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１
　
問
題
は
　
　
か
ら
　
　
ま
で
で
、
13
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

３
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、　
解
答
用
紙

　
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

　
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や 

。
や「
な
ど
も
そ
れ

　
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

６
　
答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

７
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

８
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の
　
　 

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

９
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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次
の
各
文
の
─
─
を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷か

い

書し
ょ
で
書
け
。

　

⑴　

中
興
の
ソ
と
な
る
。

　

⑵　

カ
ン
チ
ョ
ウ
に
な
り
陸
地
が
現
れ
る
。

　

⑶　

ト
ロ
ウ
に
終
わ
る
。　

　

⑷　

ハ
ト
バ
に
船
が
着
く
。

　

⑸　

キ
キ
ュ
ウ
ソ
ン
ボ
ウ
の
時
だ
。

次
の
各
文
の
─
─
を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。             

　

⑴　

の
る
か
反
る
か
、
や
っ
て
み
よ
う
。

　

⑵　

折
節
の
移
り
変
わ
り
を
楽
し
む
。

　

⑶　

蚕
糸
を
つ
む
ぐ
。

　

⑷　

野
放
図
に
広
が
る
。

　

⑸　

流
言
飛
語
に
ま
ど
わ
さ
れ
る
。

1
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今
度
は
ふ
た
り
し
て
笑
い
合
っ
た
。 

「
あ
ん
た
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ミ
ツ
ワ
ネ
ジ
の
創
業
者
、
忠た

だ

志し

社
長
も
仕
事
が
趣し

ゅ

味み

の
よ
う
な
人
だ
っ
た
っ
け
な
。」 

　

意
外
な
名
前
を
耳
に
し
た
。 

「
ご
存
じ
な
ん
で
す
か
、
祖
父
を
？
」 

「
あ
あ
。」 

　

と
長
谷
川
が
手
を
休
め
る
。 

「
忠
志
社
長
は
、
も
と
も
と
ネ
ジ
の
バ＊

イ
ヤ
ー
だ
っ
た
。
方ほ

う

々ぼ
う

か
ら
注
文
を
集
め
て

き
て
、
そ
れ
を
あ
ち
こ
ち
の
ネ
ジ
屋
に
つ
く
ら
せ
て
た
。
う
ち
も
仕
事
を
も
ら
っ
て

た
よ
。
工

＊
こ
う

料
り
ょ
う

も
弾
ん
で
も
ら
っ
た
な
。」

　

長
谷
川
は
昔
を
懐な

つ

か
し
む
よ
う
な
目
を
し
た
。 

「
腕
っ
こ
き
の
バ
イ
ヤ
ー
だ
っ
た
ん
で
、た
く
さ
ん
注
文
を
取
っ
て
く
る
。と
こ
ろ
が
、

ネ
ジ
屋
の
ほ
う
で
忙い

そ
がし

く
て
手
が
回
ら
な
か
っ
た
り
、
注
文
の
製
品
自
体
が
技
術
的

に
つ
く
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
で
き
る
っ
て
手
を
挙
げ
る

ネ
ジ
屋
が
あ
っ
て
も
、先
方
の
言
う
が
ま
ま
に
値
段
を
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。そ
れ
で
、

忠
志
社
長
は
自
分
で
つ
く
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
最
初
は
仕
事
を
発
注
し
て
た
ネ

ジ
屋
の
機
械
を
借
り
て
な
。
徹て

っ

底て
い

的て
き

に
図
面
を
読
み
込
む
っ
て
い
う
の
が
、
あ
の
人

の
や
り
方
だ
っ
た
。」 

　
⑴
図
面
を
読
み
込
む
…
…
か
。 

「
も
と
も
と
図
面
を
読
む
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
適
材
適
所
の
ネ
ジ
屋
に
適
正
な

価
格
で
仕
事
を
出
せ
て
た
ん
だ
。
そ
う
、
忠
志
社
長
は
決
し
て
値
切
っ
た
り
し
な
い
。

ネ
ジ
屋
が
満
足
す
る
金
額
を
払は

ら

っ
て
く
れ
て
た
。
そ
れ
は
、
あ
の
人
が
積
算
し
た
、

し
ご
く
妥だ

当と
う

な
金
額
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に

受
け
て
も
ら
え
な
い
仕
事
も
多
く
あ
っ
た
。
忠
志
社
長
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
た

よ
〝
確
か
に
発
注
先
の
仕
様
が
細
か
か
っ
た
り
す
る
と
、
リ
ス
ク
が
高
い
。 

し
か
し
、

難
し
い
注
文
に
こ
そ
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
ん
だ
〟。
そ
し
て
、
忠
志
社
長
は
自
分
で
注
文

を
受
け
て
自
分
で
つ
く
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
ミ
ツ
ワ
ネ
ジ
を
創
業
し
た
わ
け
だ
。」

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
つ
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　
大
学
を
卒
業
し
た
ユ
ウ
は
、
母
が
社
長
を
務
め
る
ミ
ツ
ワ
ネ
ジ
に
就
職
す
る
。
現
場
研

修
の
た
め
に
訪
れ
た
、
長は

谷せ

川が
わ

螺ね

子じ

兄
弟
社
の
長
谷
川
社
長
に
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
技

術
や
経
営
の
基
本
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
も
Ｕ＊

ボ
ル
ト
を
つ
く
り
続
け
た
。
図
面
ど
お
り
の
製
品
を
だ
。
つ
く
り

な
が
ら
後
悔
し
て
い
た
。
黙だ

ま

っ
て
図
面
の
製
品
を
言
わ
れ
た
ま
ま
に
つ
く
っ
て
い
れ

ば
、
自
分
は
予
定
よ
り
も
一
週
間
ほ
ど
早
く
現
場
研
修
を
終
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
、
と
。
な
に
に
使
わ
れ
る
部
品
な
の
か
、
な
ど
と
訊き

く
ん
で
は
な
か
っ
た
と
つ
く

づ
く
思
い
返
す
。

　

だ
が
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
？　

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
使
わ
れ
る
部
品
だ
と
知
っ
て
、

自
分
は
あ
そ
こ
ま
で
の
精
度
が
出
せ
た
の
で
は
な
い
の
か
？　

知
ら
な
か
っ
た
ら
、

三
ヵ
月
程
度
で
自
分
に
図
面
ど
お
り
の
Ｕ
ボ
ル
ト
な
ん
て
つ
く
れ
る
は
ず
が
な
い
。

だ
っ
た
ら
、
そ
の
差
は
な
ん
だ
？

　

工
場
が
休
み
の
週
末
も
、
ユ
ウ
は
自
然
と
長
谷
川
螺
子
兄
弟
社
に
自
転
車
を
走
ら

せ
て
い
た
。
ド
ア
の
前
に
立
つ
と
、
中
か
ら
作
業
す
る
音
が
聞
こ
え
た
。
や
っ
ぱ
り
。

重
い
鉄
の
ド
ア
を
引
く
と
、
女
の
悲
鳴
の
よ
う
に
甲か

ん

高だ
か

く
き
し
む
。

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」 

　

な
ん
と
な
く
長
谷
川
は
休
み
の
日
も
出
社
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。
機

械
に
向
か
っ
て
い
た
彼
が
振
り
返
る
。

「
な
ん
だ
、
休
み
な
の
に
出
て
き
た
の
か
い
？
」

「
長
谷
川
社
長
だ
っ
て
。」 

　

と
言
っ
た
ら
、
苦
笑
い
す
る
。 

「
俺お

れ

っ
ち
は
、
う
ち
で
ゴ
ロ
ゴ
ロ
し
て
邪じ

ゃ

魔ま

に
さ
れ
る
よ
か
、
こ
こ
に
い
る
ほ
う
が

気
が
楽
だ
。」 

3
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「
あ
ん
た
が
考
え
て
、
つ
く
っ
た
っ
て
こ
と
だ
よ
な
？
」

「
は
い
。」

　

長
谷
川
が
再
び
手
の
中
に
あ
る
Ｕ
ボ
ル
ト
に
目
を
落
と
す
。
そ
の
片
側
の
ネ
ジ
は
、

ネ
ジ
ゲ
ー
ジ
の
通
り
側
に
差
し
入
れ
ら
れ
て
い
た
。 

「
あ
ん
た
に
訊
か
れ
た
か
ら
前
に
も
応
え
た
が
、
こ
の
Ｕ
ボ
ル
ト
は
必
要
な
配
管
を

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
周
り
に
固
定
す
る
た
め
の
も
の
だ
。
壁か

