
国
　

　
語

総
　
評

　

模
試
の
復
習
を
す
る
と
き
に
は
、
時
間
を
気
に
せ
ず
に
丁
寧
に
解
答
を
作
っ
て
み
る
こ
と

が
大
切
だ
。
古
文
・
漢
文
は
全
訳
や
書
き
下
し
を
自
分
で
作
り
、
内
容
を
確
認
し
た
う
え

で
、
再
度
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
し
よ
う
。

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準

一　

評
論

㈠　

⒝
「
常
調
」「
情
長
」
な
ど
と
書
き
誤
る
も
の
、
⒞
「
隔
」
の
字
を
書
き
誤
る
も
の
が
散

見
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も
基
本
的
な
語
な
の
で
、
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。

㈡　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ｂ
何
が
正
し
い
か
が　
ａ
統
計
の
取
り
や
す
い
事
象
の
数
値
だ
け
で　

ｂ
判
断
さ
れ
、

ｃ
数
値
に
な
り
得
な
い
異
例
の
も
の
や
数
値
を
度
外
視
で
き
る
瞬
間
の
な
か
の
、
ｄ
生
に

と
っ
て
重
要
な
も
の
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
12
点

※
ａ
部
３
点
・
ｂ
部
３
点
・
ｃ
部
３
点
・
ｄ
部
３
点

　
〈
統
計
の
取
り
や
す
い
事
象
だ
け
を
選
択
対
象
と
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
う
要
素
を
中

心
に
ま
と
め
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
。
理
由
説
明
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、な
ぜ〈
統

計
の
取
り
や
す
い
事
象
の
数
値
〉
だ
け
を
対
象
に
し
て
は
な
ら
な
い
か
、
ｃ
部
・
ｄ
部
を
説

明
に
含
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
字
数
設
定
・
設
問
条
件
を
踏
ま
え
て
、
解
答
に
含
め
る

べ
き
要
素
を
整
理
し
よ
う
。

㈢　

誤
答
は
オ
が
目
立
っ
た
。
正
解
選
択
肢
と
比
較
す
る
と
、「
暴
力
に
匹
敵
す
る
知
」
と

い
う
表
現
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
し
切
れ
て
お
ら
ず
不
適
切
と
な
る
。

㈣　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
迷
惑
の
か
か
る
行
為
に
対
し　

ｂ
ど
こ
ま
で
個
人
の
自
由
が
許
さ
れ
る
か
、
ｃ
何
が
法

律
や
道
徳
で
規
制
さ
れ
て
よ
い
か
に
つ
い
て
の　

ｄ
各
人
の
理
性
的
な
判
断
に
よ
る
基
準
か

ら
、
ｅ
健
康
に
害
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の　

ｆ
医
師
の
裁
定
に
よ
る
基
準
へ
と
変
化

し
た
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
15
点

※
ａ
部
３
点
・
ｂ
部
２
点
・
ｃ
部
２
点
・
ｄ
部
３
点
・
ｅ
部
２
点
・
ｆ
部
３
点

〈
各
人
の
理
性
に
よ
る
判
断
→
医
師
に
よ
る
判
断
〉
と
い
う「
基
準
の
変
化
」
の
大
枠
は
押

さ
え
ら
れ
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
が
、
各
要
素
を
す
べ
て
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
少

な
か
っ
た
。
傍
線
部
説
明
と
し
て
は
、「
正
義
の
基
準
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
何
に
対
し
ど

の
よ
う
な
判
断
を
す
る
際
の
基
準
で
あ
る
か
、
ａ
～
ｃ
部
の
要
素
も
漏
れ
な
く
説
明
す
る
必

要
が
あ
る
。

㈤　

誤
答
は
分
散
し
た
が
、
Ⅲ
・
Ⅳ
が
や
や
目
立
っ
た
。
直
前
・
直
後
の
内
容
と
の
結
び
つ

き
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

㈥　

誤
答
は
ウ
・
エ
が
目
立
っ
た
。「
適
切
で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
こ
と
を
踏
ま
え
、
選
択
肢

を
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
本
文
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討
し
よ
う
。

二　

小
説

㈠　

⒜
「
自
明
の
理
」
は
、
比
較
的
よ
く
で
き
て
い
た
。

⒝
誤
答
と
し
て
、
エ
「
自
身
の
し
た
悪
事
を
告
白
す
る
こ
と
」
を
選
ん
だ
人
が
い
た
。

「
釈
」
は
〈
解
き
明
か
す
〉
の
意
。
こ
こ
は
〈
亮
人
の
誤
解
を
解
き
ほ
ぐ
す
〉
と
い
う
趣
旨

の
選
択
肢
を
選
び
た
い
。

⒞
誤
答
は
、
ア
「
自
身
が
拠
点
を
置
く
場
所
」
が
多
か
っ
た
。
傍
線
部
に
こ
の
意
味
を
当

て
は
め
て
も
文
意
は
通
り
そ
う
だ
が
、「
端
緒
」
は
〈
物
事
の
起
こ
る
き
っ
か
け
・
手
が
か

り
・
糸
口
〉
の
意
。
語
句
自
体
の
意
味
と
文
脈
と
の
両
方
に
注
意
し
て
解
答
し
よ
う
。

㈡　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
石
帯
の
玉
を
盗
み
、
ｂ
得
た
銭
で
病
の
父
を
医
師
に
診
せ
る
た
め
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
６
点

※
ａ
部
２
点
・
ｂ
部
４
点

全
体
的
に
、
解
答
の
方
向
性
は
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、〈
石
帯
の
玉
を

盗
む
〉
と
い
う
直
接
の
目
的
と
、〈
そ
れ
に
よ
り
お
金
を
得
て
、
父
を
医
師
に
診
て
も
ら

第
一
回
　
高
ニ



う
〉
と
い
う
本
来
の
目
的
と
の
、
一
方
し
か
押
さ
え
て
い
な
い
答
案
も
多
か
っ
た
。

㈢　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
自
分
が
飲
ん
だ
毒
酒
は
、
ｂ
南
島
に
つ
い
て
何
一
つ
理
解
せ
ず
に　
ｃ
そ
れ
を
日
本
の

た
め
の
架
け
橋
に
し
よ
う
と
し
た　

⒜
自
身
の
愚
か
さ
に
対
す
る
報
い
で
あ
り
、
ｄ
娘
に
罪

は
な
い
と
考
え
た
か
ら
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
12
点

※
ａ
部
３
点
・
ｂ
部
３
点
・
ｃ
部
３
点
・
ｄ
部
３
点

ｂ
の
要
素
を
押
さ
え
て
い
た
人
は
多
か
っ
た
。
ｃ
は
、
押
さ
え
て
い
る
人
と
そ
う
で
な
い

人
と
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
ａ
は
、
ま
と
め
方
が
難
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
中
途
半
端
な

押
さ
え
方
に
な
っ
て
い
る
人
が
目
に
つ
い
た
。
ｄ
を
押
さ
え
て
い
る
人
は
少
な
か
っ
た
。

㈣　

よ
く
で
き
て
い
た
。
誤
答
は
イ
が
少
し
目
に
つ
い
た
。

㈤　
〔
採
点
基
準
〕

〝
あ
え
て
ａ
石
牌
で
は
な
く
数
年
で
朽
ち
る
木
牌
を
築
く
こ
と
で
、
ｂ
建
て
替
え
の
た
め
に

往
来
す
る
船
や
人
を
増
や
し
、
ｃ
南
海
の
島
々
を
長
年
か
け
て
富
ま
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う

こ
と
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
12
点

※
ａ
部
４
点
・
ｂ
部
４
点
・
ｃ
部
４
点

解
答
の
方
向
性
が
正
し
い
答
案
が
多
か
っ
た
一
方
で
、
空
欄
の
ま
ま
の
答
案
も
少
し
目
に

つ
い
た
。
よ
く
書
け
て
い
る
答
案
の
中
に
も
、
ｂ
〈
建
て
替
え
の
た
め
に
〉
と
い
う
目
的
の

説
明
や
、
ｃ
〈
長
い
時
間
を
か
け
て
（
富
ま
せ
る
）〉
と
い
う
要
素
を
欠
い
て
い
る
た
め
に
、

細
か
く
減
点
さ
れ
て
し
ま
う
答
案
が
多
か
っ
た
。

㈥　

ま
ず
ま
ず
の
出
来
。
ウ
・
エ
を
選
ん
で
い
た
人
の
割
合
は
、だ
い
た
い
同
じ
く
ら
い
だ
っ

た
。
誤
答
は
ア
・
イ
・
オ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
同
程
度
に
散
ら
ば
っ
た
。

三　

古
文

㈠　

①
「
た
ま
へ
／
ら
む
」
の
よ
う
に
単
語
に
分
け
て
、「
ら
む
」
を
「
現
在
推
量
の
助
動

詞
」
と
す
る
誤
答
が
多
か
っ
た
。

②
①
と
同
じ
く
、
正
し
く
単
語
に
分
け
ら
れ
な
い
答
案
が
目
に
つ
い
た
。
比
較
的
多
か
っ

た
の
は
、「
見
／
せ
／
ま
ほ
し
き
」
の
よ
う
に
単
語
に
分
け
て
、「
せ
」
を
使
役
の
助
動
詞
と

す
る
誤
答
で
あ
る
。「
解
説
」
を
読
ん
で
復
習
し
て
ほ
し
い
。

㈡　

⒳
誤
答
は
ア
・
イ
が
多
か
っ
た
。「
い
か
に
」
に
は
〈
ど
の
よ
う
に
〉
の
意
も
あ
る
が
、

ア
・
イ
と
も
、
そ
れ
に
続
く
解
釈
が
不
自
然
で
あ
る
。
こ
こ
は
〈
ど
ん
な
に
か
（
美
し
い
だ

ろ
う
）〉〈
さ
ぞ
か
し
（
見
事
だ
ろ
う
）〉
の
意
で
、
程
度
を
強
調
し
て
い
る
。

⒴
誤
答
は
イ
・
ウ
・
エ
に
分
散
し
た
。

⒵
誤
答
は
ア
・
ウ
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
は
ふ
す
ま
障
子
の
穴
か
ら
浮
舟
の
姿
を
見
よ
う
と

し
、
そ
の
妨
げ
に
な
り
そ
う
な
几
帳
な
ど
の
位
置
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

㈢　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
浮
舟
が
尼
に
な
っ
た
の
で
、
⒞
こ
こ
に
は　

ｂ
あ
な
た
が　
ｃ
共
寝
を
す
る
相
手
も
い

な
い
と
い
う
こ
と
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
８
点

※
ａ
部
４
点
・
ｂ
部
１
点
・
ｃ
部
３
点

「
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
な
の
で
、〈
木
枯
が
吹
い
た

山
の
ふ
も
と
に
は
…
…
〉
な
ど
の
直
訳
の
よ
う
な
解
答
で
は
得
点
で
き
な
い
。「
浮
舟
が
出

家
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
」
と
い
う
設
問
文
の
内
容
を
ヒ
ン
ト
に
考
え
た
い
。

㈣　

⒜
誤
答
は
ウ
が
目
立
っ
た
。「
た
て
ま
つ
り
」
は
謙
譲
語
で
、
動
作
を
受
け
る
人
を
敬

う
か
ら
、ウ
で
は
中
将
自
身
が
「
心
か
け
た
は
ま
ん
男
（
＝
中
将
）」
に
「
見
」
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。

⒝
㈣
の
中
で
は
、
比
較
的
正
答
率
が
高
か
っ
た
。

⒞
誤
答
は
ウ
が
目
立
っ
た
。
⒜
と
同
じ
く
、「
き
こ
え
」
は
謙
譲
語
だ
か
ら
、「
教
へ
（
教

ふ
）」
と
い
う
動
作
を
受
け
る
人
に
対
す
る
敬
意
に
な
る
。

⒟
㈣
の
中
で
は
、
も
っ
と
も
正
答
率
が
低
か
っ
た
。

㈤　

ⅰ　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
出
家
前
の
普
通
の
姿
の
時
は　

ｂ
気
兼
ね
な
さ
る
こ
と
も　

ｃ
あ
っ
た
だ
ろ
う

ｄ
が
〟
を
押
さ
え
て

―
―
７
点

※
ａ
部
３
点
・
ｂ
部
２
点
・
ｃ
部
１
点
・
ｄ
部
１
点



ⅱ　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
き
っ
と　

ｂ
気
安
く　
ｃ
お
話
し
申
し
上
げ
る
こ
と
が　

ｄ
で
き
そ
う　
ｅ
で
す
〟
を

押
さ
え
て

―
―
７
点

※
ａ
部
１
点
・
ｂ
部
２
点
・
ｃ
部
２
点
・
ｄ
部
１
点
・
ｅ
部
１
点

ⅰ
・
ⅱ
と
も
、
空
欄
の
ま
ま
の
答
案
が
散
見
さ
れ
た
。
状
況
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合
で

