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　次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑺
の
問
い
に
答
え
よ
。

1

　か
つ
て
「
必
要
は
発
明
の
母
」
と
言
わ
れ
た
が
、
今
や
「
発
明
は
必
要
の
母
」
と
な
っ
て
い
る
。

「
必
要
」
と
は
、
よ
り
安
全
で
、
よ
り
便
利
で
、
よ
り
小
型
で
、
よ
り
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
、

よ
り
能
率
的
で
、
と
い
う
よ
う
な
人
間
が
持
つ
欲
望
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
欲
望
に
突
き
動
か
さ�

れ
て
さ
ま
ざ
ま
な
新
製
品
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
、
人
々
の
生
活
に
利
便
を
も
た

ら
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
間
と
い
う
知
的
好
奇
心
を
持
つ
動
物
特
有
の
能
力
の
一
つ
が

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
は
文
化
と
い
う
他
の
動
物

に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
可
能
性
を
獲
得
し
た
。「
必
要
」
と
い
う
感
性
が
、「
発
明
」
と
い
う
知

的
能
力
を
駆
動
し
て
き
た
の
だ
。

2

　こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
発
明
は
必
要
の
母
」
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
は
、
感
性
と
知
的

能
力
の
順
序
が
逆
転
し
た
こ
と
に
気
付
く
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
人
間
の
知
的
能
力
が
、
人
間

の
感
性
を
支
配
し
始
め
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
い
っ
そ
う
徹
底
す
れ
ば
、
人
間
が
自
然
か
ら
切
り

離
さ
れ
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
中
で
し
か
生
き
て
い
る
実
感
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

3

　あ
る
人
類
学
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
人
類
は
、
自
然
界
に
適
応
し
な
が
ら
生
き
残
っ
て
き

た
動
物
と
し
て
の
「
ひ
と
」
の
側
面
と
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
始
め
と
す
る
文
化
の
創
造
者
と
し
て

の
「
ヒ
ト
」
の
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
こ
の
両
面
を
調
和
さ
せ
て
き
た
が
故
に
、
五
万
年
の
ホ
モ�

・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
歴
史
を
紡つ
む

ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
し
か
し
、
今
、「
ヒ
ト
」
の
側
面
が
突
出

し
過
ぎ
て
、「
ひ
と
」
の
側
面
が
削そ

が
れ
つ
つ
あ
る
。
と
は
い
え
、
動
物
と
し
て
の
人
間
が
持
つ

自
然
へ
の
適
応
性
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
然
の
恵
み
に
よ
っ
て
食
料
を
得
て
お
り
、
廃

棄
物
は
自
然
に
よ
る
処
理
に
委ゆ
だ

ね
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
時
代
に

な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
、「
ひ
と
」
と
「
ヒ
ト
」
を
い
か
に

調
和
さ
せ
る
か
が
二
十
一
世
紀
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

4

　そ
の
た
め
の
一
つ
の
ヒ
ン
ト
は
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
つ
き
あ
う
と
き
、
こ
れ
を
使
え
ば

自
分
の
中
の
何
が
失
わ
れ
て
い
く
か
を
考
え
る
癖
を
持
つ
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
、

長
い
時
間
ス
ケ
ー
ル
で
見
通
す
必
要
が
あ
る
。
あ
る
能
力
が
い
っ
た
ん
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ

の
回
復
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
こ
と
は
、
リ
ハ
ビ
リ
の
訓
練
を
思
い
出
せ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
失
わ
れ
た
「
ひ
と
」
の
能
力
は
、「
ヒ
ト
」
が
作
り
出
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
は

完
全
に
代
替
で
き
な
い
の
だ
。

5

　実
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
で
も
う
一
つ
大
事
な
も
の
を
失
っ
て
い
る
。
時
間
で
あ
る
。
便

利
に
な
り
能
率
的
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
が
増
え
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
忙
し
く
な�

1

Ａ

ア

（
注
１
）Ｂ

イ

ウ

エ

（
注
２
）

Ｃ

っ
た
の
が
実
情
だ
ろ
う
。
ケ
ー
タ
イ
で
の
お
し
ゃ
べ
り
や
パ
ソ
コ
ン
技
術
の
習
得
に
時
間
が
奪
わ

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、
じ
っ
く
り
と
考
え
た
り
、
長
い
時
間
の
先
ま
で
見
通
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

6

　あ
る
経
済
評
論
家
が
用
い
て
い
る
「
決
意
せ
る
消
費
者
」
と
い
う
表
現
を
、
私
は
、「
あ
る
製

品
を
購
入
す
る
と
き
、
何
を
評
価
ポ
イ
ン
ト
に
し
て
選
択
す
る
か
を
、
は
っ
き
り
決
意
し
て
い
る

消
費
者
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
評
価
ポ
イ
ン
ト
は
、
環
境
共
生
と
か
、
時
間
節
約
と
か
、
自

ら
の
能
力
を
喪
失
さ
せ
な
い
と
か
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
と

き
、
代
替
物
で
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、「
買
わ
な
い
と
決
意
」
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
決
意
せ
る
消
費
者
に
、「
あ
え
て
手
を
出
さ
な
い
と
決
意
す
る
」
こ
と
も
含
め
た
い

と
思
う
。
む
ろ
ん
、
そ
ん
な
個
人
の
意
識
で
は
社
会
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
意
見
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
有
限
の
資
源
と
環
境
を
考
え
れ
ば
、
二
十
一
世
紀
の
一
〇
〇
年
間
が
同
じ
ペ
ー
ス
で
進

む
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
い
ず
れ
、
決
意
せ
る
消
費
者
に
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
が
必
ず

や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
消
費
者
が
ど
れ
だ
け
ふ
え
て
い
る
か
が
、
日
本
の
二
十
一
世

紀
を
占
う
指
標
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。

�

（
池い
け

内う
ち

了さ
と
る「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
」
に
よ
る
）

（
注
１
）
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
＝
科
学
技
術
。

　
　（注
２
）
リ
ハ
ビ
リ
＝
機
能
回
復
訓
練
。

⑴

　文
章
中
の

　れ

　と
意
味
・
用
法
が
異
な
る
も
の
を
、
文
章
中
の

ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

⑵

　文
章
中
に

　人
間
と
い
う
知
的
好
奇
心
を
持
つ
動
物

　と
あ
る
が
、
こ
の
文
章
で
表
さ
れ
て

い
る
「
人
間
」
と
「
動
物
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア�

　人
間
だ
け
が
知
的
好
奇
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
も
は
や
動
物
と
呼
ぶ
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
。

　イ�

　人
間
は
知
的
好
奇
心
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
動
物
で
は
な
く
人
間
で
あ
り
続
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
。

　ウ�
　人
間
が
知
的
好
奇
心
を
持
っ
て
い
て
も
、
動
物
と
し
て
の
側
面
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
。

　エ�

　人
間
が
持
つ
知
的
好
奇
心
に
は
、
動
物
や
自
然
を
超
え
ら
れ
る
よ
う
な
大
き
な
可
能
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
。

⑶

　文
章
中
に

　失
わ
れ
た
「
ひ
と
」
の
能
力
は
、「
ヒ
ト
」
が
作
り
出
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ

Ｄ

Ｅ
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け
で
は
完
全
に
代
替
で
き
な
い
の
だ

　と
あ
る
が
、
こ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次

の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア�

　動
物
で
あ
る
人
間
の
暮
ら
し
て
い
る
自
然
の
一
部
が
、
人
間
の
文
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る

と
、
回
復
は
し
難
い
と
い
う
こ
と
。

　イ�
　動
物
の
世
界
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
人
間
が
、
再
び
文
化
に
あ
ふ
れ
た
世
界
で
生
き
よ
う
と