べ

に
ふ
た
つ
穴
を
開
け
、
ボ
ル

ト
の
両
方
の
先
を
そ
こ
に
入
れ
て
、
壁
の
向
こ
う
か
ら
雌＊

ネ
ジ
の
ナ
ッ
ト
で
ネ
ジ
ど

め
す
る
。
そ
う
や
っ
て
壁
に
沿
わ
せ
て
Ｕ
ボ
ル
ト
の
間
に
管
を
通
す
わ
け
だ
な
。」

　

ユ
ウ
は
頷う

な
ずい

た
。

「
人
の
命
に
か
か
わ
る
っ
て
ん
で
、一
級
の
公＊

差
が
設
定
さ
れ
て
る
こ
と
も
言
っ
た
。」

「
え
え
。」 

　

返
事
し
た
ユ
ウ
に
向
か
っ
て
、
今
度
は
長
谷
川
が
頷
き
返
す
。

「
と
こ
ろ
が
、
あ
ん
た
、
今
持
っ
て
き
た
こ
の
製
品
で
は
、
そ
の
公
差
内
ぎ
り
ぎ
り

で
最
後
の
ネ
ジ
山
を
潰つ

ぶ

し
て
る
な
？
」 

「
ネ＊

ジ
切
り
盤ば

ん

の
ロ
ー
ラ
ー
に
押
し
当
て
て
潰
し
ま
し
た
。」

　

ユ
ウ
は
応
え
た
。

「
ず
い
ぶ
ん
と
器
用
な
真ま

似ね

を
し
た
も
ん
だ
。」 

　

長
谷
川
が
感
心
し
た
よ
う
に
た
め
息
を
つ
く
。

「
そ
れ
も
ほ
ん
の
わ
ず
か
。
見
た
目
で
は
分
か
ら
な
い
。
指
の
腹
で
触
っ
て
、
プ
ロ

が
確か

く

認に
ん

で
き
る
程
度
だ
。
ほ
か
の
ネ
ジ
山
の
天て

っ

辺ぺ
ん

が
切
り
立
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
る

の
に
、
最
後
の
ネ
ジ
山
だ
け
が
コ
ン
マ
数
ミ
リ
の
違
い
で
平
ら
に
な
っ
て
る
。」 

　

ぎ
ろ
り
と
こ
ち
ら
を
睨に

ら

む
。
ユ
ウ
は
、
そ
の
目
を
見
返
し
た
。

「
一
級
の
公
差
が
設
け
ら
れ
た
の
は
人
命
に
か
か
わ
る
部
品
だ
か
ら
だ
と
、
長
谷
川

社
長
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
ね
？
」

「
あ
あ
言
っ
た
よ
。」

「
つ
ま
り
、
ボ
ル
ト
が
緩ゆ

る

む
と
事
故
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。」

「
そ
う
だ
な
。」

　

そ
こ
で
長
谷
川
が
つ
く
づ
く
言
う
。

「
あ
ん
た
、
や
っ
ぱ
り
忠
志
社
長
の
孫
だ
。
こ
の
製
品
が
な
ん
な
の
か
を
知
り
た
が

る
。」

「
で
も
、
祖
父
は
図
面
を
見
て
つ
く
っ
て
た
ん
で
す
よ
ね
？
」

「
図
面
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
製
品
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
忠
志
社
長
が
そ

う
だ
っ
た
。」

　

長
谷
川
が
再
び
ユ
ウ
に
背
を
向
け
、
機
械
を
動
か
し
始
め
た
。

「
今
日
は
帰
ん
な
。
し
っ
か
り
休
む
こ
と
も
、
い
い
仕
事
を
す
る
た
め
に
は
必
要
だ

よ
。」

　

ユ
ウ
は
作
業
台
に
Ｕ
ボ
ル
ト
の
図
面
を
広
げ
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
図
面
を
読
み

込
ん
で
製
品
が
な
ん
な
の
か
を
知
ろ
う
と
し
た
。
図
面
を
眺
め
て
い
た
ら
、
長
谷
川

が
ま
た
ち
ょ
っ
と
振
り
返
っ
て
ひ
ひ
ひ
と
笑
っ
た
。

⑵「
頑
固
だ
な
あ
、
あ
ん
た
も
。」

　

そ
ん
な
さ
さ
や
き
が
聞
こ
え
た
。

　

来
る
日
も
来
る
日
も
、
ユ
ウ
は
図
面
の
規
格
ど
お
り
の
Ｕ
ボ
ル
ト
を
つ
く
り
続
け

た
。そ
し
て
、や
は
り
思
う
、自
分
に
は
こ
れ
が
な
ん
の
部
品
な
の
か
知
る
必
要
が
あ
っ

た
、
と
。
な
ぜ
な
ら
…
…
。 

「
長
谷
川
社
長
、
見
て
い
た
だ
き
た
い
製
品
が
あ
る
ん
で
す
。」

「
う
ん
？
」 

　

気
の
な
い
返
事
を
す
る
長
谷
川
の
前
に
、
ユ
ウ
は
自
分
が
つ
く
っ
た
Ｕ
ボ
ル
ト
を

差
し
出
し
た
。

「
こ
い
つ
が
ど
う
し
た
ん
だ
い
？
」 

　

や
は
り
関
心
が
な
さ
そ
う
に
受
け
取
る
。
そ
し
て
、
Ｕ
ボ
ル
ト
に
切
っ
た
ネ
ジ
を

眺
め
、指
先
で
触
れ
て
い
た
。
す
る
と
、今
度
は
急
い
で
ネ＊

ジ
ゲ
ー
ジ
で
試
し
始
め
た
。

次
の
瞬
間
、「
こ
、
こ
り
ゃ
あ
…
…
。」
⑶
目
を
見
開
く
よ
う
に
し
た
。 

そ
し
て
、
ユ

ウ
に
顔
を
向
け
る
。
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オ＊

シ
ャ
カ
だ
。」

「
で
も
…
…
。」

「
で
も
も
な
に
も
な
い
。
そ
れ
が
ネ
ジ
屋
っ
て
も
ん
だ
。」 

　

そ
れ
が
ネ
ジ
屋
―
―
。

「
し
か
し
な
、
こ
の
オ
シ
ャ
カ
の
Ｕ
ボ
ル
ト
を
こ
し
ら
え
た
ユ
ウ
ち
ゃ
ん
の
、
そ
の

意
気
や
よ
し
っ
て
も
ん
だ
。」 

　

長
谷
川
が
歩
い
て
い
っ
て
、作
業
台
に
持
っ
て
い
た
Ｕ
ボ
ル
ト
と
外
し
た
ネ
ジ
ゲ
ー

ジ
を
置
く
。
そ
し
て
こ
ち
ら
を
見
ず
に
、「
胸
張
っ
て
ミ
ツ
ワ
ネ
ジ
に
戻
っ
て
い
い

ぞ
。」
と
告
げ
た
。

「
じ
ゃ
あ
。」

⑷「
研
修
終し

ゅ
う

了り
ょ
う

だ
。」 

（
上
野
歩
「
就
職
先
は
ネ
ジ
屋
で
す
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
Ｕ
ボ
ル
ト
― 

―
Ｕ
字
形
の
ボ
ル
ト
。
両
端
に
ネ
ジ
部
分
が
あ
り
、
反
対
側
か

ら
ナ
ッ
ト
で
閉
じ
る
よ
う
に
固
定
す
る
。

バ
イ
ヤ
ー
―
―
仕
入
れ
担
当
者
。

工こ
う

料り
ょ
う

―
―
工
作
・
加
工
に
対
し
て
払
わ
れ
る
料
金
。

ネ
ジ
ゲ
ー
ジ
― 

―
製
作
し
た
ネ
ジ
が
規
格
に
合
っ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た

め
の
測
定
器
具
。

雌
ネ
ジ
―
―
内
周
に
み
ぞ
を
入
れ
て
あ
る
ネ
ジ
。
ナ
ッ
ト
。

公
差
―
―
工
業
製
品
な
ど
で
、
公
式
に
許
容
さ
れ
て
い
る
誤
差
の
幅
。

ネ
ジ
切
り
盤ば

ん

―
―
ネ
ジ
部
分
に
み
ぞ
を
入
れ
る
工
具
。

転
造
ネ
ジ
― 

―
鋼
材
を
切
削
せ
ず
に
、
圧
力
を
加
え
る
こ
と
で
ネ
ジ
の
山
と

谷
の
部
分
を
加
工
し
た
ネ
ジ
。

オ
シ
ャ
カ
―
―
作
り
そ
こ
な
っ
た
製
品
。

「
だ
か
ら
、
緩
ま
な
い
ボ
ル
ト
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
ん
で
す
。」