も
、
傍
線
部
の
単
語
を
丁
寧
に
現
代
語
に
置
き
換
え
て
い
け
ば
、
何
点
か
部
分
点
を
も
ら
え

る
こ
と
も
あ
る
。
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
ず
に
解
答
し
て
ほ
し
い
。

㈥　

誤
答
は
ウ
・
オ
が
多
か
っ
た
。「
解
説
」
に
書
い
た
と
お
り
、
少
将
の
尼
は
目
の
前
に
い

る
（
出
家
後
の
）
浮
舟
の
美
し
さ
に
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
将
は
、
出
家
し
た

浮
舟
と
話
を
し
た
い
と
、
少
将
の
尼
に
提
案
し
て
い
る
。

四　

漢
文

㈠　

⑴
の
「
か
つ
て
」
は
よ
く
で
き
て
い
た
。
し
か
し
、
⑵
「
お
よ
そ
」
は
「
ぼ
ん
」
と
す

る
誤
答
が
多
い
。
苦
し
紛
れ
に
書
い
た
だ
け
だ
と
は
思
う
が
、
日
本
語
と
し
て
も
う
少
し
そ

れ
ら
し
い
読
み
方
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
⑶
「
こ
こ
を
も
っ
て
」
は
、
予
想
通

り
「
こ
れ
を
も
っ
て
」
と
読
ん
だ
誤
答
が
多
い
。

㈡　

⒜
イ
「
結
実
」
と
し
た
誤
答
が
多
い
が
、「
蕃
」
に
も
「
衍
」
に
も
〈
実
を
結
ぶ
〉
と

い
う
意
味
は
な
い
。
⒝
は
オ
「
利
用
し
て
い
る
」
と
し
た
も
の
が
多
い
が
、
こ
れ
を
機
会
に

「
重
宝
（
す
る
）」
と
い
う
言
葉
を
自
分
の
も
の
に
し
て
ほ
し
い
。
⒞
も
予
想
通
り
ウ
「
困
る

こ
と
な
く
」
と
し
た
誤
答
が
多
い
が
、「
窮
」
に
〈
困
る
〉
の
意
味
は
な
い
。

㈢　

正
解
の
「
歳
不
登
」
が
一
番
多
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
も
「
雖
歳
不
・
死
刑
者
・

終
天
年
・
少
五
穀
・
海
産
木
・
不
能
免
・
于
薩
摩
・
試
種
之
・
薬
苑
中
・
蕃
薯
考
」
な
ど
、

実
に
さ
ま
ざ
ま
な
誤
答
が
あ
っ
た
。

㈣　

ⅰ
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
未
だ
ｂ
数
年
な
ら
⒜
ず
し
て
ｃ
処
と
し
て
ｄ
種
ゑ
ｅ
ざ
る
は
無
し
〟
を
押
さ
え
て―

―
５
点

※
ａ
～
ｅ
部
各
１
点

ま
ず
、
返
り
点
の
順
序
に
従
っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
地
点
に
も
立

て
な
い
。
そ
こ
を
マ
ス
タ
ー
し
た
上
で
、「
未
だ
…
…
ず
」
の
よ
う
な
代
表
的
な
句
形
を
一

通
り
押
さ
え
れ
ば
、
一
応
セ
ン
タ
ー
試
験
を
受
験
す
る
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
は
立
つ
こ
と
が

で
き
る
。
そ
し
て
、
上
位
校
を
目
指
す
な
ら
ば
「
処
と
し
て
」
と
い
っ
た
慣
用
表
現
や
「
ざ

る
は
無
し
」
と
い
う
二
重
否
定
を
自
分
の
も
の
に
す
る
。
さ
ら
に
多
く
の
ラ
イ
バ
ル
に
差
を

つ
け
る
た
め
に
は
、「
種
う
」
が
ワ
行
下
二
段
活
用
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
「
種
ゑ
」

と
書
き
下
す
。
な
お
、
書
き
下
し
文
で
は
、「
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
」
と
い
っ
た
指
示
が
な

い
限
り
、
助
動
詞
や
助
詞
と
い
っ
た
付
属
語
以
外
の
自
立
語
は
漢
字
の
ま
ま
残
す
こ
と
。

　

ⅱ
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
ま
だ
数
年
も
経
た
な
い
の
に
、
ｂ
ど
ん
な
場
所
で
も
ｃ
さ
つ
ま
い
も
を
ｄ
植
え
⒝
な
い

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
〟
を
押
さ
え
て

―
―
５
点

※
ａ
部
１
点
・
ｂ
部
２
点
・
ｃ
部
１
点
・
ｄ
部
１
点

書
き
下
し
は
文
語
に
よ
る
日
本
語
訳
な
の
で
、
ⅰ
が
で
き
た
人
は
ⅱ
も
で
き
て
い
る
。
ま

ず
は
書
き
下
し
文
の
音
読
を
繰
り
返
し
、
漢
文
の
言
い
回
し
に
慣
れ
て
し
ま
い
た
い
。

㈤　

ア
は
多
く
の
人
が
押
さ
え
ら
れ
た
が
、ウ
の
代
わ
り
に
オ
を
選
ん
だ
人
が
多
い
。「
如し

く

は
莫な

し
」
は
確
か
に
〈
一
番
だ
〉
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
の
上
に
あ
る
「
百
穀
之
外
〈
＝
多

く
の
穀
物
以
外
で
は
〉」
と
い
う
条
件
が
重
要
。
あ
く
ま
で
も
穀
物（
特
に
米
）
が
優
位
な
の

で
あ
る
。
も
し
さ
つ
ま
い
も
が
「
他
の
ど
ん
な
穀
物
よ
り
も
優
れ
」
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

日
本
中
の
主
食
は
さ
つ
ま
い
も
に
な
っ
て
い
る
は
ず
。

㈥　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
甘
藷
の
栽
培
法
を
記
述
し
た
ｂ
青
木
の
ｃ
『
蕃
薯
考
』
を
出
版
し
、
ｄ
種
子
と
と
も
に

ｅ
諸
国
諸
島
に
⒟
配
布
し
た
。〟
を
押
さ
え
て

―
―
８
点

※
ａ
部
２
点
・
ｂ
部
１
点
・
ｃ
部
２
点
・
ｄ
部
２
点
・
ｅ
部
１
点

ま
ず
は
、
本
文
に
三
回
出
て
く
る
「
官
」
が
設
問
に
あ
る
「
政
府
（
幕
府
）」
の
意
味
で

あ
る
こ
と
を
見
抜
く
。
そ
し
て
、
三
番
目
の
「
官
」
が
主
語
だ
と
気
づ
け
ば
、
こ
の
一
文
が

「
時
の
政
府
（
幕
府
）
が
取
っ
た
施
策
」
を
述
べ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。



 

第
二
回 

高
二
国
語 

  

総 

評 

 

時
間
制
限
の
厳
し
さ
も
あ
っ
て
か
、
白
答
も
目
立
っ
た
。

ま
ず
は
文
法
事
項
・
重
要
単
語
と
い
っ
た
基
本
知
識
を
確
認

し
、
少
し
で
も
解
答
欄
を
埋
め
る
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。
復

習
す
る
際
に
は
、
時
間
を
気
に
せ
ず
に
丁
寧
に
解
答
を
作
っ

て
み
る
こ
と
が
大
切
だ
。
古
文
・
漢
文
は
全
訳
や
書
き
下
し

を
自
分
で
作
り
、
話
の
展
開
を
押
さ
え
て
か
ら
、
再
度
問
題

に
取
り
組
む
と
よ
い
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

(一) 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

 

(d)
「
一
環
」
を
同
音
異
義
語
の
「
一
貫
」
と
す
る
も
の
、

「
一
還
」「
一
慣
」
な
ど
と
誤
る
も
の
が
目
立
っ
た
。
ま
ず
文

脈
を
把
握
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
の
語
が
入
る
の
か
を
確
認

す
る
こ
と
。 

 

(二) 

⒳
〈
正
確
か
つ
適
切
に
表
現
し
て
い
る
〉
と
い
う
語
義

を
踏
ま
え
た
解
答
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ア

ン
ス
は
わ
か
っ
て
い
て
も
、
三
字
と
い
う
短
い
字
数
で
端
的

に
ま
と
め
る
の
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
機
会

に
辞
書
で
の
意
味
も
確
認
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

⒴ 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
人
の 

ｂ
不
注
意
や
怠
慢
か
ら
生
じ
る 

ａ
災
害
〟
と

押
さ
え
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
２
点
。 

 

〈
人
が
引
き
起
こ
す
災
害
〉
と
い
う
ａ
部
は
お
お
む
ね
押

さ
え
ら
れ
て
い
た
。
字
数
制
限
を
踏
ま
え
、〈
過
失
や
無
策
に

よ
っ
て
生
じ
る
〉
と
い
う
ｂ
部
の
要
素
も
含
め
る
こ
と
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
普
遍
的
原
理
で
す
べ
て
対
応
で
き
る
と
は
限
ら
ず 

ｂ

予
測
で
き
な
い
ト
ラ
ブ
ル
の
生
じ
る
可
能
性
が 

ｃ
大
も
と

に
あ
る
〟
点
を
押
さ
え
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
部
４
点
、
ｂ
部
４
点
、
ｃ
部
２
点
。 

 

〈
普
遍
的
な
原
理
で
対
応
し
き
れ
な
い
〉
と
い
う
ａ
部
の

要
素
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
そ

れ
だ
け
で
は
「
根
源
的
な
不
確
実
性
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
傍
線
部
直
前
の
「
一
○
○
パ
ー

セ
ン
ト
の
安
全
も
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
表
現
を

そ
の
ま
ま
使
う
答
案
も
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、「
不
確
実
性
」
を
〈
予
測
で
き
な

い
ト
ラ
ブ
ル
の
生
じ
る
可
能
性
〉、「
根
源
的
」
を
〈
大
も
と

に
あ
る
〉
な
ど
と
言
い
換
え
て
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。 

 

(四) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
時
に
自
動
的
に
そ
れ
を
最
大
限
に
回

避
す
る
シ
ス
テ
ム
の
フ
ェ
イ
ル
・
セ
イ
フ
は
、
ｂ
無
限
に
作

れ
な
い
が
ゆ
え
に
割
り
切
っ
て
作
る
し
か
な
い
の
に
、
そ
の

割
り
切
り
方
が
難
し
く
、
ｃ
し
か
も
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
働

い
た
と
き
、
そ
れ
が
機
械
の
誤
作
動
か
否
か
の
判
断
も
難
し

い
場
合
が
あ
る
た
め
〟
と
押
さ
え
て 

 
 
 
 

―
―
16
点 

＊
ａ
部
６
点
、
ｂ
部
６
点
、
ｃ
部
４
点
。 

 

〈
フ
ェ
イ
ル
・
セ
イ
フ
は
ど
こ
か
で
割
り
切
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
〉
と
い
う
要
素
は
お
お
む
ね
押

さ
え
ら
れ
て
い
た
が
、「
完
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
」
理
由

を
説
明
す
る
た
め
に
は
、〈
そ
の
割
り
切
り
方
が
難
し
い
〉
点

を
明
示
し
、
さ
ら
に
文
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
〈
誤
作
動
か

否
か
の
判
断
が
難
し
い
〉点
ま
で
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

字
数
制
限
が
百
二
十
字
と
多
め
な
の
で
、
自
分
の
解
答
は
必

要
な
要
素
を
網
羅
で
き
て
い
る
か
、
因
果
関
係
を
正
し
く
説

明
で
き
て
い
る
か
に
注
意
し
て
復
習
す
る
と
よ
い
。 

 

(五) 

白
答
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
お
お
む
ね
よ
く
で
き
て
い

た
。
解
説
で
示
し
た
よ
う
に
、
各
段
落
の
論
理
展
開
を
丁
寧

に
押
さ
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

(六) 

誤
答
は
（イ）
・
（オ）
が
目
立
っ
た
。
選
択
肢
は
い
ず
れ
も

も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
る
が
、
筆
者
の
「
二
〇
世
紀
型
科
学

