
交
換
の
た
め
の
共
通
言
語
と
し
て
英
語
を
採
用
す
る
こ
と
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
自
然
科
学
の
多
く
の
分
野
で
生
じ
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
や
哲
学
に
お
い
て
さ
え
、
哲
学
の
特
定
の
主
題
に
関
し
て
独
創
的
な
貢
献
を

し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
英
語
で
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
専
門
化
に
ま
っ
た
く
何
の
利
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
哲
学
の
問
題
の
な
か
に
は
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
、
そ
れ
に
専
念

す
る
人
々
か
ら
の
集
中
的
な
努
力
を
必
要
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
科
学
哲
学
や
哲
学
的
論
理
学
と
い
っ
た
専
門
的
な
分
野
だ
け
と

は
限
ら
な
い
。

⒠
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
問
題
が
哲
学
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
哲
学
は
い
つ
も
専
門
家
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
重
要
な
意

味
で
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
哲
学
の
な
か
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
同
時
に
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
満
足
な
解
決
を

見
出
せ
な
い
で
い
る
、
も
っ
と
も
む
ず
か
し
い
問
題
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
世
界
の
な
か
で
の
自
分
の
位
置
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
ひ
と
な
ら

ば
必
ず
関
心
を
も
つ
よ
う
な
問
題
で
も
あ
る
。

何
か
を
選
択
し
た
り
、
行
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
に
そ
う
し
て
い
る
の
か
。

時
間
は
実
在
す
る
か
。

す
べ
て
が
そ
の
う
ち
に
な
く
な
る
の
な
ら
ば
、
人
生
に
意
味
は
あ
る
の
か
。

こ
う
し
た
問
い
は
、
哲
学
の
教
育
を
何
ら
受
け
て
い
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
と
き
に
は
気
に
な
る
問
い
で
あ
る
。
論
理
実
証
主
義
者
が
か
つ
て
そ
う

し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
擬
似
問
題
と
し
て
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
問
い
の
背
景
に
何
ら
か
の
誤
解
や
見
落
と
し
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
う
し
た
誤
解
や
見
落
と
し
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
問
い
を
追
い
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
問
い
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
そ
れ
が
ど
ん
な

内
容
を
も
ち
、
誰
を
も
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
答
え
を
与
え
る
の
が
む
ず
か
し
い
の
は
な
ぜ
か
を
、
普
通
の
人
に
わ
か
る
よ
う
な
平
易
な
言
葉
で
説
明
す

る
の
は
、
哲
学
者
の
仕
事
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
に
は
、
哲
学
を
専
門
と
す
る
教
師
や
学
生
と
い
っ
た
範
囲
を
超
え
た
広
い
読
者
を
も
つ
何
人
か
の
哲
学
者
が
い
る
。
か
れ
ら
の
書
く
も

の
は
、
哲
学
の
何
ら
か
の
分
野
の
専
門
家
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
の
日
本
の
文
学
の
な
か
で
、
小
さ
く
は
あ
る
が
、
決
し
て

無
視
で
き
な
い
部
分
を
占
め
て
い
る
。
日
本
の
文
学
の
将
来
に
つ
い
て
の
水
村
の
憂
い
が
、
も
し
も
正
し
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
哲
学
の
文
章
も
ま
た
、

日
本
語
で
書
か
れ
た
文
学
一
般
と
同
じ
運
命
を
た
ど
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ま
た
し
て
も
皮
肉
な
こ
と
に
、
一
般
の
読
者
の
た
め
の
優
れ

た
哲
学
書
を
生
み
出
せ
る
ほ
ど
に
日
本
の
哲
学
言
語
が
成
熟
し
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
こ
の
言
語
に
未
来
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
本
当
だ
ろ
う
か
。
将
来
に
お
い
て
は
、
専
門
家
の
た
め
で
あ
れ
、
一
般
の
読
者
の
た
め
で
あ
れ
、
哲
学
は
す
べ
て
英
語
で
な
さ
れ
る
よ
う
に