「
で
、
ネ
ジ
山
を
潰
し
た
か
？
」

「
は
い
。」 

　

長
谷
川
は
難
し
い
表
情
で
し
ば
ら
く
ユ
ウ
の
顔
を
見
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
口
も

と
が
ほ
ぐ
れ
、
や
が
て
声
を
上
げ
て
笑
い
出
し
た
。

「
こ
い
つ
は
い
い
や
！　

ボ
ル
ト
が
緩
ま
な
い
よ
う
に
ネ
ジ
山
を
潰
す
な
ん
て
な
！

よ
く
ぞ
考
え
た
も
ん
だ
！
」 

　

腹
を
抱
え
る
よ
う
に
し
て
笑
っ
て
い
る
。
ユ
ウ
は
呆あ

っ

気け

に
取
ら
れ
て
見
て
い
た
。

　

長
谷
川
が
ひ
ー
ひ
ー
息
を
整
え
な
が
ら
、「
ご
め
ん
な
、
つ
い
嬉う

れ

し
く
っ
て
さ
。」

言
葉
を
も
ら
す
。

「
ユ
ウ
ち
ゃ
ん
は
最
後
の
ネ
ジ
山
の
天
辺
を
カ
ッ
ト
し
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
潰
し
た
。

た
だ
天
辺
を
カ
ッ
ト
し
て
平
ら
に
し
た
ん
じ
ゃ
、
逆
効
果
だ
。
雌
ネ
ジ
と
の
摩
擦
が

弱
ま
っ
ち
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
潰
し
た
と
な
る
と
話
が
違
う
。
こ
の
平
ら
に
な
っ
た

分
は
、
コ
ン
マ
何
ミ
リ
か
ネ
ジ
山
が
太
く
な
る
。 
最
後
の
ネ
ジ
山
だ
け
は
多
少
き
つ

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
分
ギ
ュ
ッ
と
ひ
と
締
め
す
る
こ
と
で
、
緩
み
に
く
い
Ｕ

ボ
ル
ト
に
な
っ
た
っ
て
わ
け
だ
。
ネ
ジ
ゲ
ー
ジ
の
通
り
側
が
、
ね
じ
込
め
る
ん
だ
が
、

最
後
の
と
こ
ろ
で
力
を
込
め
る
必
要
が
あ
る
。」 

　

優や
さ

し
い
眼ま

な

差ざ

し
を
向
け
て
き
て
、「
そ
う
だ
な
？
」
と
、
ネ
ジ
ゲ
ー
ジ
に
ね
じ
込
ま

れ
た
ま
ま
の
Ｕ
ボ
ル
ト
を
か
ざ
す
。 

「
は
い
。」

　

ユ
ウ
は
応
え
た
。

「
図
面
を
読
み
込
む
こ
と
で
、
そ
こ
に
な
い
も
の
が
見
つ
か
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
も
、

Ｕ
ボ
ル
ト
が
な
ん
の
部
品
か
を
知
っ
た
お
か
げ
で
す
。」 

「
硬
い
鉄
も
、
外
力
を
加
え
れ
ば
変
形
す
る
。
ど
こ
か
が
凸で

っ
ぱ

れ
ば
、
ど
こ
か
が
凹へ

こ

む
。

転＊

造
ネ
ジ
を
完
全
に
理
解
し
た
っ
て
こ
と
だ
な
。」 

　

そ
う
言
っ
た
あ
と
で
長
谷
川
が
首
を
振
っ
た
。 

「
だ
が
な
、
図
面
ど
お
り
で
な
い
以
上
は
、
せ
っ
か
く
工
夫
し
た
こ
の
Ｕ
ボ
ル
ト
も
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〔
問
３
〕
⑶
目
を
見
開
く
よ
う
に
し
た
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
長
谷
川
は
こ
の
よ
う
な
表
情

に
な
っ
た
の
か
。そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

見
た
目
は
他
と
同
じ
ネ
ジ
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
触
っ
て
い
る
う
ち
に
ふ
つ
う　

と
は
違
う
工
夫
が
あ
る
と
気
づ
き
、
驚
い
た
か
ら
。

イ　

は
じ
め
は
無
関
心
だ
っ
た
が
、
ユ
ウ
が
規
格
ど
お
り
の
製
品
を
つ
く
っ
た
と
わ　

か
り
、
技
術
の
向
上
に
目
を
見
張
る
思
い
が
し
た
か
ら
。

ウ　

見
せ
ら
れ
た
ネ
ジ
が
、
製
品
と
し
て
は
全
く
売
り
物
に
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た　

の
で
、
ユ
ウ
の
意
図
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。

エ　

ネ
ジ
を
ユ
ウ
に
差
し
出
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
普
通
と
は
違
う　

も
の
で
あ
る
と
気
づ
き
、
感
心
し
た
か
ら
。

〔
問
４
〕
⑷「

研
修
終し

ゅ
う

了り
ょ
う

だ
。」 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
長
谷
川
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
か
。

そ
の
理
由
を
五
十
字
以
内
で
書
け
。

〔
問
５
〕　

本
文
の
表
現
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は

ど
れ
か
。

ア　

回
想
的
な
場
面
を
入
れ
る
こ
と
で
、
感
傷
に
ひ
た
り
、
現
実
か
ら
目
を
そ
む
け
よ

う
と
す
る
登
場
人
物
の
姿
勢
を
描
い
て
い
る
。

イ　

会
話
文
中
の
言
葉
づ
か
い
の
違
い
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
が
互
い
に
反
目
し
合
っ

て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

ウ　

業
界
特
有
の
語
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
も
の
づ
く
り
の
独
特
な
世
界
観
を
表
現
し
、

登
場
人
物
を
生
き
生
き
と
描
写
し
て
い
る
。

エ　

登
場
人
物
の
表
情
の
描
写
を
抑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
時
の
心
情

に
読
者
の
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。

〔
問
１
〕
⑴
図
面
を
読
み
込
む
…
…
か
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
ユ
ウ
の
心
情
を
説
明

し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

黙
っ
て
製
品
を
指
示
通
り
に
つ
く
っ
て
い
れ
ば
、
図
面
を
読
み
込
む
と
い
う
や
っ

か
い
な
こ
と
を
し
な
く
て
す
ん
だ
の
に
と
、
後
悔
し
始
め
て
い
る
。

イ　

長
谷
川
が
言
う
よ
う
に
祖
父
と
似
た
力
量
の
自
分
な
ら
ば
、
必
ず
よ
い
ネ
ジ
が
つ

く
れ
る
と
、
自
信
を
得
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

ウ　

ユ
ウ
の
祖
父
の
や
り
方
を
長
谷
川
が
懐
か
し
む
よ
う
に
言
う
の
で
、
自
分
に
は
別

の
や
り
方
が
あ
る
は
ず
だ
と
、
反
発
す
る
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

エ　

祖
父
が
し
た
よ
う
に
、
図
面
を
読
み
込
む
こ
と
で
何
か
見
え
て
く
る
の
か
も
し
れ

な
い
と
、
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

〔
問
２
〕
⑵「
頑
固
だ
な
あ
、
あ
ん
た
も
。」 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
長
谷
川
の
心     

情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

い
つ
ま
で
も
Ｕ
ボ
ル
ト
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
あ
ま
り
、
自
分
の
助
言
を
聞
き
入
れ

よ
う
と
し
な
い
ユ
ウ
に
、
指
導
者
と
し
て
さ
び
し
さ
を
覚
え
て
い
る
。

イ　

あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
図
面
と
向
き
合
い
続
け
る
ユ
ウ
を
見
て
、
か
つ
て
の
自
分

の
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
と
重
な
る
も
の
を
感
じ
、
懐
か
し
ん
で
い
る
。