技
術
」
に
対
す
る
問
題
意
識
を
押
さ
え
、
選
択
肢
一
つ
一
つ

を
丁
寧
に
検
討
し
て
ほ
し
い
。 

 

二 

小
説 

(一) 

⒜
～
⒞
と
も
よ
く
で
き
て
い
た
。
語
句
の
問
題
や
漢
字

の
問
題
は
確
実
に
得
点
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
激
痛
に
耐
え
る
美
雪
を
見
守
る
と
い
う
緊
張
か
ら
解
放

さ
れ
て
気
が
緩
ん
だ
遠
井
に 

ｂ
不
意
に
安
楽
死
の
是
非
と

い
う
深
刻
な
問
い
を
投
げ
か
け 

ｃ
衝
撃
を
与
え
る
〟
点
を

押
さ
え
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
11
点 

*

ａ
部
４
点
、
ｂ
部
４
点
、
ｃ
部
３
点
。 

 

「
横
蹴
り
」
な
の
で
、
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
衝
撃
と
い



 

う
こ
と
に
な
る
が
、「
遠
井
が
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
安
楽
死

と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
、
遠
井
の
不
意
を
つ
い
て
驚
か
せ

る
と
い
う
行
動
」
は
説
明
と
し
て
物
足
り
な
い
。
緊
張
か
ら

解
放
さ
れ
て
「
ほ
っ
と
し
た
瞬
間
」
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
予

期
し
な
い
問
い
な
の
で
、
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
も
ｃ
部
は
「
困
ら
せ
る
」「
困
惑
さ
せ
る
」
程
度

で
は
弱
い
。「
く
ら
わ
す
」
に
は
、〈
相
手
の
欲
し
な
い
も
の

を
与
え
る
〉
と
い
う
意
味
が
あ
る
。「
横
蹴
り
を
く
ら
わ
す
」

と
い
う
表
現
か
ら
、
遠
井
の
受
け
た
シ
ョ
ッ
ク
の
大
き
さ
を

説
明
し
て
ほ
し
い
。 

 

(三) 

誤
答
は
（ウ）
が
目
立
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
選
択
肢
の
問

題
を
吟
味
す
る
際
に
は
、
問
題
文
と
選
択
肢
と
を
一
つ
一
つ

照
ら
し
合
わ
せ
て
丁
寧
に
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。「
治

療
に
は
さ
ら
な
る
苦
痛
を
伴
い
、
必
ず
し
も
助
か
る
保
障
も

な
い
た
め
」
は
問
題
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
内
容
で
あ
る
。 

 

(四) 

誤
答
は
（エ）
が
目
立
っ
た
。
こ
の
選
択
肢
で
も
、「
せ
め

て
美
雪
の
前
で
は
明
る
く
あ
ろ
う
と
決
意
し
て
い
る
」
は
問

題
文
の
こ
の
場
面
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
そ
れ
ま
で
は
自
分
の
身
に
実
際
に
起
こ
る
と
は
思
え
ず
、

あ
く
ま
で
も
想
像
上
の
も
の
で
あ
っ
た
死
が 

ｂ
自
分
に
も

十
分
に
起
こ
り
得
る
切
実
な
問
題
と
な
っ
た
〟
点
を
押
さ
え

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
11
点 

＊
ａ
部
７
点
、
ｂ
部
４
点
。 

「
死
と
い
う
も
の
が
遠
井
に
と
っ
て
は
概
念
に
す
ぎ
な

か
っ
た
が
、
瀕
死
の
美
雪
と
接
し
た
こ
と
で
、
現
実
味
を
帯

び
て
き
た
こ
と
」
と
い
っ
た
答
案
で
は
、「
観
念
の
世
界
」
か

ら
「
波
打
ち
際
に
流
れ
着
い
た
」
と
い
う
変
化
に
つ
い
て
は

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、「
彼
」
の
「
波
打
ち
際
」
と
あ

る
か
ら
、
問
題
文
の
89
・
90
行
目
「
そ
し
て
自
分
の
死
を

思
っ
た
。
怖
か
っ
た
。
怖
く
て
眠
れ
な
か
っ
た
」
や
101
行
目

「
遠
井
は
遠
井
の
死
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
っ
た
」

と
い
っ
た
記
述
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
が
遠
井
自
身
の
問
題
で

あ
る
点
を
明
確
に
示
し
た
い
。 

 

(六) 

誤
答
は
（イ）

（エ）

（オ）
に
分
散
し
た
。そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢

の
場
面
と
説
明
が
問
題
文
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
ど
う
か
を

慎
重
に
検
討
し
よ
う
。
言
い
過
ぎ
の
も
の
や
明
確
な
根
拠
の

な
い
も
の
を
確
実
に
除
い
て
い
く
こ
と
。  

 

三 

古
文 

(一) 

⒴
の
意
味
を
「
使
役
」
と
と
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。
こ

こ
は
「
き
こ
え
」
が
女
御
へ
の
敬
意
、「
さ
せ
給
ふ
」
が
「
帝

を
は
じ
め
」
と
し
た
人
々
へ
の
敬
意
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い

る
。
⒵
の
意
味
の
誤
答
は
さ
ま
ざ
ま
に
見
ら
れ
た
が
、
連
体

形
が
「
る
る
」
と
な
る
の
は
、
受
身
・
可
能
・
自
発
・
尊
敬

の
「
る
」
し
か
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
解
答
の
候
補
を
絞
れ

る
は
ず
だ
。 

 

(二) 

⒜
「
お
ぼ
え
」
に
は
い
く
つ
か
の
意
味
が
あ
る
が
、「
御

お
ぼ
え
」
と
な
っ
て
い
た
ら
、〈
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
〉
の
意

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
⒝
は
「
わ
た
る
」
の
意
味
を
表
せ
て

い
な
い
も
の
が
目
立
っ
た
。
⒞
は
「
聞
こ
ゆ
る
」
を
「
言
わ

れ
て
い
る
」
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
承
香
殿
の
女
御
に 

ｂ
見
た
い
漢
籍
を
貸
し
て
ほ
し
い

と
い
う
こ
と
を 

ｃ
申
し
上
げ
て 

ｄ
く
れ
な
い
か
〟
と
訳

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
部
２
点
、
ｂ
部
３
点
、
ｃ
部
２
点
、
ｄ
部
１
点
。 

 

「
誰
に
ど
う
い
う
こ
と
を
」
と
い
う
点
を
補
っ
て
の
口
語

訳
だ
が
、
補
う
内
容
に
気
を
と
ら
れ
た
せ
い
か
、
説
明
問
題

の
よ
う
に
「
…
…
と
い
う
こ
と
。」
と
文
末
を
結
ん
だ
り
、「
…

…
と
い
う
こ
と
が
聞
こ
え
て
い
る
か
」の
よ
う
に「
聞
こ
ゆ
」

が
正
し
く
訳
せ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
冒
頭
か
ら
、「
承
香

殿
の
女
御
」「
故
式
部
卿
宮
」「
大
将
」
な
ど
の
人
物
名
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
新
た
に
「
蔵
人
の
弁
な
に
が

し
」「
宰
相
の
君
」
ま
で
が
登
場
し
て
、
完
全
に
混
乱
し
て
し

ま
っ
た
よ
う
だ
。こ
の
よ
う
に
登
場
人
物
の
多
い
文
章
で
は
、

リ
ー
ド
文
や
注
の
記
述
も
見
落
と
さ
ず
に
読
み
進
め
よ
う
。 

 

(四) 

⑵
（ア）
の
誤
答
が
や
や
目
立
っ
た
。
⑶
（イ）
を
選
ん
だ
人

は
「
み
づ
か
ら
」
に
「
御
」
が
付
い
て
い
る
こ
と
を
見
落
と

し
た
よ
う
だ
。
古
文
で
は
こ
の
よ
う
に
敬
語
の
使
い
方
が
大

き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
は
注
意
し
よ
う
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
承
香
殿
の
女
御
が
父
か
ら
伝
え
ら
れ
た
漢
籍
を
持
っ
て

い
た
の
で 

ｂ
大
将
に
自
分
の
恋
し
い
思
い
を
知
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
た
〟
点
を
押
さ
え
て 

 
 
 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
４
点
。 

こ
の
設
問
は
白
答
が
目
立
っ
た
。
解
答
が
書
い
て
あ
っ
て

も
、「
実
際
の
事
実
」
を
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は

少
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
書
き
つ
く
る
昔
の
跡
」
を
〝
昔



 

書
い
た
手
紙
〟
と
解
釈
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。「
跡
」に
は〈
筆

跡
〉
の
意
味
が
確
か
に
あ
る
が
、
こ
こ
で
女
御
と
大
将
の
仲

を
つ
な
ぐ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
女
御
が
相
続
し
た
父

の
漢
籍
で
あ
る
。
ま
た
、「
や
は
」
の
反
語
表
現
を
見
落
と
し

て
、「
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
と
解
釈
し
た
も
の

も
目
立
っ
た
。
女
性
か
ら
男
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う

の
が
、
通
常
の
古
文
で
は
考
え
に
く
い
状
況
な
の
で
、
こ
の

歌
を
大
将
か
ら
女
御
に
送
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
人
も
い
た

よ
う
だ
。 

 

(六) 

誤
答
は
（エ）
が
目
立
っ
た
。「
身
に
添
は
ぬ
心
」
と
は
承

香
殿
の
女
御
の
詠
ん
だ
歌
に
あ
る
「
心
は
身
に
も
添
は
ず
な

り
ゆ
く
」を
受
け
た
表
現
で
あ
る
。和
歌
で
の
や
り
取
り
は
、

こ
の
よ
う
に
相
手
が
詠
ん
だ
歌
に
あ
る
表
現
を
受
け
て
返
歌

を
す
る
こ
と
が
多
い
。
問
題
文
に
和
歌
が
何
首
か
出
て
き
た

ら
、
設
問
に
な
っ
て
い
る
和
歌
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
後
に

あ
る
和
歌
に
も
目
配
り
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

㈦ 

誤
答
は
各
選
択
肢
に
分
散
し
た
が
、
（ウ）
が
や
や
多
い
。

問
題
文
合
致
の
設
問
で
は
、
表
現
の
細
か
い
点
ま
で
注
意
し

て
読
み
、
選
択
肢
の
細
部
に
キ
ズ
が
な
い
か
、
一
つ
一
つ
丁

寧
に
吟
味
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

四 

漢
文 

(一) 

⒜
「
以
為
」
を
「
も
っ
て
な
す
」
と
読
ん
で
い
る
も
の

が
目
立
っ
た
。
直
後
に
「
苦
痛
な
り
」
と
い
う
引
用
が
来
て

お
り
、
返
り
点
が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
。「
為
」
と
い

う
字
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 

(二) 

「
無
常
生
死
」「
其
」「
禿
」
と
い
っ
た
誤
答
が
見
ら
れ

た
。「
無
常
生
死
」
の
悩
み
を
相
談
し
て
い
る
患
者
に
対
す
る

返
答
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
こ
と
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
蚊
や
虻
に 

ｂ
食
わ
れ
る
の
で
あ
る
〟
と
訳
し
て 

―
―
４
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
２
点
。 

お
お
む
ね
意
味
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
だ
っ
た
。
受
身
で
訳
出
で
き
な
か
っ
た
人
は
、
基
本
句
形

を
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

(四) 

誤
答
は
（エ）
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
で
は
〈
自
分
の
悩
み

を
真
っ
先
に
治
し
て
か
ら
自
分
の
悩
み
を
取
り
除
く
〉
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
文
脈
を
正
確
に
押
さ

え
よ
う
。 

 

(五) 
〔
採
点
基
準
〕 

（ⅰ） 〝
ａ
我
も
亦
た
、
ｂ
応
に
、
ｃ
先
づ
自
ら
得
て 

ｄ
汝
を
し

て
又
得
し
む 

ｅ
べ
し
と
〟
と
書
き
下
し
て 

 

―
―
５
点 

＊
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
部
各
１
点
。 

 

特
に
ｄ
の
部
分
の
処
理
が
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
。「
し
む
」

を
「
令
む
」
な
ど
漢
字
の
ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
人
は
、
し

っ
か
り
復
習
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

（ⅱ） 〝
ａ
私
も
ま
た
、
ｂ
き
っ
と 

ｃ
ま
ず
第
一
に
自
分
で
長
生

不
死
の
方
法
を
得
て
、
ｄ
さ
ら
に 

ｅ
あ
な
た
に
そ
の
方
法

を
得
さ
せ
る
に 

ｂ
違
い
な
い
〟
と
訳
し
て 

 