エ
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な
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
飯
田
隆『
分
析
哲
学　

こ
れ
か
ら
と
こ
れ
ま
で
』よ
り
、
一
部
省
略
）

〔
注
〕　

○
カ
ン
ト

︱
︱

ド
イ
ツ
の
哲
学
者（
一
七
二
四
～
一
八
〇
四
）。

○
西
田
幾
多
郎

︱
︱

日
本
の
哲
学
者（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）。
独
自
の
哲
学
体
系
を
築
き
上
げ
、
京
都
学
派
を
創
始
し
た
。

○
論
理
実
証
主
義

︱
︱

観
察
な
ど
に
よ
り
真
偽
を
検
証
で
き
な
い
哲
学
的
な
主
張
は
無
意
味
だ
と
す
る
哲
学
上
の
考
え
方
。
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問
一　

傍
線
部
ア「
哲
学
の
た
め
の
十
分
な
言
語
を
作
り
出
す
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
」と
あ
る
が
、ど
う
い
う
こ
と
か
。
八
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
イ「
こ
う
し
た
文
を
生
み
出
し
た
ひ
と
が
、
そ
の
意
味
を
説
明
で
き
な
い
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
八
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
ウ「
そ
の
底
に
は
、
哲
学
観
の
変
化
が
あ
る
」と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
八
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
エ「
ま
た
し
て
も
皮
肉
な
こ
と
に
、
一
般
の
読
者
の
た
め
の
優
れ
た
哲
学
書
を
生
み
出
せ
る
ほ
ど
に
日
本
の
哲
学
言
語
が
成
熟
し
た
ま

さ
に
そ
の
と
き
に
、
こ
の
言
語
に
未
来
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
」と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
全
体
の
論
旨
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

一
六
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
⒜
～
⒠
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。
は
っ
き
り
と
、
く
ず
さ
な
い
で
書
く
こ
と
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
六
に
答
え
な
さ
い
。（
配
点
四
〇
点
）

昔
、
お
ほ
や
け
お
ぼ
し
て
使
う
た
ま
ふ
女
の
、
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
あ
り
け
り
。
大

お
ほ
み
や
す
ん
ど
こ
ろ

御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
な
り
け
り
。
殿
上
に
さ

ぶ
ら
ひ
け
る

ａ

な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
い
と
若
か
り
け
る
を
、
こ
の
女
あ
ひ
知
り
た
り
け
り
。
男
、
女
が
た
許
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
女
の
あ

る
所
に
来
て
向
か
ひ
を
り
け
れ
ば
、
女
、「
い
と
か
た
は
な
り
。
身
も
ほ
ろ
び

ｂ

ん
。
か
く
な
せ
そ
」と
言
ひ
け
れ
ば
、

思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け

ｃ

け
る
逢あ

ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ

と
言
ひ
て
、
曹ざ

う

し司
に
下
り
た
ま
へ
れ
ば
、
例
の
こ
の
御
曹
司
に
は
、
人
の
見
る
を
も
知
ら
で
の
ぼ
り
ゐ
け
れ
ば
、
こ
の
女
、
思
ひ
わ
び
て
里
へ
行
く
。

さ
れ
ば
、
何
の
よ
き
こ
と
と
思
ひ
て
、
い
き
通
ひ
け
れ
ば
、
皆
人
聞
き
て
笑
ひ
け
り
。
つ
と
め
て
主と

の
も
づ
か
さ

殿
寮
の
見
る
に
、
沓く

つ

は
と
り
て
、
奥
に
投
げ
入
れ

て
の
ぼ
り
ぬ
。
か
く
か
た
は
に
し
つ
つ
あ
り
わ
た
る
に
、
身
も
い
た
づ
ら
に
な
り

ｄ

べ
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
ほ
ろ
び

ｄ

べ
し
と
て
、

こ
の
男
、「
い
か
に
せ
ん
。
わ
が
か
か
る
心
や
め
た
ま
へ
」と
仏
神
に
も
申
し
け
れ
ど
、
い
や
ま
さ
り
に
の
み
お
ぼ
え
つ
つ
、
な
ほ
わ
り
な
く
恋
し
う
の