ウ　

自
分
の
忠
告
も
耳
に
入
ら
な
い
ほ
ど
熱
心
に
仕
事
に
打
ち
込
む
ユ
ウ
の
姿
が
、
忠

志
社
長
と
同
じ
だ
と
感
じ
て
好
ま
し
く
思
っ
て
い
る
。

エ　

家
に
い
る
よ
り
も
仕
事
を
し
て
い
る
方
が
気
が
楽
と
い
う
点
で
、
自
分
と
同
じ
考

え
を
持
っ
て
い
る
ユ
ウ
に
親
近
感
を
覚
え
て
い
る
。
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あ
り
方
と
い
う
ハ
ー
ド
面
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
」
な
い
し
〝
つ
な
が
り
〟
の
意

識
の
よ
う
な
も
の
に
非
常
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
視
点
が
重
要
と
思
わ
れ
る
。
私

自
身
は
後
者
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ソ
フ
ト
面
）
へ
の
関
心
が
進
化
し
て
い
く
中
で
、

都
市
や
地
域
の
空
間
の
あ
り
方
に
行
き
当
た
っ
た
わ
け
だ
が
、
逆
に
し
ば
ら
く
前
か

ら
、
建
築
や
都
市
計
画
分
野
の
方
が
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
の
ソ
フ
ト
面
に
関
心
を
広

げ
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
自お

の

ず
と
そ
こ
に
ク＊

ロ
ス
・
オ
ー
バ
ー
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。 

　

た
と
え
ば
、
現
在
の
日
本
の
都
市
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
道
路
で
分
断
さ
れ
た

都
市
、
あ
る
い
は
首し

ゅ

都と

圏け
ん

で
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
職
場
と
住
居
が
あ
ま
り
に
も
遠
い

こ
と
、
あ
る
い
は
ク
ル
マ
依い

存ぞ
ん

型が
た

の
地
域
構
造
の
た
め
〝
買＊

い
物
難
民
〟
が

６
０
０
万
人
な
い
し
７
０
０
万
人
と
い
っ
た
規
模
で
存
在
す
る
等
々
と
い
っ
た
状
況

で
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
」
は
大
幅
に
損そ

こ

な
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
を
重
視
し
た
ま
ち
づ
く
り
、
地
域

づ
く
り
と
い
う
こ
と
が
、
良
く
も
悪
く
も
経
済
効
率
な
い
し
「
経
済
成
長
」
一い

っ

辺ぺ
ん

倒と
う

で
都
市
や
地
域
を
作
っ
て
き
た
戦
後
日
本
の
価
値
観
か
ら
の
転
換
の
大
き
な
柱
と
し

て
、
成
熟
社
会
に
お
い
て
は
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　

本
書
に
お
い
て
は
、「
人
口
減
少
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
中
心
に
す

え
て
、
今
後
私
た
ち
が
実
現
し
て
い
く
べ
き
社
会
の
あ
り
よ
う
や
そ
の
土
台
と
な
る

理
念
な
い
し
思
想
を
、「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
」
と
い
う
コ＊

ン
セ
プ
ト
を
軸
に
吟ぎ

ん

味み

し
て
み
た
い
。 

　

議
論
の
手
が
か
り
と
し
て
ま
ず
考
え
て
み
た
い
の
は
、「
グ＊

ロ
ー
バ
ル
化
の
先
の
世

界
」
あ
る
い
は
⑵「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
終
わ
り
の
始
ま
り
」 

と
い
う
視
点
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、私
た
ち
が
現
在
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
グ
ロ
ー

バ
ル
化
」
を
最
初
に
本
格
化
さ
せ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
国
に
お
い

て
16
世
紀
頃ご

ろ

か
ら
資
本
主
義
が
勃＊

ぼ
っ

興こ
う

す
る
中
で
、
た
と
え
ば
１
６
０
０
年
創
設
の
東

イ
ン
ド
会
社
―
―
こ
れ
は
株
式
会
社
の
起
源
と
も
さ
れ
る
―
―
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

次
の
文
章
は
、「
高こ

う

齢れ
い

化か

」
と
「
人
口
減
少
」
と
い
う
現
代
日
本
の
問
題
を
踏
ま

え
、「
人
口
減
少
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
今
後
我
々
が
構
築
す
べ
き

社
会
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
を
読
ん
で
、あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。

（ 
＊ 
印
の
つ
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　
⑴
私
は
あ
る
時
期
か
ら
、
成
熟
社
会
の
姿
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
の
姿
の

ほ
う
が
は
る
か
に
生
活
の
質
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

一

般
に
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
で
は
、高
齢
者
、あ
る
い
は
高
齢
者
に
限
ら
ず
様
々
な
人
々

が
、
ご
く
自
然
に
市
場
や
カ
フ
ェ
な
ど
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
姿
が
見
ら
れ
る
。
そ
う

し
た
場
所
が
街
の
中
に
あ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
、
医い

り
ょ
う療

施
設
や
福ふ

く

祉し

施
設
を
作
る

よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
や
や
硬
い

言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
「
都
市
政
策
と
福
祉
政
策
の
統
合
」、
つ
ま
り
ま
ち
づ
く
り
や

都
市
政
策
と
福
祉
政
策
を
つ
な
い
で
い
く
と
い
う
発
想
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

　

一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
お
い
て
は
１
９
８
０
年
代
前
後
か
ら
、
都
市
の
中

心
部
に
お
い
て
自
動
車
交
通
を
抑
制
し
、
歩
行
者
が
〝
歩
い
て
楽
し
め
る
〟
空
間
を

つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
が
顕け

ん

著ち
ょ

に
な
っ
て
い
る
。

　

都
市
の
あ
り
よ
う
を
「
歩
行
者
が
歩
い
て
楽
し
め
る
」
姿
に
し
て
い
く
こ
と
が
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
あ
る
い
は
「
福
祉
」
的
な
意
味
、
そ
し
て
（
自
動
車
交
通
の
削
減
に

よ
る
Ｃ
Ｏ
２
排
出
抑
制
と
い
っ
た
）「
環
境
」
面
で
の
効
果
の
み
な
ら
ず
、
中
心
市
街

地
の
活
性
化
や
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
地
域
内
循じ

ゅ
ん

環か
ん

と
い
う
「
経
済
」
の
観
点
か
ら

も
プ
ラ
ス
の
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り
、「
福
祉
―
環
境
―
経
済
」
の
相
乗
効
果
と
い
う

発
想
が
重
要
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
都
市
の
空
間
の
あ
り
よ
う
は
、人
間
の「
こ
こ
ろ
」な
い
し
心
理
面
や「
つ

な
が
り
」
の
感
覚
な
ど
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

私
は
こ
こ
10
年
ほ
ど
、
建
築
や
都
市
計
画
、
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
の
方
と
交
流
し

た
り
、
仕
事
上
で
御ご

一い
っ

緒し
ょ

す
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
が
、
都
市
空
間
・
地
域
空
間
の

4
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る
だ
ろ
う
。

　

一
つ
は
強
い
「
拡
大
・
成
長
」
志
向
や
利り

潤じ
ゅ
ん

極
大
化
、
そ
し
て
排
外
主
義
と
セ
ッ

ト
に
な
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
方
向
で
あ
る
。 

　

も
う
一
つ
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
経
済
循
環
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を

ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
へ
と
積
み
上
げ
な
が
ら
「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
」
と

呼
び
う
る
姿
を
志
向
す
る
方
向
で
あ
り
、
上
記
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
以
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
特
徴
的
で
あ
る
。 

　

以
上
の
よ
う
な

二
つ
の
ベ＊

ク
ト
ル

の〝
せ
め
ぎ
合
い
〟

が
顕
著
に
な
っ
て

い
る
の
が
現
在
と

い
う
時
代
で
は
な

い
か
。

　