―
―
６
点 

＊
ａ
ｂ
ｄ
ｅ
部
各
１
点
、
ｃ
部
２
点
。 

 

〈
自
分
が
得
て
か
ら
あ
な
た
に
得
さ
せ
る
だ
ろ
う
〉
と
い

う
大
意
は
お
お
む
ね
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
が
、「
言
葉
を
補
っ

て
口
語
訳
せ
よ
」
と
あ
る
の
で
、
何
を
得
さ
せ
る
の
か
を
明

確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
段
落
と
第
二
段
落
で

〈
禿
の
治
療
法
〉
か
ら
〈
不
老
不
死
を
求
め
る
こ
と
〉
に
話

題
が
転
換
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
て
い
な
い
答
案
が
見

受
け
ら
れ
た
。
全
訳
を
参
考
に
復
習
し
て
お
く
こ
と
。 

 

（六） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
不
老
不
死
を
得
る
方
法
は
、
ｂ
い
く
ら
そ
れ
を
求
め
て

も
得
ら
れ
な
い
も
の
で
、
た
だ
自
分
が
疲
労
を
覚
え
る
だ
け

と
い
う
点
で
、
ｃ
禿
の
治
療
法
と
同
じ
だ
か
ら
〟
と
押
さ
え

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
９
点 

＊
ａ
部
２
点
、
ｂ
部
５
点
、
ｃ
部
２
点
。 

 

白
答
の
答
案
も
目
立
っ
た
が
、
復
習
の
際
は
ぜ
ひ
自
力
で

解
答
を
作
成
し
て
み
て
ほ
し
い
。ま
ず
傍
線
部
を
口
語
訳
し
、

設
問
で
問
わ
れ
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
を
探
る
必
要
が
あ
る
。〈
禿

の
治
療
法
が
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
要
素
を
ふ
く
ら
ま
せ
よ

う
と
し
て
い
る
答
案
が
目
立
っ
た
が
、
全
体
の
ま
と
め
に
当

た
る
設
問
な
の
で
、〈
不
老
不
死
を
求
め
る
こ
と
の
不
毛
さ
〉

と
い
う
第
二
段
落
の
内
容
を
踏
ま
え
て
説
明
す
る
こ
と
。 
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第
三
回 

高
二
国
語 

  

総 

評 

時
間
制
限
が
厳
し
か
っ
た
た
め
か
、
特
に
古
文
・
漢
文
の

記
述
問
題
で
の
白
答
も
目
立
っ
た
。
ま
ず
は
文
法
事
項
・
重

要
単
語
と
い
っ
た
基
本
知
識
を
確
認
し
、
少
し
で
も
解
答
欄

を
埋
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
。
復
習
す
る
際
に
は
、
時
間

を
気
に
せ
ず
に
丁
寧
に
解
答
を
作
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
だ
。

古
文
・
漢
文
は
全
訳
や
書
き
下
し
を
自
分
で
作
り
、
内
容
を

理
解
し
た
う
え
で
、
再
度
問
題
に
取
り
組
む
と
よ
い
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

一 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

ａ
「
糾
弾
」
を
「
叫
弾
」、
ｂ
「
堕
落
」
を
「
惰
落
」
と
誤

る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。
つ
く
り
が
似
て
い
る
字
を
混
同

し
な
い
よ
う
に
、
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

誤
答
は
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
に
分
散
し
た
。
傍
線
部
周

辺
の
文
脈
だ
け
見
て
い
る
と
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
ら
し
く
見

え
る
が
、「
象
牙
の
塔
」「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」
そ
れ
ぞ
れ
の
語

義
を
し
っ
か
り
押
さ
え
て
検
討
し
よ
う
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
被
抑
圧
者
集
団
と
い
え
ど
も 

ｂ
そ
の
内
に
存
在
す
る 

ｃ
批
判
さ
れ
る
べ
き
問
題
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
10
点 

＊
ａ
部
４
点
、
ｂ
ｃ
部
各
３
点
。 

 

〈
被
抑
圧
者
集
団
に
ど
の
よ
う
に
反
省
を
促
す
か
と
い
う

問
題
〉〈
同
じ
命
題
で
も
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
言
う
か
に
よ
っ

て
意
味
が
異
な
る
問
題
〉
と
い
う
方
向
で
ま
と
め
て
い
る
答

案
が
目
立
っ
た
。
解
説
で
示
し
た
と
お
り
、
傍
線
部
で
い
う

「
こ
う
し
た
問
題
」
と
は
、
問
題
文
１
行
目
の
「
命
題
」
を

指
す
。
こ
の
前
提
を
受
け
て
、
抑
圧
者
集
団
・
第
三
者
集
団

の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
、
と
問
題
提
起

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
流
れ
を
と
ら
え
て
ほ
し
い
。 

 

四 

誤
答
で
目
立
っ
た
の
は
「
両
成
敗
」。
こ
れ
は
第
三
者
が

「『
高
み
の
見
物
』
的
立
場
」
か
ら
唱
え
る
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
空
欄
直
後
の
「
高
み
の
見
物
」
に
含
ま
れ
る
。
こ
こ
は
、

抑
圧
者
側
の
問
題
あ
る
態
度
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
居

直
り
」
が
最
適
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
抑
圧
者
集
団
の
側
が
被
抑
圧
者
集
団
の
側
の
非
を
語
る

時
に
は 
ｂ
両
者
の
所
属
の
相
違
と
い
う
客
観
的
構
造
を
踏

ま
え
、
ｃ
友
好
の
姿
勢
を
明
確
に
し
た
上
で
、
ｄ
常
に
誤
解

の
怖
れ
を
持
ち
つ
つ 

ｅ
相
手
の
言
い
分
に
耳
を
傾
け
て
、

ｆ
表
現
の
仕
方
に
も
気
を
配
り
、
ｇ
自
分
な
り
の
理
解
に
基

づ
く
問
い
を
投
げ
か
け
て 

ｈ
対
話
を
行
う
〟
と
い
う
点
を

押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
16
点 

＊
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｆ
ｇ
ｈ
部
各
２
点
。 

 

し
っ
か
り
取
り
組
め
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
。〈
被
抑
圧

者
集
団
を
批
判
す
る
と
き
は
、友
好
の
姿
勢
を
明
確
に
し
て
、

誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
〉
と
い
う
枠
組
み
に
沿
っ
て
ま

と
め
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
が
、〈
自
分
が
相
手
を
誤
解
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
懸
念
〉〈
相
手
の
言
い
分
に
も

耳
を
傾
け
る
〉
と
い
っ
た
〈
対
話
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
〉
も

押
さ
え
て
ほ
し
い
。
制
限
字
数
が
多
い
た
め
、
す
べ
て
の
要

素
を
網
羅
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し

っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

六 

誤
答
で
目
立
っ
た
の
は
オ
。
誤
答
理
由
は
解
説
で
示
し

た
と
お
り
だ
が
、
第
三
者
集
団
の
と
る
べ
き
立
場
に
限
定
し

て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
点
か
ら
も
、
問
題
文
全
体
の

趣
旨
か
ら
は
ず
れ
る
と
い
え
る
。
問
題
文
冒
頭
の
「
命
題
」

に
つ
い
て
、
抑
圧
者
集
団
・
第
三
者
集
団
側
の
人
々
が
ど
う

向
き
合
う
べ
き
か
、
と
い
う
筆
者
の
問
題
意
識
を
と
ら
え
よ

う
。 

 

二 

小
説 

一 

ａ
ｂ
ｃ
と
も
だ
い
た
い
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ｂ
で

ウ
、
ｃ
で
ア
の
誤
答
が
見
受
け
ら
れ
た
。
ｂ
は
誤
り
や
す
い

と
こ
ろ
だ
が
、「
損
じ
な
い
」
の
語
義
に
忠
実
な
も
の
を
選
ぼ

う
。
ｃ
「
つ
く
ね
ん
と
」
の
意
味
を
知
ら
な
か
っ
た
人
は
こ

の
機
会
に
覚
え
よ
う
。 

 

二 

誤
答
は
分
散
し
て
い
た
が
、
お
お
む
ね
と
ら
え
ら
れ
て

い
た
。
人
物
像
を
と
ら
え
る
設
問
で
は
、
自
分
の
思
い
込
み

や
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
文
中
に
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
判
断
し
よ
う
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
釣
り
船
の
船
頭
と
し
て
、
新
た
な
土
地
で
生
活
を
始
め

る
前
に
、ｂ
横
浜
で
今
ま
で
世
話
に
な
っ
た
人
々
の
た
め
に
、
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自
分
に
で
き
る
だ
け
の
こ
と
は
や
り
終
え
て
か
ら
こ
の
地
を

去
り
た
い
と
い
う
思
い
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
12
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
６
点
。 

「
海
」
は
こ
れ
か
ら
の
船
頭
と
し
て
の
生
活
、「
陸
」
は
今

ま
で
の
横
浜
で
の
生
活
、
と
い
う
大
枠
は
押
さ
え
ら
れ
て
い

た
。
た
だ
「
陸
」
で
の
生
活
に
つ
い
て
、「
吉
居
の
親
戚
に
こ

き
使
わ
れ
て
い
た
」「
雑
用
ば
か
り
の
生
活
も
離
れ
れ
ば
懐
か

し
く
な
る
」
な
ど
否
定
的
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
も
の
が

あ
っ
た
。
確
か
に
六
さ
ん
は
吉
居
の
親
戚
か
ら
重
宝
に
使
わ

れ
て
い
た
が
、「
目
に
つ
く
限
り
…
…
駆
け
ま
わ
っ
た
」「
自

分
が
い
な
く
な
っ
て
も
当
分
は
大
丈
夫
」
と
い
う
記
述
か
ら

は
、
吉
居
の
人
々
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
い

こ
う
と
い
う
、
六
さ
ん
の
好
意
的
な
心
情
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
が
「
こ
ま
ご
ま
と
し
た
情
」
で
あ
る
。
な
お
、「
情
」
に

つ
い
て
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
で
は
、「
人
間
関
係
が
深
ま
る

に
つ
れ
て
、
高
ま
っ
て
く
る
（
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
）
暖
か

い
感
情
」
と
説
明
し
て
い
る
。 

 

四 

よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。「
得
手
に
帆
を
あ
げ
る
」
の

意
味
を
知
ら
な
く
て
も
、
直
後
の
「
も
う
誰
の
…
…
あ
や
つ

っ
て
な
」
か
ら
判
断
で
き
た
だ
ろ
う
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
隆
之
介
の
死
を
最
も
悲
し
ん
で
い
る
は
ず
の
ふ
さ
子
が 

悲
し
み
に
浸
る
姿
を
見
せ
ず
に
気
強
く
ふ
る
ま
う
以
上
、
ｂ

自
分
も
泣
き
顔
を
見
せ
ず
に
祖
父
を
見
送
り
た
い
と
い
う
思

い
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
11
点 

＊
ａ
部
７
点
、
ｂ
部
４
点
。 

よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。「
誰
よ
り
も
ふ
さ
子
が
」
の
説

明
で
は
「
誰
よ
り
も
一
番
隆
之
介
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
ふ

さ
子
が
」
の
よ
う
に
、
言
葉
を
補
っ
て
説
明
で
き
て
い
た
。

「
気
丈
を
通
す
」
と
傍
線
部
の
表
現
の
ま
ま
の
も
の
が
あ
っ

た
が
、
こ
こ
は
自
分
の
言
葉
で
「
気
丈
に
振
る
舞
う
」
な
ど

と
言
い
換
え
た
い
。
ま
た
杏
子
に
つ
い
て
「
前
を
向
い
て
い

こ
う
と
思
っ
た
」
と
説
明
し
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、「
前
を
向

く
」
は
比
喩
的
な
表
現
な
の
で
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
説

明
し
た
い
。 

 

六 

誤
答
は
分
散
し
て
い
た
が
、
や
や
エ
が
目
立
っ
た
。「
晴

れ
が
ま
し
さ
に
も
似
た
感
覚
」
は
隆
之
介
の
「
潔
い
終
わ
り

方
」
を
周
囲
が
「
幸
せ
」
と
納
得
し
、
敬
意
を
も
っ
て
受
け

入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
だ
か
ら
、「
無
責
任
と
も
い

え
る
明
る
さ
」
と
は
い
え
な
い
。
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
の

問
題
を
解
く
際
は
、選
択
肢
を
比
較
検
討
し
て
い
く
姿
勢
が
、

よ
り
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る
。
言
い
過
ぎ
の
も
の
や
明
確
な