み
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
陰お

ん

陽や
う

師じ

、

巫
か
む
な
ぎ

よ
び
て
、
恋
せ
じ
と
い
ふ
祓

は
ら
へ

の
具
し
て
な
む
行
き
け
る
。
祓
へ
け
る
ま
ま
に
、
い
と
ど
か
な
し
き
こ
と
数
ま
さ

り
て
、
あ
り
し
よ
り
け
に
恋
し
く
の
み
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

恋
せ
じ
と
御み

た

ら

し

が

は

手
洗
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な

と
言
ひ
て
な
む
い
に
け
る
。

こ
の
帝
は
顔
か
た
ち
よ
く
お
は
し
ま
し
て
、
仏
の
御
名
を
御
心
に
い
れ
て
、
御
声
は
い
と
た
ふ
と
く
て
申
し
た
ま
ふ
を
聞
き
て
、
女
は
い
た
う
泣
き

け
り
。「
か
か
る
君
に
仕
う
ま
つ
ら
で
、
宿す

く

せ世
つ
た
な
く
か
な
し
き
こ
と
、
こ
の
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
」と
て
な
む
泣
き
け
る
。
か
か
る
ほ
ど
に
、
帝
聞
こ

し
め
し
つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
流
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
、
こ
の
女
の
い
と
こ
の
御
息
所
、
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ
て
、
蔵
に
こ
め
て
し
を
り
た
ま
う
け

れ
ば
、
蔵
に
こ
も
り
て
泣
く
。

海あ

人ま

の
刈
る
藻
に
す
む
虫
の
我
か
ら
と
音
を
こ
そ
な
か
め
世
を
ば
う
ら
み
じ

と
泣
き
を
れ
ば
、
こ
の
男
、
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
つ
、
笛
を
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
き
て
、
声
は
を
か
し
う
て
ぞ
あ
は
れ
に
歌
ひ
け
る
。
か
か
れ

二

①

Ａ
②

Ｂ
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ば
、
こ
の
女
は
蔵
に
こ
も
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
ぞ
あ
な
る
と
は
聞
け
ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
で
な
む
あ
り
け
る
。

さ
り
と
も
と
思
ふ
ら
ん
こ
そ
か
な
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
知
ら
ず
し
て

と
思
ひ
を
り
。
男
は
、
女
し
逢
は
ね
ば
、
か
く
し
歩あ

り

き
つ
つ
、
人
の
国
に
歩
き
て
か
く
歌
ふ
。

い
た
づ
ら
に
行
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い
ざ
な
は
れ
つ
つ

水み
づ

尾の
を

の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后

き
さ
き

な
り
。
五
条
の
后
と
も
。

（『
伊
勢
物
語
』よ
り
）

〔
注
〕　

○
色
ゆ
る
さ
れ
た
る

︱
︱

身
分
が
高
く
、
特
別
な
色
の
衣
装
の
着
用
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

○
大
御
息
所

︱
︱

清
和
天
皇
の
母
で
あ
る
藤
原
明
子
。

○
女
が
た
許
さ
れ
た
り
け
れ
ば

︱
︱

女
官
の
控
え
る
と
こ
ろ
に
、
出
入
り
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

○
か
た
は

︱
︱

見
苦
し
い
こ
と
。
よ
く
な
い
こ
と
。

○
曹
司

︱
︱

宮
中
に
あ
る
女
官
の
居
室
。

○
主
殿
寮

︱
︱

宮
中
の
調
度
の
管
理
や
整
備
を
担
当
し
た
役
所
。
こ
こ
で
は
そ
こ
に
所
属
す
る
役
人
の
こ
と
。

○
こ
の
帝

︱
︱

清
和
天
皇
の
こ
と
。
後
出
の「
水
尾
」も
同
じ
。

○
し
を
る

︱
︱

折せ
つ

檻か
ん

す
る
。
こ
ら
し
め
る
。

③

Ⓒ
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問
一　

傍
線
部
①
～
③
を
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ａ「
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
」に
は
ど
の
よ
う
な
心
情
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
五
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ｂ「
泣
き
け
り
」に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
四
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
Ⓒ
の
和
歌
の
大
意
を
述
べ
な
さ
い
。