こ
う
し
た
点
に

関
し
て
、
図
表

7-

1
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
こ

れ
は
縦
軸
に
「
経

済
格
差
」
を
示
す

指
標
で
あ
る
ジ
ニ

係
数
を
と
り
、
横

軸
に
は
Ｅ
Ｐ
Ｉ（
環

境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
指
数
、Environm

ental Perform
ance Index

）
と
呼
ば
れ
る
、

イ
ェ
ー
ル
大
学
環
境
法
・
政
策
セ
ン
タ
ー
が
策
定
し
た
「
環
境
」
に
関
す
る
総
合
的

な
指
標
を
と
っ
て
国
際
比ひ

較か
く

し
た
も
の
だ
。
縦
軸
の
「
経
済
格
差
」
は
「
福
祉
」
に

関
わ
る
も
の
な
の
で
、
こ
の
図
は
「
福
祉
」
と
「
環
境
」
と
を
包ほ

う

括か
つ

的て
き

に
俯＊

ふ

瞰か
ん

し
た

に
、
イ
ギ
リ
ス
は
国
際
貿
易
の
拡
大
を
牽け
ん

引い
ん

し
、
さ
ら
に
産
業
革
命
が
起
こ
っ
て
以

降
の
19
世
紀
に
は
、〝
世
界
の
工
場
〟
と
呼
ば
れ
た
工
業
生
産
力
と
と
も
に
植
民
地
支

配
に
乗
り
出
し
て
い
っ
た
。 

　

他
で
も
な
く
〝
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
始
め
た
国
〟
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
が
、
少
な
く
と

も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る
「
Ｎ
Ｏ
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
に
至
っ
た
と
い

う
の
が
今
回
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
基
本
的
な
性
格
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。 

　

つ
ま
り
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
始
ま
り
」
を
先
導
し
た
、
ま
さ
に
そ
の
イ
ギ
リ
ス
に

お
い
て
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
終
わ
り
」
と
い
う
方
向
へ
の
動
き
も
ま
た
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
。 

　

し
か
し
他
方
で
、私
は
以
上
と
は
別
の
意
味
で
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
限
界
」
が
様
々

に
見
え
始
め
て
い
る
の
が
現
在
の
世
界
で
あ
り
、今
後
は
む
し
ろ
「
ロ＊

ー
カ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
」と
い
う
方
向
が
新
し
い
形
で
進
ん
で
い
く
時
代
を
迎
え
る
と
考
え
て
い
る
。 

　

す
な
わ
ち
、
環
境
問
題
や
持
続
可
能
性
な
ど
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
ま
ず
は

地
域
の
中
で
で
き
る
限
り
食し

ょ
く

糧り
ょ
う

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
特
に
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
を
調

達
し
、
か
つ
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
が
地
域
内
で
循
環
す
る
よ
う
な
経
済
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
が
、
地
球
資
源
の
有
限
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方

が
徐
々
に
広
が
り
始
め
て
い
る
。 

　

こ
う
し
た
方
向
が
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
や
北ほ

く

欧お
う

な
ど
の
国
々
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
か
ら
出
発
し
て
ナ＊

シ
ョ
ナ
ル
、
ロ
ー

カ
ル
」
と
い
う
方
向
で
物
事
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
む
し
ろ
「
ロ
ー
カ
ル
な

地
域
経
済
か
ら
出
発
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
と
積
み
上
げ
て
い
く
」
と
い

う
社
会
の
姿
が
志
向
さ
れ
、
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
は
周
知
の
よ

う
に
２
０
２
２
年
ま
で
の
原
発
廃は

い

棄き

を
う
た
う
と
と
も
に
、
電
力
の
う
ち
再
生
可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
も
の
が
す
で
に
約
４
割
と
な
り
（
２
０
１
８
年
）、
ま
た

２
０
５
０
年
に
は
そ
れ
を
８
割
に
ま
で
高
め
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。 

　

し
た
が
っ
て
や
や
単
純
化
し
て
対
比
す
る
と
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
終
わ
り
」
あ
る

い
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
先
」
の
姿
に
は
大
き
く
異
な
る
二
つ
の
姿
が
あ
る
と
言
え

図表 7-1　「持続可能な福祉社会」指標

オーストリアオーストリア
韓韓
かんこくかんこく

国国
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そ
し
て
、
再
び
図
表
7-

1
に
そ
く
し
て
見
れ
ば
、
グ
ラ
フ
の
右
下
に
あ
る
ド
イ

ツ
や
北
欧
と
い
っ
た
国
々
は
、縦
軸
の
「
福
祉
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
、横
軸
の
「
環

境
」
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
好
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
」
と

い
う
社
会
像
に
近
い
姿
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。 

　

し
か
も
ド
イ
ツ
や
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
に
特
に
顕
著
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
⑸
こ

う
し
た
国
々
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
経
済
循
環
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
へ
と
積
み
上
げ
て
い
く
と

い
う
姿
を
志
向
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
誤
解
の
な
い
よ
う
に
補
足
す
る
と
、
上
記
の
よ
う
に
「
ロ
ー
カ
ル
な
経
済

循
環
」
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
の
み
で
完
結
し

た
り
閉へ

い

鎖さ

的
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ー
カ
ル
な
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

カ
ネ
の
循
環
か
ら
「
出
発
」
す
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
先
に
ど
の
よ
う

な
形
態
を
と
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

 （
広
井
良
典
「
人
口
減
少
社
会
の
デ
ザ
イ
ン
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
ク
ロ
ス
・
オ
ー
バ
ー
―
―
異
な
る
要
素
が
混
じ
り
合
う
こ
と
。

買
い
物
難
民
―
―
食
料
品
や
生
活
に
必
要
な
物
の
買
い
物
に
困
る
人
々
。

コ
ン
セ
プ
ト
―
―
基
本
的
構
想
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
― 

―
人
、
物
材
、
情
報
の
国
際
的
移
動
が
活
性
化
し
て
、「
国

境
」
の
意
義
が
あ
い
ま
い
に
な
る
変
化
の
こ
と
。

勃ぼ
っ

興こ
う

―
―
急
に
勢
力
を
得
て
盛
ん
に
な
る
こ
と
。

ロ
ー
カ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
―
―
地
域
化
す
る
こ
と
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
―
―
国
家
。

ベ
ク
ト
ル
― 

方
向
性
。

俯ふ

瞰か
ん

―
―
高
い
と
こ
ろ
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
。

も
の
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。 

　

興
味
深
い
こ
と
に
縦
軸
と
横
軸
は
あ
る
程
度
相
関
し
て
お
り
、
左
上
の
グ
ル
ー
プ

は
「
格
差
が
大
き
く
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
く
な
い
」
国
々
で
あ
り
、
先
進

国
で
は
ア
メ
リ
カ
や
日
本
な
ど
が
含ふ

く

ま
れ
る
。
逆
に
右
下
の
グ
ル
ー
プ
は
「
格
差
が

小
さ
く
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
い
」
国
々
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
や
ス
イ
ス
、
北

欧
諸
国
な
ど
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。 

　

そ
し
て
こ
の
点
は
、
先
ほ
ど
言
及
し
た
「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会 sustainable 

w
elfare society

」
と
い
う
社
会
の
あ
り
方
と
ま
さ
に
関
連
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
持

続
可
能
性
」
は
「
環
境
」
と
関
わ
り
、「
福
祉
」
は
富

の
分
配
の
公
正
や
個
人
の
生
活
保
障
に
関
わ
る
も
の
な

の
で
、「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
」
と
は
、「
個
人
の
生

活
保
障
や
分
配
の
公
正
が
実
現
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
が
環

境
・
資
源
制
約
と
も
調
和
し
な
が
ら
長
期
に
わ
た
っ
て

存
続
で
き
る
よ
う
な
社
会
」
を
意
味
し
て
い
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、「
持
続
可
能
な
福
祉
社
会
」
と
い

う
コ
ン
セ
プ
ト
の
主
眼
は
、「
環
境
」の
問
題
と「
福
祉
」

の
問
題
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
る
点
に
あ
り
、
⑶
図
表

7-

1
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
国
際
比
較
な

の
で
あ
る
。 

　
⑷「
環
境
」
と
「
福
祉
」
に
さ
ら
に
「
経
済
」
と
い

う
点
を
加
え
て
整
理
す
れ
ば
図
表
7-

2
の
よ
う
な
も

の
と
な
る
。 

こ
の
場
合
、
人
口
を
含
め
て
拡
大
・
成
長

の
時
代
に
お
い
て
は
、「
経
済
」
と
い
う
点
に
一
義
的

な
価
値
が
置
か
れ
る
傾
向
が
強
く
な
る
が
、
成
熟
・
定

常
化
あ
る
い
は
人
口
減
少
の
時
代
に
お
い
て
は
、
持
続

可
能
性
に
関
す
る
「
環
境
」
の
視
点
、
富
の
分
配
の
公
正
に
関
す
る
「
福
祉
」
の
視

点
を
総
合
的
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

図表 7-2　「環境－福祉－経済」の総合化



− 9 −

〔
問
３
〕
⑶
図
表
7-

1
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
国
際
比
較
な
の
で
あ
る
。

と
あ
る
が
、
図
表
7-

1
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
内
容
と
し
て
正
し
い

も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

メ
キ
シ
コ
は
福
祉
が
行
き
届
い
て
い
る
が
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
悪
い
と
言