根
拠
の
な
い
も
の
を
確
実
に
除
い
て
い
く
こ
と
。 

 

三 

古
文 

一 

ｘ
ｙ
ｚ
と
も
誤
答
は
分
散
し
て
い
た
。
品
詞
の
識
別
は

古
文
読
解
の
大
事
な
基
礎
と
な
る
。
こ
こ
で
間
違
え
て
し
ま

っ
た
人
は
も
う
一
度
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

ａ
を
「
に
こ
や
か
に
」
と
か
ん
違
い
し
た
も
の
が
あ
っ

た
。「
に
ほ
ひ
」
の
語
義
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
ｂ
は
よ
く
で

き
て
い
た
。「
思
い
出
さ
れ
る
」
だ
と
受
身
に
と
れ
て
し
ま
う

の
で
、
尊
敬
だ
と
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
に
表
現
を
工
夫
し

よ
う
。
ｃ
「
飽
か
ず
」
は
〈
満
足
し
な
い
〉〈
飽
き
な
い
〉
の

意
味
で
覚
え
て
い
る
人
が
多
い
が
、〈
心
残
り
だ
〉
と
い
う
意

味
も
あ
る
こ
と
を
こ
の
機
会
に
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

三 

Ａ
は
「
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
」「
も
う
生
き
て
い
な

い
」
と
い
う
旨
の
解
答
が
あ
っ
た
。「
今
は
世
に
い
な
い
人
だ

と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
中
宮
の
言
葉
で
、
若

君
の
言
動
に
は
な
い
。
Ｂ
は
〈
中
宮
が
母
で
は
な
い
か
〉
と

い
う
点
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。
Ｃ
の
誤
答
は
分
散
し
て
い

た
。
こ
の
箇
所
は
若
君
・
中
宮
と
も
心
中
語
で
「 

」
が
付

い
て
い
な
い
の
で
、
ど
の
箇
所
を
解
答
の
根
拠
に
す
れ
ば
よ

い
の
か
が
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。こ
の
よ
う
な
箇
所
で
は
、

引
用
を
表
す
「
と
」
な
ど
に
着
目
し
て
、
慎
重
に
読
み
進
め

た
い
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
あ
な
た
の
お
母
さ
ん
は 

ｂ
私
と
し
か
る
べ
き
縁
の
あ

る
人
な
の
で 

ｃ
あ
な
た
の
こ
と
を 

ｄ
あ
な
た
の
お
母
さ

ん
は 

ｅ
た
い
そ
う
忘
れ
が
た
く 

ｆ
恋
し
く
思
い
申
し
上

げ
て
い
る
よ
う
な
の
を 

ｇ
私
は
見
る
の
が
気
の
毒
な
の
で

〟
と
訳
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
13
点 

＊
ａ
部
１
点
、
ｂ
部
３
点
、
ｃ
ｄ
ｅ
部
各
１
点
、
ｆ
ｇ
部
各

３
点
。 

傍
線
部
の
中
に
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
単
語
や
文
法
事
項
が
複

数
含
ま
れ
て
お
り
、
人
物
関
係
が
わ
か
る
よ
う
に
言
葉
を
補

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
適
切
に
訳
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
ｃ
は
「（
若
君
の
）
御
こ
と
」
だ
が
、「
母
君
の
こ
と
」

と
解
釈
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
、「
恋
ひ
聞
こ
ゆ
め
る
」

の
「
め
る
」
を
訳
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
助
動
詞
・

助
詞
も
見
落
と
さ
ず
に
訳
そ
う
。 
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五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
中
宮
の
、
ｂ
同
じ
我
が
子
な
の
に
、
ｃ
皇
子
た
ち
と
は

異
な
り
宮
中
か
ら
離
れ
た
場
所
で
暮
ら
す 

ｄ
若
君
を 

ｅ

か
わ
い
そ
う
に
思
う
気
持
ち
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
８
点 

＊
ａ
ｄ
部
各
１
点
、
ｂ
ｃ
ｅ
部
各
２
点
。 

「
誰
の
」
が
中
宮
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
押
さ
え
ら
れ
て
い

た
。「
心
情
」
に
つ
い
て
は
、「
若
君
と
離
れ
た
こ
と
を
嘆
く
」

「
若
君
に
対
し
て
す
ま
な
い
と
思
う
」
な
ど
、
中
宮
自
身
に

向
け
た
気
持
ち
と
と
ら
え
た
も
の
が
目
立
っ
た
。
和
歌
を
詠

む
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
「
宮
々
に
う
ち
か
し
こ
ま
」
っ

て
い
る
若
君
の
姿
を
見
て
「
い
と
あ
は
れ
」
と
思
っ
た
こ
と

で
、
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
「
田
鶴
の
子
（
若
君
）」
な
の
で
、

若
君
に
向
け
た
気
持
ち
と
と
ら
え
た
い
。 

 

六 

誤
答
は
分
散
し
て
い
た
が
、
ア
が
や
や
目
立
っ
た
。「
御

簾
を
ひ
き
着
て
候
ふ
」
と
は
、
御
簾
を
肩
に
か
け
る
よ
う
に

し
て
か
し
こ
ま
っ
て
い
る
姿
の
描
写
。
中
宮
に
呼
ば
れ
て
、

二
の
宮
は
屈
託
な
く
母
の
部
屋
に
入
る
が
、
若
君
は
自
分
の

身
分
を
わ
き
ま
え
て
部
屋
に
は
入
ら
な
い
。
内
容
合
致
の
問

題
で
は
、現
代
文
同
様
、選
択
肢
の
細
部
に
キ
ズ
が
な
い
か
、

一
つ
一
つ
丁
寧
に
吟
味
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
解

説
と
問
題
文
全
訳
を
参
考
に
、
誤
り
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し

て
お
こ
う
。 

 

四 

漢
文 

一 

読
み
・
意
味
と
も
に
解
答
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
解
説
で
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 
 

ⅰ
 

よ
く
で
き
て
い
た
が
、
一
レ
点
の
使
い
方
を
よ
く
わ
か

っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
も
散
見
さ
れ
た
。
返
り

点
の
ル
ー
ル
は
漢
文
学
習
の
基
本
。
読
む
順
番
を
確
認
し
、

ど
の
よ
う
に
返
っ
て
読
め
ば
よ
い
の
か
を
と
ら
え
よ
う
。 

ⅱ
 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
宮
廷
内
の
作
法
礼
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ｂ
慎
み
深
く

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
〟
と
訳
し
て
―
―
―
―
―
５
点 

＊
ａ
部
２
点
、
ｂ
部
３
点
。 

 

後
半
部
を
〈
慎
ま
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
〉〈
慎
ま
な
い
わ

け
は
な
い
〉
な
ど
、「
不
可
不
」
が
二
重
否
定
で
あ
る
こ
と
は

と
ら
え
て
い
る
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ず
れ
る
訳
出
に
な
っ
て
い

る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
。「
不
可
」の
禁
止
の
意
を
と
ら
え
、

〈
～
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
強
い
肯
定
の
意
を
明

確
に
し
よ
う
。 

 

三 
〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
来
た
ら
ず
ん
ば 

ｂ
且
に 

ｃ
通
を
斬
せ 

ｂ
ん
と
す

〟
と
書
き
下
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
５
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
２
点
、
ｃ
部
１
点
。 

「
不
来
」
が
〈
も
し
も
来
府
し
な
い
な
ら
ば
〉
と
い
う
仮

定
を
示
し
、「
且
斬
通
」
と
い
う
後
半
部
と
切
り
分
け
ら
れ
る

こ
と
が
読
め
て
い
な
い
も
の
が
目
立
っ
た
。「
且
に
…
…
ん
と

す
」
と
い
う
再
読
文
字
は
基
本
的
な
も
の
な
の
で
、
し
っ
か

り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
鄧
通
は 

ｂ
額
を
地
に
擦
り
つ
け
、
ｃ
（
額
か
ら
）
血

を
流
し
て
ま
で 

ｂ
謝
罪
し
た
の
だ
が
、
ｄ
申
屠
嘉
の
怒
り

は
解
け
な
か
っ
た
〟
と
訳
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
６
点 

＊
ａ
ｃ
部
各
１
点
、
ｂ
ｄ
部
各
２
点
。 

 

〈
鄧
通
が
額
か
ら
出
血
す
る
ほ
ど
謝
罪
し
て
い
る
様
子
〉

は
お
お
む
ね
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、「
解
」
を
〈
申
屠
嘉
の

怒
り
が
解
け
る
様
子
〉
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
少
な

か
っ
た
。
口
語
訳
の
問
題
な
の
で
、〈
謝
罪
し
て
も
許
さ
れ
な

い
〉
と
い
う
方
向
で
は
な
く
、「
解
」
が
意
味
す
る
も
の
を
正

確
に
と
ら
え
て
ほ
し
い
。 

 

五 

誤
答
は
ア
・
オ
が
目
立
っ
た
。
解
説
に
示
し
た
よ
う
に

「
上
」「
丞
相
」「
通
」
と
い
う
主
語
と
動
詞
の
関
係
を
整
理

し
て
丁
寧
に
意
味
を
と
ら
え
よ
う
。 

 

六 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
皇
帝
と
申
屠
嘉
が
、
宮
廷
の
礼
法
を
正
す
た
め
に
示
し
合

わ
せ
て
、
鄧
通
を
反
省
さ
せ
て
か
ら
許
し
た
〟
と
と
ら
え
た

も
の
が
可
、
８
点
。 

〝
申
屠
嘉
が
、
皇
帝
か
ら
正
式
な
使
い
が
来
た
の
で
、
鄧
通

を
許
し
た
〟
と
と
ら
え
た
も
の
は
４
点
。 

〝
申
屠
嘉
が
鄧
通
を
許
し
た
〟
こ
と
の
み
を
押
さ
え
た
も
の

は
２
点
。 

鄧
通
＝
丞
相
と
と
ら
え
る
も
の
な
ど
、
人
物
関
係
を
読
み

誤
っ
て
し
ま
う
答
案
も
見
受
け
ら
れ
た
。
模
範
解
答
レ
ベ
ル

の
答
案
を
作
成
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、〈
誰
が
誰
を
責

め
て
許
し
た
の
か
〉
と
い
う
流
れ
は
し
っ
か
り
と
ら
え
て
ほ

し
い
。 
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総 

評 

例
年
に
比
べ
、
解
答
欄
を
な
ん
と
か
埋
め
よ
う
と
努
力
し

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
答
案
が
多
か
っ
た
。
時
間
制
限

の
厳
し
い
模
試
で
は
な
か
な
か
納
得
の
い
く
解
答
を
作
り
上

げ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
復
習
す
る
際
に
は
、
時
間
を
気

に
せ
ず
に
丁
寧
に
解
答
を
作
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
だ
。
古

文
・
漢
文
は
全
訳
や
書
き
下
し
を
自
分
で
作
り
、
内
容
を
理

解
し
た
う
え
で
、
再
度
問
題
に
取
り
組
む
と
よ
い
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

一 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

全
問
正
解
で
き
て
い
る
答
案
は
少
な
く
、
ａ
「
顧
慮
」
を

「
考
慮
」「
固
慮
」、
ｅ
「
包
摂
」
を
「
包
節
」「
包
説
」
な
ど

と
誤
る
も
の
が
目
立
っ
た
。
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
非
正
規
雇
用
者
と
し
て 

ｂ
補
助
業
務
に
従
事
す
る
と

い
う 

ｃ
雇
用
形
態
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
９
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
４
点
、
ｃ
部
２
点
。 

 

〈
基
幹
的
な
職
種
以
外
の
仕
事
〉〈
パ
ー
ト
や
派
遣
労
働
者
〉

と
い
う
方
向
で
ま
と
め
て
い
る
答
案
が
多
く
、
ａ
・
ｃ
の
要

素
を
網
羅
で
き
て
い
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
解
説
を
よ
く

読
み
、
傍
線
部
前
後
の
文
脈
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
フ
リ
ー
タ
ー
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
イ
メ
ー
ジ
を 

ｂ
若
年

男
性
に 

ｃ
負
わ
せ
、
ｄ
一
人
前
の
職
業
人
と
し
て
の
自
覚

が
薄
い
者 

ｃ
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
ｅ
彼
ら
を
正
規

雇
用
に
値
し
な
い
と
企
業
が
見
な
す
〟
と
い
う
点
を
押
さ
え

て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
14
点 

＊
ａ
ｄ
部
各
３
点
、
ｂ
部
１
点
、
ｃ
部
２
点
、
ｅ
部
５
点
。 

 