問
五　

空
欄
ａ
に
は
、『
伊
勢
物
語
』の
主
人
公
と
さ
れ
る
人
物
の
名
字
が
入
る
。
適
切
な
漢
字
二
文
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
六　

空
欄
ｂ
～
ｄ
に
は
、
助
動
詞「
ぬ
」が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
活
用
形
に
直
し
て
答
え
な
さ
い
。
二
箇
所
あ
る
空
欄
ｄ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ

も
の
が
入
る
。
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次
の
文
章
は
、
獄
中
で
死
に
瀕ひ

ん

し
て
い
る
左さ

光こ
う

鬥と
う

と
、
彼
を
救
い
に
来
た
弟
子
の
史し

可か

法ほ
う

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
や
り
取
り
を
描
い
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
問
一
～
四
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
設
問
の
都
合
で
返
り
点
や
送
り
仮
名
、
振
り
仮
名
を
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。（
配
点

三
〇
点
）

聞ケ
バ

 
 

左 

公
ノ 

被ら
レ 

炮は

う

ら

く烙
、
旦 

夕 

且 

死
、
持

シ 

五 

十 

金
ヲ

、
涕 

泣シ
テ

 

謀ル
ニ

 

於 

禁 

卒
ニ

、
卒 

感 

焉こ
れ

。

一 

日 

使し
メ 

史ヲ
シ
テ

　
 

更か
へ

 

敞
し
や
う

 

衣
ニ

、
草 

履ニ
テ

 

背
ニ 
 

筐
き
や
う
ヲ、

手ニ
セ

 

長 

鑱さ
ん
ヲ、

為
ス 

除 

不 

潔 

者
ト

。
引

キ 

入レ
テ、

微か
す
カ
ニ

　

指さ
セ
バ

 

左 

公
ノ 

処
ヲ

、
則

チ 
席よ

リ 
地

ニ 

倚リ
テ

 

牆
ニ 

而 

坐
シ

、
面 

額 

焦 

爛シ
テ

 

不 

可カ
ラ

 

弁
ズ

。
左

ノ 

膝 

以 

下
、
筋 

骨 

尽
ク 

脱セ
リ

 

矣
。
史

ハ 

前す
す
ミ
　

 

跪
ひ
ざ
ま
づ
キ

　

抱キ
テ

 
公

ノ 

膝
ヲ 

而 

嗚 

咽
ス

。
公 

弁ズ
ル
モ

　

其
ノ 

声
ヲ 

而 

目
ハ 

不 

可カ
ラ

 

開
ク

、
乃

チ 

奮ヒ
テ

 

臂
ヲ 

以
テ 

指
ヲ 

撥ひ
ら
ク
ニ

　

 

眥
ま
な
じ
り
ヲ、
目

ノ 

光
ハ 

如
ク　

炬
か
が
り
び
ノ、
怒リ

テ

 

曰ハ
ク、「
庸 

奴
、
此 

何 

地 

也
、
而し

か
ル
ニ

　

汝 

来き
た
リ

 

前メ
リ。
国  

家 

之 

事
、
糜び 

爛ら
ん 

至
ル 

此
ニ

。
老 
父 
已 

矣
、
汝

モ 

復
タ 

軽ン
ジ
テ

　

身
ヲ 

而 

昧く
ら
ク

 

大 

義
ニ

、
天 

下
ノ 

事
、 

誰
カ 

可
キ 

支 

拄
ス 

者ア
ラ
ン
ヤ
。 

不レ
バ

 