え
る
。

イ　

ベ
ル
ギ
ー
は
福
祉
が
行
き
届
い
て
い
る
上
に
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
良
好
だ

と
言
え
る
。

ウ　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
福
祉
が
行
き
届
い
て
い
な
い
上
に
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も

悪
い
と
言
え
る
。

エ　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
福
祉
が
行
き
届
い
て
い
な
い
が
、
環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は

良
好
だ
と
言
え
る
。

〔
問
１
〕
⑴
私
は
あ
る
時
期
か
ら
、
成
熟
社
会
の
姿
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
街
の

姿
の
ほ
う
が
は
る
か
に
生
活
の
質
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最

も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

医
療
施
設
や
福
祉
施
設
を
中
心
と
し
た
都
市
空
間
を
作
る
こ
と
で
、
高
齢
者
が
暮

ら
し
や
す
い
街
作
り
と
い
う
ハ
ー
ド
面
の
目
標
達
成
を
図
っ
て
い
る
か
ら
。

イ　

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
都
市
空
間
を
設
計
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
で
生

活
す
る
人
々
の
心
の
健
康
に
よ
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
ら
。

ウ　

地
域
ご
と
の
役
割
を
明
確
化
し
、
職
場
と
住
居
を
分
断
し
た
地
域
作
り
を
行
う
こ

と
で
、
人
々
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
感
覚
」
を
養
お
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

エ　

経
済
効
率
に
重
点
を
置
い
た
都
市
政
策
を
行
う
こ
と
で
、
業
務
が
効
率
化
さ
れ
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
時
間
が
確
保
さ
れ
る
か
ら
。

〔
問
２
〕
⑵「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
終
わ
り
の
始
ま
り
」 

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

経
済
や
モ
ノ
の
往
来
の
拡
大
成
長
が
限
界
に
達
し
た
先
進
国
が
、
こ
れ
か
ら
拡
大

成
長
し
て
い
く
途
上
国
と
入
れ
替
わ
る
時
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

経
済
や
モ
ノ
の
往
来
の
拡
大
成
長
が
世
界
中
に
行
き
渡
っ
た
た
め
、
も
は
や
こ
れ

以
上
の
拡
大
成
長
が
不
可
能
な
時
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

経
済
や
モ
ノ
の
往
来
の
拡
大
成
長
と
と
も
に
環
境
破
壊
な
ど
の
負
の
側
面
も
急
速

に
広
ま
り
、
世
界
が
終
末
的
な
状
況
を
迎
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

経
済
や
モ
ノ
の
往
来
の
拡
大
成
長
を
実
現
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
に
限
界

が
見
え
、
異
な
る
あ
り
方
に
転
ず
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
。



− 10 −

〔
問
５
〕
⑸
こ
う
し
た
国
々
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
経
済
循
環
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
そ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
グ
ロ
ー
バ
ル
へ
と
積

み
上
げ
て
い
く
と
い
う
姿
を
志
向
し
て
い
る
。 

と
あ
る
が
、
現
代
の
日
本
に
お

い
て
我
々
は
ど
の
よ
う
な
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
か
、
本
文
の
内
容

を
踏
ま
え
、
身
近
な
地
域
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
あ
な
た
の
考
え
を
二
百
四
十
字

以
内
で
書
け
。
な
お
、 

、 

や 

。 

や 

「 

な
ど
の
ほ
か
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の

空く
う

欄ら
ん

も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

〔
問
４
〕
⑷「
環
境
」
と
「
福
祉
」
に
さ
ら
に
「
経
済
」
と
い
う
点
を
加
え
て
整
理
す
れ

ば
図
表
7-

2
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。 

と
あ
る
が
、
次
に
掲か

か

げ
る
の
は
、
本

文
と
図
表
7-

2
に
つ
い
て
、
四
人
が
交か

わ
し
た
授
業
中
の
会
話
で
あ
る
。
四

人
の
生
徒
の
発
言
の
う
ち
、
筆
者
の
考
え
に
即そ

く

し
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次

の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

生
徒
Ａ
―
―
拡
大
・
成
長
の
時
代
で
は
、
富
を
公
平
に
分
配
し
、
人
々
が
み
ん
な

平
等
に
豊
か
に
な
る
こ
と
が
目
的
に
な
る
よ
ね
。
だ
か
ら
、「
経
済
」
の
効
率
性
が
重

視
さ
れ
る
と
思
う
ん
だ
。

イ　

生
徒
Ｂ
―
―
い
や
い
や
、
拡
大
・
成
長
の
時
代
で
は
、「
経
済
」
を
重
視
し
た
社
会

と
な
る
か
ら
、
む
し
ろ
生
み
出
さ
れ
た
富
の
公
平
な
分
配
や
、
そ
の
持
続
性
は
後
回

し
に
な
る
ん
だ
よ
。

ウ　

生
徒
Ｃ
―
―
じ
ゃ
あ
、
人
口
減
少
の
時
代
で
は
、
富
を
効
果
的
に
生
み
出
す
と
い

う「
経
済
」の
視
点
よ
り
も
、す
べ
て
の
人
が
豊
か
な
自
然
環
境
を
享
受
す
る「
福
祉
」

の
視
点
の
ほ
う
が
重
要
だ
と
言
え
る
よ
ね
。

エ　

生
徒
Ｄ
―
―
そ
う
か
な
あ
。
成
熟
・
定
常
化
の
時
代
で
は
、
富
の
総
量
を
増
や
す

と
い
う
「
経
済
」
の
効
率
性
を
最
優
先
に
す
る
こ
と
が
、
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現

に
つ
な
が
る
は
ず
だ
よ
。
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る
。 

　

た
し
か
に
日
本
人
が
書
い
た
漢
文
と
し
て
最
古
の
も
の
は
、
推す

い

古こ

天
皇
の
十
二
年

（
六
〇
四
）、
聖

し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

が
発は

っ

布ぷ

し
た
十
七
条
憲
法
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
多
少
日
本

語
的
な
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
正
式
な
漢
文
で
書
か
れ
て
お
り
、
当
時
の
日
本
人
が

か
な
り
の
程
度
ま
で
漢
文
を
読
み
こ
な
し
て
い
た
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ　

十
七
条
憲
法

以
和
為
貴
、
無
忤
為
宗
。
人
皆
有
党
。
亦
少
達
者
。
是
以
、
或
不
順
君
父
。

乍
違
于
隣
里
。
然
上
和
下
睦
、
諧
於
論
事
、
則
事
理
自
通
、
何
事
不
成
。

（
書
下
し
文
）

　

和わ

を
以も

っ

て
貴と

う
とし

と
為な

し
、
忤さ

か
らう

こ
と
無な

き
を
宗む

ね

と
せ
よ
。
人ひ

と

皆み
な

党た
む
ら

あ
り
。
亦ま

た

達さ
と 

れ
る
者も

の

少す
く
な

し
。
是こ

こ

を
以も

っ

て
、
或あ

る

い
は
君き

み

と
父ち

ち

に
順し

た
がわ

ず
。
乍ま

た

隣り
ん

里り

に
違た

が

う
。
然し

か

れ
ど

も
上か

み

和や
わ
ら

ぎ
下し

も

睦む
つ

び
て
、
事こ

と

を
論

あ
げ
つ
ら

う
に
諧か

な

え
ば
、
則す

な
わち

事じ

理り

自お
の
ず

か
ら
通か

よ

い
、
何な

に

事ご
と

か
成な

ら
ざ
ら
ん
。 

（
通つ

う

釈し
ゃ
く

）

　

お
互
い
に
仲
良
く
し
合
う
の
を
貴
い
こ
と
と
し
、
物
事
に
逆
ら
う
こ
と
の
な
い
の

を
第
一
と
せ
よ
。
人
は
誰
で
も
（
仲
間
や
親
類
な
ど
の
）
徒
党
が
あ
る
し
、
よ
く
わ

け
の
わ
か
っ
た
人
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
に
、当
然
従
う
べ
き
主
君
や
父
（
の
命
令
）