〈
若
年
男
性
を
正
規
雇
用
か
ら
排
除
す
る
〉
と
い
う
大
枠

は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
し

て
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
、
制
限
字
数
に
合
わ
せ
て
解
答
を

作
成
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
若
年
男
性
が

ど
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
い
る
の
か
、
解
説
を
読

ん
で
整
理
し
て
お
こ
う
。 

 

四 

誤
答
で
目
立
っ
た
の
は
イ
。
解
説
で
示
し
た
通
り
、「
フ

レ
キ
シ
ブ
ル
」
の
語
義
を
押
さ
え
て
選
択
肢
を
検
討
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
問
題
文
中
の
表
現
が
含
ま
れ
る
選
択
肢

を
そ
の
ま
ま
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
傍
線
部
の
正
確
な
意
味
を

押
さ
え
て
検
討
し
よ
う
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
解
剖
学
的
性
差
に
基
づ
く
男
性
の
正
規
雇
用
は
止
め
て 

ｂ
競
争
に
勝
っ
た
男
性
を
〈
真
の
男
性
〉
と
見
な
し
、
正
規

雇
用
者
に
す
る
こ
と
が
、
ｃ
新
し
い
資
本
の
論
理
と
し
て
急

激
に
進
行
し
て
い
る
〟
と
い
う
点
を
押
さ
え
て
―
―
14
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
５
点
、
ｃ
部
４
点
。 

 

〈
男
同
士
の
絆
〉〈
真
の
男
性
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ど

う
説
明
す
る
か
に
苦
労
し
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
。〈
競
争

に
勝
ち
残
れ
ば
誰
で
も
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
〉
と

前
向
き
な
方
向
で
ま
と
め
て
い
る
答
案
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、

問
題
文
末
尾
の
結
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、〈
家
父
長
制
論
理
に
立

脚
し
た
上
で
、
競
争
に
勝
っ
た
男
性
の
み
を
選
別
す
る
〉
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
自
分
の
答
案
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
。 

 

六 

誤
答
は
分
散
し
て
い
た
が
、
や
や
目
立
っ
た
の
は
ウ
。

「
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
秩
序
の
論
理
」と
は
、

「
近
代
的
性
別
分
業
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
単
に
肯
定
す
る
だ

け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
選
別
を
加
え
る
と
い
う
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
解
説
を
よ
く
読
み
、
正
答
選
択
肢
を
確
認
し
て
お

こ
う
。 

 

二 

小
説 

一 

ａ
ｂ
ｃ
と
も
に
だ
い
た
い
よ
く
で
き
て
い
た
が
、
ｂ
の

「
性
懲
り
も
な
く
」
は
、
ａ
の
「
余
儀
な
く
」、
ｃ
の
「
融
通
」

な
ど
と
比
べ
る
と
多
少
な
じ
み
が
薄
か
っ
た
の
か
、
ア
イ
ウ

の
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
。「
性
懲
り
」
の
「
性
」
は
〈
本
性
〉

の
こ
と
で
、〈
心
の
底
か
ら
懲
り
る
こ
と
〉
を
意
味
す
る
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
父
か
ら
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
向
け

ら
れ
て
い
た
母
を 

ｂ
気
の
毒
に
思
う
一
方
、
ｃ
そ
こ
に
潜

ん
で
い
た
母
に
対
す
る
父
の
愛
情
を 

ｄ
ほ
ほ
え
ま
し
く
感

じ
て
い
る
心
情
〟
と
い
う
点
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
11
点 

＊
ａ
ｂ
ｃ
部
各
３
点
、
ｄ
部
２
点
。 

 

〈「
母
」
に
対
す
る
心
情
〉
だ
け
を
答
え
て
い
る
答
案
も
目

に
つ
く
が
、
設
問
に
は
〈
父
母
に
対
す
る
心
情
〉
と
あ
る
の
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で
、〈
父
と
母
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
〉、
あ
る
い
は
〈
父

と
母
の
関
係
に
対
す
る
心
情
〉
と
し
て
答
え
た
い
。
そ
う
し

た
細
か
い
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
て
解
答
で
き
る
よ
う
に
な
れ

ば
、
点
数
は
伸
び
る
。 

 

三 

全
体
的
に
、〈
私
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
た
理
由
〉
を
よ
く

読
み
取
れ
て
い
る
。
イ
と
答
え
た
人
が
少
数
い
る
が
、
少
々

考
え
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。娘
で
あ
る「
私
」

は
、〈
母
が
幸
せ
だ
っ
た
こ
と
〉
を
疑
っ
て
は
い
な
い
。 

 

四 

こ
ち
ら
も
よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
前
問
の
三
よ

り
も
選
択
肢
が
紛
ら
わ
し
か
っ
た
よ
う
で
、
イ
ウ
エ
の
誤
答

が
散
見
さ
れ
る
。選
択
肢
の
ど
こ
の
表
現
が
不
適
切
な
の
か
、

解
説
を
よ
く
読
ん
で
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
「
魂
を
抜
き
取
ら
れ
る
」
と
い
う
冗
談
を
否
定
し
な
か

っ
た
た
め 

ｂ
母
が
病
気
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と 

ｃ

後
悔
す
る
一
方
、
ｄ
好
き
な
写
真
を
断
っ
て 

ｅ
母
の
病
気

が
良
く
な
る
よ
う 

ｆ
願
掛
け
を
し
よ
う
と
し
た
か
ら
〟
を

押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
12
点 

＊
ａ
～
ｆ
部
各
２
点
。 

 

形
の
上
で
は
理
由
説
明
問
題
だ
が
、
実
は
指
示
語
の
内
容

を
、
本
文
を
要
約
し
て
ま
と
め
れ
ば
よ
い
問
題
な
の
で
、
方

向
と
し
て
は
だ
い
た
い
よ
く
で
き
て
い
る
。
た
だ
、
細
か
い

表
現
の
部
分
で
点
数
に
差
が
出
た
。「
母
が
病
気
に
な
っ
た
の

は
自
分
の
言
動
が
原
因
で
は
な
い
か
と
自
負
し
…
…
」
と
書

い
た
人
が
い
る
が
、「
自
負
」
は
〈
自
分
の
行
動
な
ど
に
自
信

と
誇
り
を
も
つ
こ
と
〉
で
あ
る
。 

 

六 

正
答
が
一
番
多
か
っ
た
も
の
の
、
ア
イ
エ
オ
に
も
答
が

分
散
し
た
。
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
選
択
肢
が

長
く
な
る
こ
と
が
多
く
、
内
容
を
し
っ
か
り
比
較
し
な
が
ら

読
解
す
る
こ
と
が
意
外
と
難
し
い
。
選
択
肢
の
ど
の
部
分
が

不
適
切
な
の
か
を
確
実
に
見
抜
け
る
よ
う
に
、
十
分
な
練
習

を
積
ん
で
ほ
し
い
。 

 

三 

古
文 

一 

四
つ
と
も
正
解
で
き
た
人
は
、「
に
」
の
識
別
に
つ
い
て

は
自
信
を
も
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ａ
の
「
格
助
詞
」
が
意
外

と
盲
点
だ
っ
た
よ
う
で
、
ウ
エ
と
し
た
誤
答
が
目
に
つ
く
。

そ
の
結
果
、
ｂ
ｃ
に
入
れ
る
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

全
体
が
ガ
タ
ガ
タ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
も
い

る
。
品
詞
の
識
別
は
古
文
読
解
の
基
礎
と
な
る
た
め
、
試
験

に
頻
出
す
る
。
今
回
の
「
に
」
の
識
別
は
そ
の
代
表
な
の
で
、

し
っ
か
り
復
習
し
て
お
き
た
い
。 

 

二 

１
の
「
い
う
に
」
を
「
優
に
」
と
解
釈
す
る
の
は
難
し

い
だ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
た
が
、
や
は
り
ア
ウ
の
誤
答
も
多

か
っ
た
。
イ
と
答
え
た
人
は
惜
し
い
。
言
葉
の
意
味
と
し
て

は
誤
り
で
は
な
い
が
、
こ
こ
は
〈
式
部
に
対
す
る
評
価
〉
で

あ
る
こ
と
ま
で
考
え
て
判
断
し
た
か
っ
た
。 

 

２
も
予
想
通
り
エ
の
誤
答
が
多
い
が
、「
こ
ま
や
か
に
て
」

を
「（
と
て
も
行
き
届
い
た
）
風
情
で
」
と
解
釈
す
る
の
は
意

訳
に
過
ぎ
る
の
で
、
正
解
の
イ
に
及
ば
な
い
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
保
昌
が
式
部
を 

ｂ
恋
し
く
思
う 

ｃ
様
子
〟
を
押
さ

え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
６
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
２
点
、
ｃ
部
１
点
。 

 

こ
の
「
思
ひ
」
が
〈
恋
愛
感
情
〉
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
の
人
が
押
さ
え
て
い
た
が
、
細
か
な
と
こ
ろ
で
差
が
つ
い

た
。
ま
ず
、
設
問
に
は
「
人
物
関
係
が
わ
か
る
よ
う
に
」
と

あ
る
の
で
、〈
保
昌
が
式
部
を
（
恋
し
た
）〉
と
い
う
二
人
の

関
係
を
正
し
く
示
す
こ
と
が
ま
ず
重
要
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
思

ひ
の
色
」
は
、
女
院
が
保
昌
の
気
持
ち
を
悟
る
こ
と
に
な
っ

た
契
機
と
な
る
も
の
な
の
で
、〈（
表
面
に
現
れ
た
）
様
子
・

気
配
〉
で
あ
る
こ
と
ま
で
明
示
し
た
い
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
保
昌
が
、
ｂ
院
の
意
向
に
遠
慮
し
て
式
部
へ
の
恋
心
を

打
ち
明
け
な
い
で
、
ｃ
神
仏
に
祈
っ
て
気
持
ち
を
抑
え
よ
う

と
し
た
も
の
の
、
ｄ
な
お
募
る
思
い
に
苦
し
ん
で
い
る
と 

ｅ
知
っ
た
か
ら
〟
と
説
明
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
10
点 

＊
ａ
ｅ
部
１
点
、
ｂ
ｃ
部
３
点
、
ｄ
部
２
点
。 

 

院
が
傍
線
部
の
よ
う
に
思
っ
た
理
由
は
、
傍
線
部
の
直
前

に
「
…
…
な
ど
申
し
上
げ
け
れ
ば
」
と
理
由
を
述
べ
る
表
現

が
あ
る
の
で
、
保
昌
が
申
し
上
げ
た
内
容
を
要
約
す
れ
ば
よ

い
と
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
本
文
全
体
の
大
意
を
押
さ
え
て
い

る
人
は
、
細
か
い
表
現
で
の
減
点
は
あ
っ
て
も
、
だ
い
た
い

得
点
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
人
物
関
係
を
読
み

取
れ
な
か
っ
た
人
も
多
く
、
あ
ま
り
で
き
は
よ
く
な
い
。〈
保

昌
が
女
院
に
恋
し
て
い
る
〉
な
ど
と
誤
解
し
た
人
は
、
本
文

を
最
初
か
ら
丁
寧
に
読
み
直
し
て
、
ど
こ
で
そ
う
読
み
違
え

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
確
認
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。 
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五 
和
歌
の
解
釈
に
関
す
る
問
題
で
、
難
し
か
っ
た
は
ず
だ

が
、
意
外
と
正
答
率
は
悪
く
な
い
。
あ
て
ず
っ
ぽ
う
で
選
択

し
た
人
も
い
る
だ
ろ
う
が
、〈
一
番
そ
れ
ら
し
い
選
択
肢
を
見

抜
く
力
〉
も
大
切
で
は
あ
る
。
た
だ
、
選
択
肢
が
受
験
者
を

引
っ
か
け
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
通
用
し
な
い

の
で
、
そ
れ
ば
か
り
に
頼
る
の
は
や
め
よ
う
。
誤
答
は
ウ
エ

オ
に
分
散
し
た
。
解
説
を
参
考
に
、
誤
答
と
な
る
ポ
イ
ン
ト

を
確
認
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

六 

設
問
に
「
相
手
に
ど
の
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
詠
ん
で

い
る
の
か
、『
…
…
て
ほ
し
い
。』
に
つ
な
が
る
形
で
」
と
あ

る
の
で
、
歌
の
句
末
の
「
な
ん
」
が
〈
他
に
対
す
る
自
分
の

望
み
を
表
す
終
助
詞
「
な
ん
（
な
む
）」〉
で
あ
る
こ
と
は
す

ぐ
に
見
抜
け
る
は
ず
で
あ
る
。 

〔
採
点
基
準
〕 

Ｙ 〝
ａ
逢
瀬
の
思
い
が
冷
め
な
い
う
ち
に
す
ぐ 

ｂ
返
事
を
送

っ
（
て
ほ
し
い
。）
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
７
点 

＊
ａ
部
４
点
、
ｂ
部
３
点
。 

 