速カ
ニ

 

去
ラ

、
無

ク 

俟ま
ツ 
姦 
人

ノ 

搆 

陥ス
ル
ヲ、
吾

レ 

今 

即
チ 

撲 
-

殺セ
ン
ト

　

汝
ヲ

。」
因リ

テ

 

摸さ
ぐ
リ
テ

　

地 

上
ノ 

刑 

械
ヲ

、
作

ス 

投 

撃
ノ 

勢
ヲ

。
史 

噤つ
ぐ
ミ
テ

　

不 

敢へ
テ

 
発

セ 

声
ヲ

、
趨は

し
リ
テ

　

而 

出
ヅ

。
後 

常
ニ 

流 

涕シ
テ

 

述
べ 

其
ノ 

事
ヲ 

以
テ 

語リ
テ

 

人
ニ 

曰ハ
ク、「

吾
ガ 

師
ノ 

肺 

肝
ハ

、
皆

ナ 

鉄 

石
ノ 

所 
鋳 
造ス

ル

 

也
ト

。」

三

下

二

一 セ

①

上

二

一

二

一
⒜

下

二

一

レ

中

上

二

一

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一

二

一

レ

レ

レ

レ

レ

レ

⒝

レ

②

レ

二

一
⒞

二

一

二

一

レ

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一レ

二

一

レ

⒟

二

一

（
方ほ

う

苞ほ
う『
望

ぼ
う
け
い
し
ゅ
う

溪
集
』よ
り
）
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〔
注
〕　

○
左
公

︱
︱

左
光
鬥（
一
五
七
五
～
一
六
二
五
）。
明
朝
末
期
の
腐
敗
し
た
政
情
を
批
判
し
、
逮
捕
さ
れ
、
獄
死
し
た
。

○
炮
烙

︱
︱

火
を
用
い
た
拷
問
。

○
旦
夕

︱
︱

す
ぐ
に
で
も
。

○
禁
卒

︱
︱

ろ
う
や
の
番
人
。

○
史

︱
︱

 

史
可
法（
一
六
〇
一
～
一
六
四
五
）。
左
光
鬥
の
忠
義
の
精
神
に
感
化
を
受
け
、
明
朝
滅
亡
後
、
そ
の
再
興
を
図
る
も
果
た
さ
ず
、

清
軍
に
殺
さ
れ
た
。

○
敞
衣

︱
︱

だ
ぶ
だ
ぶ
の
粗
末
な
衣
服
。

○
筐

︱
︱

竹
製
の
か
ご
。

○
長
鑱

︱
︱

土
を
掘
る
道
具
。

○
除
不
潔
者

︱
︱

清
掃
人
夫
の
こ
と
。

○
庸
奴

︱
︱

愚
か
者
。
史
可
法
を
叱
っ
た
の
で
あ
る
。

○
糜
爛

︱
︱

腐
敗
の
極
み
に
達
す
る
。

○
支
拄

︱
︱

土
台
を
支
え
る
こ
と
。

○
搆
陥

︱
︱

人
を
無
実
の
罪
に
陥
れ
る
。

○
刑
械

︱
︱

刑
罰
の
道
具
。

問
一　

傍
線
部
①「
且
死
」、
②「
已
矣
」を
す
べ
て
平
仮
名
で
書
き
下
し
な
さ
い
。（
現
代
仮
名
遣
い
で
よ
い
。）

問
二　

傍
線
部
⒜「
卒
感
焉
」、
⒝「
此
何
地
也
」を
、
そ
れ
ぞ
れ「
焉
」と「
此
」が
指
す
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
、
平
易
な
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。
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問
三　

傍
線
部
⒞「
天
下
事
、
誰
可
支
拄
者
」と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
。
左
光
鬥
の
発
言
を
ふ
ま
え
な
が
ら
五
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
⒟「
吾
師
肺
肝
、
皆
鉄
石
所
鋳
造
也
」と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
に
即
し
て
五
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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