に
従
わ
な
か
っ
た
り
、
ま
た
隣
近
所
の
人
た
ち
と
仲
た
が
い
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、

上
下
の
者
が
仲
よ
く
し
て
、問
題
を
う
ま
く
話
し
合
え
ば
、事
の
道
理
が
自
然
と
通
じ
、

ど
ん
な
事
で
も
成
功
し
な
い
こ
と
は
な
い
。

　

十
七
条
憲
法
の
う
ち
、
最
初
の
第
一
条
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
（
五
七
二
―

六
二
二
）
は
用よ

う

明め
い

天
皇
の
第
一
皇
子
で
推
古
天
皇
の
摂せ

っ

政し
ょ
う

を
つ
と
め
た
。
幼
少
よ
り

聡そ
う

明め
い

で
、
一
時
に
十
人
の
訴う

っ
たえ
を
聞
い
て
誤
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
、
豊と

よ
さ
と聡
耳み

み
の
み皇

子こ

・
八は

ち

耳み
み

皇の
み

子こ

と
称し

ょ
うさ

れ
た
こ
と
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
十
七
条
の
憲
法
は
、
日
本

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ

た
漢
文
は
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
省
略
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　

内
の
文
章
は

本
文
に
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。（ 

＊ 

印
の
つ
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に

〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

中
国
文
化
が
日
本
に
伝
わ
っ
た
初
め
は
、
西せ
い

暦れ
き

何
年
と
い
う
よ
う
に
は
っ
き
り
と

は
定
め
ら
れ
な
い
。
は
る
か
な
上＊

古
か
ら
、
九
州
地
方
と
中
国
と
の
間
に
は
、
東
シ

ナ
海
を
渡
り
、
も
し
く
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
、
往
来
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
中
国
の
文
物
も
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
し
、
漢
字
と
中
国
語
も
、
少
し

ず
つ
伝
わ
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
の
結
果
、
い
ま
ま
で
は
記
録
す
る
方
法
の
な
か
っ
た
日
本
語
が
、
漢
字
に
よ
っ

て
記
録
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
に
は
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は

日
本
語
を
そ
の
ま
ま
に
漢
字
で
あ
ら
わ
す
方
法
、
も
う
一
つ
は
日
本
語
を
漢
文
に
翻ほ

ん

訳や
く

し
て
書
く
方
法
で
あ
る
。

　
⑴
前
者
の
方
法
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
漢
字
を
、
万
葉
が
な
と
い
う
。 

奈な

良ら

時
代
末

期
に
作
ら
れ
た
「
万
葉
集
」
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
っ
き
書
い
た
第
二
の
方
法
、
つ
ま
り
日
本
語
を
漢
文
に
翻
訳
し
た
も
の
に
つ
い

て
、
こ
れ
か
ら
書
く
。
翻
訳
と
い
う
方
法
は
め
ん
ど
う
な
よ
う
だ
が
、
近＊

お
う
み江
・
奈
良

朝
時
代
の
知
識
人
は
み
な
漢
文
を
読
み
習
っ
て
い
た
の
で
、
も
の
を
書
く
と
き
に
は
、

万
葉
が
な
の
よ
う
な
あ
て
字
を
考
え
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
漢
文
で
書
い
た
ほ
う
が
、

文
章
も
短
く
て
す
む
し
、
か
え
っ
て
手
軽
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
平

＊
へ
い
ぜ
い生

漢
文
ば
か

り
読
ん
で
い
る
と
、発
想
法
も
自
然
と
漢
文
的
に
な
る
か
ら
、文
章
を
書
く
と
き
に
も
、

先ま

ず
漢
文
的
な
表
現
の
方
が
頭
に
浮
か
ぶ
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
は
じ
め
の
う
ち
は
、
正
式
の
文
書
は
帰＊

化
人
が
書
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
中
国
の
歴
史
書
で
あ
る
「
宋

＊
そ
う

書し
ょ

」
夷い

蛮ば
ん

伝で
ん

に
、
昇
明
二
年
（
四
七
八
）、
日
本

国
王
の
使
者
が
来
て
呈て

い

出し
ゅ
つ

し
た
文
書
を
の
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
完
全
な
漢
文
で
、

中
国
の
帰
化
人
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
文
章
は
書
け
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ

5
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た
の
で
、
海
の
知
識
に
は
乏と

ぼ

し
い
。
く
ら
げ
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
大
部
分
の

中
国
人
に
は
、
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
「
く
ら
げ
な
す
」

と
い
う
日
本
語
は
、
純
粋
な
漢
文
に
は
翻
訳
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
「
古
事
記
」は
稗

＊
ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

の
口
述
に
も
と
づ
い
て
太
安
万
侶
が
書
い
た
と
い
わ
れ
る
。

阿
礼
の
語
り
か
た
を
な
る
べ
く
残
そ
う
と
し
た
た
め
に
、
安
万
侶
は
純
粋
な
漢
文
体

を
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。か
れ
が
漢
文
に
熟
達
し
て
い
た
証
拠
に
、「
古
事
記
」

の
序
文
は
よ
く
整
っ
た
、
六

＊
り
く

朝ち
ょ
う

風ふ
う

の
騈べ

ん

文ぶ
ん

で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
漢
文
が

書
け
る
人
は
当
時
に
も
少
な
か
っ
た
ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
天
皇
か
ら
「
古
事
記
」

筆
録
の
命
令
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
⑶
も
っ
ぱ
ら
漢
文
で
日
本
の
歴
史
を
書
い
た
の
が
「
日
本
書
紀
」

で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
元げ

ん

正し
ょ
う

天
皇
の
養よ

う

老ろ
う

四
年
（
七
二
〇
）
に
完
成
し
た
も
の
で
、

神
代
か
ら
持じ

統と
う

天
皇
の
十
一
年
（
六
九
七
）
ま
で
の
歴
史
を
編＊

年
体
で
し
る
し
、

三
十
巻
と
し
て
い
る
。
編
者
は
天て

ん

武む

天
皇
の
皇
子
舎と

ね
り人

親
王
と
な
っ
て
い
る
が
、
親

王
一
人
の
著
述
で
は
な
く
、
大
勢
の
学
者
の
分
担
執し

っ

筆ぴ
つ

に
よ
る
も
の
ら
し
い
。

「
日
本
書
紀
」
の
文
章
は
、「
古
事
記
」
に
く
ら
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
純
粋
な
漢
文
と

い
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
漢
文
の
模も

範は
ん

と
な
っ
た
の
は
中
国
の
歴
史
書
の
文
章
で
あ 

り
、
し
た
が
っ
て
日
本
歴
史
の
史
実
を
、
む
り
に
中
国
風
に
変
え
て
書
い
た
部
分
が

あ
る
。
文
章
を
流り

ゅ
う

麗れ
い

な
漢
文
と
す
る
た
め
に
、事
実
の
厳
密
な
記
録
は
、犠ぎ

牲せ
い

と
な
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
⑷

歴
史
書
と
し
て
は
致ち

命め
い

的て
き

な
欠け

っ

陥か
ん

だ
が
、 

漢
文

で
こ
れ
だ
け
の
大
部
な
書
物
が
書
か
れ
た
こ
と
は
、（
帰
化
人
の
援え

ん
じ
ょ助
が
あ
る
程
度
は

あ
っ
た
に
し
て
も
）
当
時
の
日
本
人
の
学
力
が
か
な
り
進
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
と
い
え
よ
う
。

 （
前
野
直
彬
「
精
講　

漢
文
」
に
よ
る
）　

最
初
の
成＊

文
法
で
あ
る
が
、
現
代
の
憲
法
と
は
異
な
っ
て
、
い
わ
ば
役
人
心
得
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
冒ぼ

う

頭と
う

に
論ろ

ん

旨し

を
か
か
げ
、
以
下
に
そ
の
説
明
が
つ
く
と
い
う
形

を
と
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
す
な
わ
ち
、「 　

 　
　

 

」
が
こ
の
一
条
の

趣し
ゅ

旨し

で
、
あ
と
の
文
章
は
そ
の
説
明
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
百
年
あ
ま
り
た
っ
た
の
ち
、
元げ