句
末
に
「
文
結
ば
な
ん
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、〈
手
紙
を
送

っ
て
ほ
し
い
〉
と
い
う
意
味
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
見
抜

く
。
さ
ら
に
上
の
句
か
ら
、〈
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
の
気
分
が
冷

め
る
前
に
〉
な
ど
と
補
足
説
明
を
す
れ
ば
よ
い
。 

Ｚ 〝
ａ
ひ
と
り
寝
の
夜
の 

ｂ
袖
を
濡
ら
す
涙
の
多
さ
を 

ｃ

知
っ
（
て
ほ
し
い
。）
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
７
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
３
点
、
ｃ
部
１
点 

 

こ
ち
ら
も
句
末
に
「
知
ら
な
ん
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
何

か
を
〈
知
っ
て
ほ
し
い
〉
と
訴
え
て
い
る
歌
で
あ
る
こ
と
を

ま
ず
見
抜
く
。〈
一
人
寝
る
夜
の
袖
（
を
知
っ
て
ほ
し
い
）〉

の
意
味
を
正
し
く
解
釈
す
る
の
は
難
し
か
っ
た
と
思
う
が
、

解
説
を
よ
く
読
ん
で
、
次
に
同
じ
よ
う
な
問
題
が
出
た
と
き

に
は
、
き
ち
ん
と
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。 

 

四 

漢
文 

一 

特
に
ｃ
「
が
え
ん
ぜ
ず
」
が
で
き
て
い
な
い
も
の
が
目

立
っ
た
。「
サ
変
動
詞
」
と
い
う
限
定
に
答
え
よ
う
と
「
こ
う

せ
ず
」「
ぜ
せ
ず
」
な
ど
の
読
み
を
作
り
出
し
て
い
る
答
案
が

見
受
け
ら
れ
た
。
重
要
語
な
の
で
、
し
っ
か
り
押
さ
え
て
お

く
こ
と
。 

 

二 

誤
答
で
目
立
っ
た
の
は
ア
。
使
役
の
句
形
の
解
釈
が
難

し
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
使
役
の
助
動
詞
「
令
」
＋
動
詞

「
還
」
＋
目
的
語
「
車
」
＝
〈
車
を
還
さ
せ
る
〉
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
け
る
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト

だ
っ
た
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
豈
に 

ｂ
必
ず
し
も 

ｃ
罪
に
伏
せ 

ａ
ん
や
〟
と
書

き
下
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
５
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
２
点
、
ｃ
部
１
点
。 

反
語
の
「
豈
に
…
…
ん
や
」
は
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
も
の

が
多
か
っ
た
が
、
完
答
で
き
て
い
る
答
案
は
少
な
く
、「
必
」

を
部
分
否
定
の
「
必
ず
し
も
」
と
読
む
こ
と
を
押
さ
え
ら
れ

て
い
な
い
も
の
が
目
立
っ
た
。
全
部
否
定
と
部
分
否
定
に
つ

い
て
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
石
渚
よ
、（
お
前
は
） 

ｂ
執
法
官
（
政
廷
）
の
仕
事
に 

ｃ
戻
り
な
さ
い
〟
と
訳
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
７
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
ｃ
部
各
２
点
。 

 

〈
王
が
石
渚
に
呼
び
か
け
て
い
る
〉
こ
と
は
押
さ
え
ら
れ

て
も
、「
事
」
が
何
を
指
す
か
読
み
取
れ
て
い
な
い
も
の
が
多

か
っ
た
。
問
題
文
全
体
の
文
脈
を
押
さ
え
て
解
釈
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
、
全
訳
を
参
考
に
、
傍
線
部
に
至
る
流
れ
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

ⅰ
 〝

ａ
殺
人
者
は
逮
捕
処
刑
さ
れ
る
と
い
う
法
を
破
っ
た
の
で 

ｂ
政
廷
と
し
て
国
法
を
守
り
死
罪
と
な
っ
た
行
為
〟
を
押
さ

え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
８
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
５
点
。 

ⅱ
 〝

ａ
親
を
裁
く
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
の
私
情
か
ら
、 

 

ｂ
殺
人
者
で
あ
る
父
を
逮
捕
処
刑
し
な
か
っ
た
行
為
〟
を
押

さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
８
点 

＊
ａ
ｂ
部
各
４
点
。 

 

方
向
違
い
の
答
案
も
見
ら
れ
た
が
、
問
題
文
の
内
容
を
お

お
む
ね
把
握
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
答
案
が
多
か
っ
た
。

た
だ
、「
忠
」
と
「
孝
」
を
整
理
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
難
し

か
っ
た
よ
う
だ
。
石
渚
は
父
の
身
代
わ
り
と
し
て
処
刑
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
国
法
を
守
る
た
め
に
死
罪
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
解
説
を
よ
く
読
ん
で
整
理
し
て
お
こ
う
。 



第
五
回 

高
二
国
語 

   

総 

評 

記
述
問
題
を
白
答
に
し
て
い
る
答
案
も
見
ら
れ
た
が
、
解

答
欄
を
な
ん
と
か
埋
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
様
子
が
う
か

が
え
る
答
案
が
多
か
っ
た
。
時
間
制
限
の
厳
し
い
模
試
で
は

な
か
な
か
納
得
の
い
く
解
答
を
作
り
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い

の
で
、
復
習
す
る
際
に
は
、
時
間
を
気
に
せ
ず
に
丁
寧
に
解

答
を
作
っ
て
み
る
こ
と
が
大
切
だ
。
古
文
・
漢
文
は
全
訳
や

書
き
下
し
を
自
分
で
作
り
、
内
容
を
理
解
し
た
う
え
で
、
再

度
問
題
に
取
り
組
む
と
よ
い
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 
 

一 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

全
問
正
解
で
き
て
い
る
答
案
は
少
な
く
、特
に
ａ「
卑
近
」

を
誤
る
も
の
が
目
立
っ
た
。
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
人
文
学
的
研
究
は
、
ａ
文
化
や
社
会
の
抱
え
る
公
的
な
問

題 

ｂ
と
も
関
係
づ
け
て
人
間
を
広
く
捉
え
る
べ
き
も
の
な

の
に
、
ｃ
研
究
者
の
私
的
な
好
奇
心
に
発
し
、
ｄ
そ
の
好
奇

心
を
満
た
せ
ば
十
分
な
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
14
点 

＊
ａ
ｃ
部
各
５
点
、
ｂ
ｄ
部
各
２
点
。 

 

〈
人
文
学
的
研
究
は
公
的
で
あ
る
べ
き
〉〈
研
究
者
の
私
的

な
好
奇
心
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
〉
と
い
う
大
枠
は
押
さ
え

ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。「
人
文
学
的
研
究
が
、
個
人

的
な
嗜
好
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
傍
線
部

の
構
造
を
意
識
し
て
、〈
研
究
者
の
私
的
な
関
心
か
ら
発
し
、

そ
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
〉
と
い
う
形

で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
で
差
が
つ
い
た
。 

 

三 

誤
答
で
は
「
そ
れ
と
同
様
」
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
は
筆

者
の
考
え
る
学
問
の
あ
る
べ
き
姿
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
り
、

設
問
で
問
わ
れ
て
い
る
〈
学
問
の
世
界
で
勝
負
す
る
専
門
的

研
究
の
あ
り
方
〉
と
は
異
な
る
。「
そ
も
そ
も
、」
を
抜
き
出

す
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
箇
所
は
具
体
的
な
説
明
と
し
て

は
不
十
分
。
解
説
を
読
み
、
考
え
方
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。 

 

四 

誤
答
で
目
立
っ
た
の
は
オ
。
問
題
文
を
通
し
て
筆
者
が

問
題
意
識
を
抱
い
て
い
る
の
は
、〈
人
文
学
に
お
け
る
専
門
的

研
究
〉
が
〈
研
究
者
の
私
的
な
好
奇
心
の
た
め
に
行
わ
れ
て

し
ま
う
〉
点
で
あ
り
、
研
究
の
結
果
で
は
な
く
出
発
点
＝
目

的
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
よ
う
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
社
会
を
支
え
る
価
値
を 

ｂ
疑
い
、
問
い
直
し
、
新
た

に
創
造
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
学
問
と
し
て
人
文
学
を
捉

え
れ
ば
、
ｃ
そ
の
「
価
値
」
の
問
題
も
、
ｄ
研
究
者
が
私
的

な
関
心
事
か
ら
脱
却
し
な
い
限
り
探
究
で
き
な
い
（
ｃ
）
公

的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
〟
と
い
う
点
を
押
さ
え

て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
16
点 

＊
ａ
ｄ
部
各
３
点
、
ｂ
部
６
点
、
ｃ
部
４
点
。 

 

傍
線
部
の
前
か
ら
、「『
価
値
』
を
問
い
、
観
察
し
、
分
析

し
、
批
判
し
、
創
造
し
て
い
く
」「
研
究
の
『
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

化
』」と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
で
き
て
い
る
答
案
が
多

か
っ
た
。
さ
ら
に
得
点
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
設
問
の
問
い

か
け
に
対
応
す
る
文
構
造
に
な
る
よ
う
に
解
答
を
組
み
立
て

る
必
要
が
あ
る
。
解
説
を
よ
く
読
ん
で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

六 

誤
答
は
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
に
分
散
し
た
。「
適
切
で
な

い
も
の
」
を
選
ぶ
点
に
注
意
し
、
丁
寧
に
各
選
択
肢
を
検
討

し
よ
う
。 

 

二 一 

ａ
「
見
切
り
発
車
」
は
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

ｂ
「
水
を
さ
し
」
は
ウ
「
受
け
入
れ
よ
う
と
せ
ず
に
拒
絶

し
」・
エ
「
客
観
的
な
意
見
を
述
べ
て
混
乱
さ
せ
」
を
選
ん
だ

人
が
若
干
い
た
。
漢
字
で
は
「
水
を
差
す
」
と
表
記
し
、〈
水

を
入
れ
る
・
水
を
掛
け
る
〉
が
原
義
。
つ
ま
り
〈
ち
ょ
う
ど

い
い
と
こ
ろ
に
余
計
な
も
の
を
入
れ
て
、だ
い
な
し
に
す
る
〉

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
エ
は
多
少
紛
ら
わ
し
い
が
、「
客
観
的
な

意
見
」
に
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
が
乏
し
く
、
不
適
切
。 

 

ｃ
「
浅
ま
し
い
」
は
、
エ
「
近
視
眼
的
で
、
思
慮
が
足
り

な
い
」
を
選
ん
だ
人
が
多
か
っ
た
。
傍
線
部
を
含
む
一
文
の

冒
頭
に
あ
る
「
そ
れ
」
は
、
直
前
の
文
の
「
彼
が
私
と
同
じ

場
所
に
い
る
と
い
う
思
い
」
を
指
す
。
こ
れ
は
、「
自
分
の
能

力
の
境
界
線
を
勝
手
に
引
き
、
あ
っ
さ
り
と
（
画
家
に
な
る

夢
を
）
諦
め
て
し
ま
っ
た
」「
私
」
の
、「
嫉
妬
心
に
も
似
た
、

一
種
の
羨
望
か
ら
来
る
感
情
に
よ
る
も
の
」
と
考
え
ら
れ
、

傍
線
部
に
続
く
激
し
い
「
自
己
嫌
悪
」
の
吐
露
（
特
に
「
私

は
ど
こ
か
で
彼
の
挫
折
を
願
っ
て
い
た
の
か
」
の
一
文
）
か



ら
も
、
単
に
〈
思
慮
の
足
り
な
さ
を
悔
い
て
い
る
〉
の
で
は

な
く
、〈
自
分
の
下
劣
さ
に
対
す
る
自
責
の
念
〉
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
彼
が 

ｂ
一
般
的
な
男
性
よ
り
も 

ｃ
急
激
に
、
ｄ
父

親
に
な
る
の
だ
と
い
う
自
覚
を 
ｃ
自
分
の
中
に
目
覚
め
さ

せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
10
点 

＊
ａ
部
１
点
、
ｂ
～
ｄ
部
各
３
点
。 

 