ん

明め
い

天
皇
の
和わ

銅ど
う

五
年
（
七
一
二
）、
太

＊
お
お
の

安や
す

万ま

侶ろ

が
勅ち

ょ
く
め
い命
に
よ
っ
て
上
古
か
ら
の
伝で

ん

誦し
ょ
う

を
記
録
し
、「
古
事
記
」
を
作
っ
た
。
中

国
で
は
、
ち
ょ
う
ど
唐＊

と
うの

玄げ
ん

宗そ
う

が
即
位
し
た
年
に
あ
た
る
。

　
「
古
事
記
」
の
文
体
は
漢
文
を
中
心
と
す
る
が
、
純じ

ゅ
ん
す
い粋

な
漢
文
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、

国
稚
如
浮
脂
而
、
久
羅
下
那
須
多
陀
用
幣
琉
之
時

（
書
下
し
文
）

国
稚わ

か

く
浮
か
べ
る
脂あ

ぶ
らの

如ご
と

く
し
て
、
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
の
時

 （
通
釈
）

国
土
が
若
く
、
水
に
浮
か
ん
で
い
る
脂
の
よ
う
で
、
く
ら
げ
の
よ
う
に
ふ

わ
ふ
わ
と
漂た

だ
よっ
て
い
た
時

と
あ
り
、
上
の
句
は
漢
文
と
し
て
読
め
る
が
、
下
の
「
久
」
か
ら
「
琉
」
ま
で
の
十

字
は
、
音お
ん

で
読
め
と
注
記
が
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
「
く
ら
げ
な
す
た
だ
よ
へ
る
」
と

読
む
わ
け
で
あ
る
。
⑵
こ
の
よ
う
な
日
本
語
は
、
そ
の
ま
ま
漢
文
に
翻
訳
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。 

翻
訳
す
れ
ば
全
く
別
の
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
原
文
の
味
わ

い
を
出
す
た
め
に
、
こ
こ
は
万
葉
が
な
の
方
式
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
は
島
国
だ
か
ら
、
日
本
人
は
昔
か
ら
海
洋
に
つ
い
て
の
知
識
が
豊
富
で
あ
る
。

「
く
ら
げ
な
す
（
く
ら
げ
の
よ
う
に
）」
と
言
え
ば
、
日
本
人
は
誰
で
も
、
ふ
わ
ふ
わ

し
た
状
態
を
想
像
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
中
国
文
化
は
中ち

ゅ
う

原げ
ん

と
い
う
内
陸
部
か
ら
開
け

琉
字
以
上

十
字
以
音
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〔
問
２
〕　

本
文
中
の　
　
　
　
　

に
入
る
表
現
を
、
漢
文
Ａ
の
文
中
か
ら
四
字
で
抜
き

出
せ
。

〔
問
３
〕
⑵
こ
の
よ
う
な
日
本
語
は
そ
の
ま
ま
漢
文
に
翻
訳
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

と

あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

翻
訳
す
る
と
、
そ
れ
は
中
国
語
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
古
く
か
ら
の
日
本
に
伝

わ
る
話
を
中
国
語
で
記
録
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
ら
。

イ　

翻
訳
を
行
っ
た
当
時
の
日
本
に
は
漢
文
を
書
け
る
人
物
は
少
な
く
、
太
安
万
侶
に

は
原
文
の
味
わ
い
を
残
す
力
が
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ　

文
化
や
環
境
の
違
い
か
ら
、
日
本
語
に
固
有
の
表
現
が
あ
り
、
中
国
語
に
言
葉
を

置
き
か
え
て
も
、
伝
え
た
い
こ
と
が
伝
わ
ら
な
い
か
ら
。

エ　

中
国
文
化
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
海
洋
を
渡
っ
て
き
た
た
め
、
日
本
文
化
と
共

通
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
日
本
語
そ
の
ま
ま
の
表
現
で
通
じ
た
か
ら
。

〔
問
４
〕
⑶
も
っ
ぱ
ら
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

べ
。

ア　

し
ば
し
ば

イ　

独
自
に

ウ　

無
骨
な

エ　

全
て

〔
問
５
〕
⑷

歴
史
書
と
し
て
は
致ち

命め
い

的て
き

な
欠け

っ

陥か
ん

だ
が
、 

と
あ
る
が
、
歴
史
書
と
し
て
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
失
わ
れ
て
い
る
の
か
。
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

〔
注
〕
上
古
―
―
時
代
区
分
の
一
つ
。
日
本
で
は
古こ

墳ふ
ん

・
飛あ

す
か鳥
時
代
。

近お
う
み江

・
奈
良
朝
―
―
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
ま
で
。

平へ
い

生ぜ
い

―
―
い
つ
も
。
ふ
だ
ん
。

帰
化
人
― 

―
外
国
か
ら
来
て
、
そ
の
国
の
国
民
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
人
間
。

古
代
日
本
史
上
は
「
渡
来
人
」。

「
宋そ

う

書し
ょ

」
夷い

蛮ば
ん

伝で
ん

― 

―
中
国
の
宋
の
六
十
年
間
に
つ
い
て
書
か
れ
た
歴
史
書

の
一
部
で
、
周
辺
国
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
部
分
。

四
八
八
年
成
立
。

成
文
法
―
―
文
字
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
形
で
制
定
さ
れ
て
い
る
法
。

太
お
お
の

安や
す

万ま

侶ろ

―
―
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
貴
族
。

唐と
う

の
玄げ

ん

宗そ
う

―
―
唐
の
第
九
代
皇こ

う
て
い帝

（
在
位
七
一
二
―
七
五
六
年
）。

稗ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

―
―
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
人
物
。

六り
く

朝ち
ょ
う

風ふ
う

の
騈べ

ん

文ぶ
ん

―
―
中
国
の
文
語
文
に
お
け
る
文
体
の
一
つ
。

編
年
体
― 

―
事
実
の
起
こ
っ
た
順
に
年
月
を
追
っ
て
記
す
、
歴
史
書
の
書
き

方
。

〔
問
１
〕
⑴
前
者
の
方
法
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
漢
字
を
、万
葉
が
な
と
い
う
。 

と
あ
る
が
、

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
万
葉
が
な
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
次
の
う

ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

日
本
語
の
言
葉
を
、
外
見
が
漢
文
に
見
え
る
よ
う
に
書
き
表
し
た
も
の
。

イ　

日
本
語
の
言
葉
を
、
そ
の
ま
ま
に
漢
字
の
音
読
み
で
表
し
た
も
の
。

ウ　

帰
化
人
が
書
い
た
日
本
語
の
文
章
か
ら
、
字
を
新
た
に
作
っ
た
も
の
。

エ　

中
国
か
ら
渡
来
し
た
書
物
の
中
に
あ
る
日
本
語
を
使
っ
た
も
の
。



正

答

表

紙

語

用答解

国

２

２

２

２

２

１

そ

る

お

り

ふ

し

さ

ん

し

の

ほ

う

ず

り

ゅ
う

げ
ん
ひ
ご

反

（
る
）

折

節

蚕

糸

野

放

図

流

言

飛

語

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

２

２

２

２

２

２

祖

干

潮

徒

労

波

止

場

危

急

存

亡

ソ

カ
ン
チ
ョ
ウ

ト

ロ

ウ

ハ

ト

バ

キ

キ

ュ

ウ

ソ

ン

ボ

ウ

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

〔
問
１
〕

エ

４

〔
問
２
〕

ウ

４

〔
問
３
〕

ア

４

３

ネ

ジ

の

特

性

を

完

全

に

理

解

し

た

上

で

、

図

面

を

超

〔
問
４
〕

え

る

製

品

を

つ

く

っ

て

や

ろ

う

と

い

う

熱

意

を

ユ

ウ

８

に

感

じ

た

か

ら

。

50

〔
問
５
〕

ウ

５

〔
問
１
〕

イ

５

〔
問
２
〕

エ

５

４

〔
問
３
〕

エ

５

〔
問
４
〕

イ

６

(３―八)



紙

語

用答解

国

20100

４

〔
問
５
〕

200240

12

〔
問
１
〕

イ

４

〔
問
２
〕

以

和

為

貴

５

〔
問
３
〕

ウ

４

５

〔
問
４
〕

エ

４

〔
問
５
〕

事

実

の

厳

密

な

記

録

５

(３―八)