全
体
的
に
よ
く
で
き
て
い
た
が
、
主
語
の
「
彼
」
に
当
た

る
言
葉
が
な
い
な
ど
、
説
明
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
欠
く
答

案
も
多
い
。
ま
た
、〈
意
識
の
上
昇
カ
ー
ブ
が
大
き
い
〉
を
「
自

覚
が
強
い
」
と
い
っ
た
表
現
で
説
明
し
た
答
案
も
散
見
さ
れ

る
が
、「
女
性
は
『
瞬
間
的
』」
と
の
対
比
か
ら
も
、
こ
こ
は

〈
強
さ
〉
で
は
な
く
〈
速
さ
〉
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。 

 

三 

イ
オ
と
答
え
た
人
が
少
数
お
り
、
確
か
に
微
妙
な
選
択

肢
が
並
ん
で
い
る
が
、「
明
ら
か
に
含
ま
れ
な
い

、
、
、
、
、
」
と
断
定
で

き
る
選
択
肢
は
、
ウ
「
彼
が
『
私
』
と
子
供
を
選
ん
だ
こ
と

を
後
悔
し
て
い
て
、
い
つ
か
そ
の
気
持
ち
が
爆
発
す
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
不
安
」
だ
け
で
あ
る
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
彼
は
、
二
つ
の
こ
と
を
並
行
し
て
で
き
る
性
質
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
ｂ
講
師
を
し
な
が
ら
絵
の
制
作
を
続
け
る
こ

と
は
諦
め
て
、
ｃ
講
師
の
仕
事
だ
け
に
集
中
す
る
状
況
に
な

っ
た
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
12
点 

＊
ａ
部
４
点
、
ｂ
部
６
点
、
ｃ
部
２
点
。 

 

方
向
と
し
て
は
正
し
い
答
案
が
多
い
が
、「
慣
用
句
の
意
味

を
踏
ま
え
て
」
と
い
う
条
件
が
難
し
か
っ
た
の
か
、
ま
と
ま

り
の
悪
い
説
明
を
し
て
い
る
答
案
が
多
い
。
慣
用
句
の
説
明

を
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
こ
の
文
脈
に
お
け
る
意
味
を
含
ま
せ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
説
明
し
や
す
か
っ
た
は
ず
。 

 

五 

一
の
ｃ
「
浅
ま
し
い
考
え
」
と
連
動
し
た
心
情
を
問
う

設
問
だ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
よ
く
で
き
て
い
た
。
イ
・
エ
の

誤
答
も
少
数
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
こ
ま
で
の
内
容
は
本
文
か

ら
読
み
取
れ
な
い
。 

 

六 

オ
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
正
解
で
き
て
い
た
が
、
エ
の
代

わ
り
に
ア
を
選
択
し
た
人
が
若
干
い
る
。
前
向
き
に
な
っ
た

り
後
ろ
向
き
に
な
っ
た
り
を
繰
り
返
す
「
私
」
の
揺
れ
る
心

情
を
、
逆
接
の
多
用
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
り
た
い
。
ま
た
、
エ
の
「
あ
ら
ゆ
る
色
」
に
は
、「
希
望
」

の
色
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
。 

 
表
現
に
関
す
る
問
題
は
、
選
択
肢
の
内
容
と
本
文
の
内
容

を
比
較
す
る
こ
と
が
意
外
と
難
し
い
。
選
択
肢
の
ど
の
部
分

が
不
適
切
な
の
か
を
確
実
に
見
抜
け
る
よ
う
に
、
十
分
な
練

習
を
積
ん
で
ほ
し
い
。 

 

三 
 

一 

ａ
誤
答
は
カ
「
尊
敬
の
助
動
詞
」
が
多
か
っ
た
が
、
尊

敬
の
「
る
」
は
未
然
形
に
接
続
す
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
「
た

ま
は
・
れ
ば
」
と
な
る
。 

 

ｂ
誤
答
は
イ
「
完
了
の
助
動
詞
」
エ
「
受
身
の
助
動
詞
」

に
割
れ
た
。ラ
行
下
二
段
活
用
動
詞
の
活
用
語
尾「
―
る
る
」

の
形
を
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

ｃ
誤
答
は
予
想
通
り
オ
「
使
役
の
助
動
詞
」
に
集
中
し
た

が
、「
使
役
」
と
す
る
と
〈（
私
に
）
わ
か
ら
せ
て
く
だ
さ
い
〉

と
な
り
、
意
味
が
通
ら
な
い
。 

 

ｄ
誤
答
は
ク
「
形
容
詞
の
一
部
」
が
多
く
、
キ
「
動
詞
の

一
部
」
も
散
見
さ
れ
た
が
、「
は
べ
り
な
」
は
「
は
べ
り
＋
な
」

の
二
語
で
あ
る
。
形
容
詞
や
動
詞
の
活
用
表
か
ら
も
う
一
度

復
習
し
て
ほ
し
い
。 

 

二 

ｘ
比
較
的
よ
く
で
き
て
い
た
。
誤
答
は
ウ
に
集
中
し
た

が
、「
で
き
な
さ
ら
な
い
」
と
い
う
敬
語
に
当
た
る
部
分
が
傍

線
部
に
は
な
い
。
な
お
、「
言
ひ
尽
く
す
」
は
〈
全
部
言
う
・

最
後
ま
で
言
う
〉
の
意
。 

 

ｙ
こ
ち
ら
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
誤
答
が
イ
ウ
オ
に
分

散
し
た
。
確
か
に
紛
ら
わ
し
い
が
、〈
平
安
貴
族
の
姫
君
は
た

い
て
い
女
房
た
ち
と
生
活
し
て
い
る
〉
と
い
う
古
典
常
識
を

覚
え
て
お
き
た
い
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
狭
衣
中
将
の
、
ｂ
『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
妹
に
恋
心
を

抱
い
た
人
物
と
同
様
に
、
ｃ
妹
同
然
の
源
氏
の
宮
を
恋
い
慕

っ
て
い
る
心
情
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
―
―
10
点 

＊
ａ
部
２
点
、
ｂ
ｃ
部
各
４
点
。 

 

「
昔
の
跡
」
を
〈
旧
跡
〉
の
よ
う
に
と
ら
え
た
人
が
散
見

さ
れ
る
が
、
実
際
の
〈
場
所
〉
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
昔

の
物
語
の
〈
内
容
〉
の
こ
と
も
い
う
。
ま
た
、
こ
こ
は
「
説

明
」
問
題
な
の
に
、
口
語
訳
を
し
た
人
が
い
る
。
設
問
の
指

示
は
注
意
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
。 

 

四 

「
掛
詞
」「
縁
語
」
の
意
味
を
知
ら
な
い
人
が
多
か
っ
た



よ
う
で
、
Ａ
を
正
し
く
押
さ
え
ら
れ
た
人
は
半
数
程
度
、
Ｂ

Ｃ
を
二
つ
と
も
押
さ
え
ら
れ
た
人
は
三
割
程
度
。
設
問
に
あ

る
説
明
文
の
「
…
…
の
○
と
△
は
掛
詞
、
※
と
＊
は
縁
語
」

と
い
う
説
明
形
式
を
覚
え
て
お
く
と
、
今
後
同
じ
よ
う
な
出

題
が
さ
れ
た
場
合
に
対
応
し
や
す
い
。 

 

五 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
急
に 

ｂ
あ
な
た
が
私
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
る
の
は
、

ｃ
か
え
っ
て 

ｄ
周
り
の
者
に
は 
ｅ
不
審
に 

ｄ
見
え
ま

す 

ｆ
で
し
ょ
う
〟
と
口
語
訳
し
て
―
―
―
―
―
10
点 

＊
ａ
ｄ
ｅ
部
各
１
点
、
ｂ
部
３
点
、
ｃ
ｆ
部
各
２
点
。 

 

こ
ち
ら
は
「
口
語
訳
」
問
題
だ
が
、
説
明
し
て
い
る
人
が

い
る
。
ま
た
、
空
欄
の
ま
ま
の
解
答
も
目
立
つ
。
確
か
に
難

し
い
問
題
だ
が
、
状
況
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
場
合
で
も
、
傍

線
部
の
単
語
を
丁
寧
に
現
代
語
に
置
き
換
え
て
書
い
て
お
け

ば
、
何
点
か
部
分
点
を
も
ら
え
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
最
後

ま
で
諦
め
ず
に
解
答
し
て
ほ
し
い
。 

 

六 

誤
答
は
イ
に
集
中
し
た
。
こ
こ
は
主
語
が
省
略
さ
れ
た

ま
ま
人
物
の
行
動
が
次
々
と
入
れ
替
わ
っ
て
書
か
れ
て
い
る

た
め
わ
か
り
に
く
い
が
、
一
貫
し
て
、
泣
い
て
い
る
の
は
「
狭

衣
」
で
、
怯
え
て
い
る
の
が
「
源
氏
の
宮
」
で
あ
る
。 

 

四 
 

一 

完
答
で
き
て
い
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
特
に
ｃ
・
ｄ

の
「
自
」
の
読
み
分
け
は
難
し
か
っ
た
だ
ろ
う
。
文
脈
を
踏

ま
え
て
最
適
な
読
み
が
選
べ
る
よ
う
に
、
解
説
を
よ
く
読
ん

で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
将
に
別
れ
ん
と
し
て 

ｂ
之
に
謂
ひ
て
曰
は
く
〟
と
書

き
下
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
５
点 

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
２
点
。 

「
将
別
」「
謂
之
曰
」
で
切
れ
目
が
あ
る
文
構
造
で
あ
る
こ

と
を
読
み
取
れ
な
か
っ
た
も
の
が
目
立
っ
た
。
ま
た
、
再
読

文
字
「
将
に
…
…
ん
と
す
」
を
正
し
く
読
め
て
い
な
い
も
の

も
見
受
け
ら
れ
た
。
基
本
事
項
な
の
で
し
っ
か
り
押
さ
え
て

お
い
て
ほ
し
い
。 

 

三 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
重
ね
て 

ｂ
身
に
余
る
厚
遇
を
い
た
だ
い
て
い
る 

ｃ

な
ら
ば 

ｄ
他
人
に
ね
た
ま
れ
る 

ｅ
こ
と
に
な
ろ
う
〟
と

訳
し
て
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
９
点 

＊
ａ
ｃ
ｅ
部
各
１
点
、
ｂ
ｄ
部
各
３
点
。 

 
「
為
人
所
嫉
」
を
〈
人
に
嫉
妬
さ
れ
る
〉
と
受
身
で
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
て
い
る
答
案
が
多
か
っ
た
が
、「
叨
拠
過
分
」

の
訳
出
は
難
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
国
司
に
任
命
さ
れ
た
弟
に

兄
が
問
い
か
け
て
い
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
過

分
」
の
内
容
を
と
ら
え
た
い
。 

 

四 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
他
人
の
悪
意
あ
る
行
為
を
受
け
た
と
き
に
、
ｂ
何
も
言

わ
ず
に
そ
れ
を
処
理
す
る
だ
け
だ
と
、
ｃ
か
え
っ
て
相
手
の

感
情
を
逆
な
で
し
、
ｄ
相
手
の
悪
意
を
増
幅
さ
せ
て
し
ま
う

お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
〟
を
押
さ
え
て
―
―
―
―
―
―
12
点 

＊
ａ
ｂ
ｃ
ｄ
部
各
３
点
。 

＊
〈
他
人
に
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
る
〉
と
い
う
具
体
例
に
沿

っ
て
説
明
し
た
も
の
も
可
。 

 

難
度
の
高
い
設
問
だ
っ
た
が
、
自
分
な
り
に
解
答
欄
を
埋

め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
答
案
が
多
く
見
ら
れ
た
。
問
題
文

に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
ま
で
作
っ
て
付
け
加
え
て
し
ま
っ

て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
が
、
ま
ず
は
直
前
の
「
弟
の

返
答
」
の
内
容
を
押
さ
え
る
こ
と
を
意
識
し
て
解
答
を
作
成

し
よ
う
。 

 

五 

誤
答
は
分
散
し
た
が
、
イ
・
オ
が
目
立
っ
た
。
選
択
肢

は
い
ず
れ
も
も
っ
と
も
ら
し
く
、
難
度
が
高
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
が
、〈
人
の
恨
み
を
買
う
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
〉〈
無

為
自
然
の
態
度
で
も
の
ご
と
を
受
け
流
す
〉
と
い
う
師
徳
の

態
度
は
、〈
先
人
の
髪
膚
を
全
う
す
る
〉
た
め
の
手
段
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
押
さ
え
よ
う
。 
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