す
る
の
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
。

　ウ�

　長
い
歴
史
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
文
化
を
失
っ
た
場
合
、
動
物
と
し
て
の
人
間
は
そ
れ
を

再
び
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。

　エ�

　動
物
と
し
て
の
人
間
の
あ
る
能
力
が
そ
の
文
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
場
合
、
取
り
戻
す
の

は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

⑷

　文
章
中
に

　実
情

　と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
情
」
が
表
し
て
い
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　本
心

　
　イ

　あ
り
さ
ま

　
　ウ

　心
の
動
き

　
　エ

　社
会
の
通
念

⑸

　文
章
中
に

　い
ず
れ
、
決
意
せ
る
消
費
者
に
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
が
必
ず
や
っ
て
く

る
だ
ろ
う

　と
あ
る
が
、
筆
者
は
時
間
の
問
題
以
外
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
を
ま
と
め
た
次
の

　
　
　に
入
る
よ
う
に
、
1
・
2
段
落
の
こ
と
ば
を
用
い
て
二
十
字

以
上
、
二
十
五
字
以
内
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
る
）
で
書
け
。

　
⑹

　文
章
中
に
は
、
次
の

　
　
　内
の
段
落
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
段
落
は
ど
こ
に
入
る
か
。
最

も
適
当
な
も
の
を
あ
と
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　　ア

　1
段
落
の
あ
と

　
　イ

　2
段
落
の
あ
と

　
　ウ

　3
段
落
の
あ
と

　
　

　エ

　4
段
落
の
あ
と

　
　オ

　5
段
落
の
あ
と

⑺

　こ
の
文
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア�

　環
境
や
資
源
の
限
界
を
超
え
る
よ
う
な
物
作
り
が
今
後
も
続
く
と
、
二
十
一
世
紀
に
は
能

力
を
喪
失
し
た
消
費
者
ば
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。

　イ�

　人
間
の
発
明
と
い
う
知
的
能
力
が
、
人
間
の
感
性
を
支
配
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
は

じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。

ＤＥ

　人
間
の
知
的
能
力
が
、
人
間
の
欲
望
を
支
配
し
過
ぎ
た
結
果
、

　
　
　よ
う
に
な
る
こ

と
。　右

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
お
い
て
も
、
個
人
レ
ベ
ル

で
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
利
用
に
お
い
て
も
、「
あ
え
て
手
を
出
さ
な
い
」
と
い
う
発
想
は
、

二
十
一
世
紀
の
人
類
が
獲
得
す
べ
き
英
知
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　ウ�

　人
間
が
自
然
へ
の
適
応
性
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
が
自
明
で
あ
る
よ
う
に
、
環
境
を
意
識

し
た
商
品
こ
そ
が
二
十
一
世
紀
に
生
き
残
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　エ�

　長
年
に
わ
た
る
人
間
の
知
的
活
動
の
結
果
、
二
十
一
世
紀
に
は
人
間
の
力
で
は
制
御
で
き

な
い
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
生
み
出
す
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
い
る
。

　
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑻
の
問
い
に
答
え
よ
。

　志し

村む
ら

の
家
で
は
火ひ

喰く
い

鳥ど
り

を
飼
っ
て
い
た
。
家
の
裏
手
に
納な

屋や

が
あ
っ
た
が
、
階
下
を
小
屋
に
し
て
、

前
の
地
面
を
網
で
囲
ん
で
、
そ
こ
に
入
れ
て
あ
っ
た
。

　―
―
欣き
ん

蔵ぞ
う

が
若
い
こ
ろ
に
ゃ
あ
、
こ
こ
の
二
階
に
寝
起
き
し
て
い
た
だ
ん
て
、
後あ
と

釜が
ま

が
ミ
ュ
ー
公

に
な
っ
た
わ
け
だ
、
と
志
村
の
父
親
が
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　ミ
ュ
ー
公
と
い
う
の
は
火
喰
鳥
の
こ
と
だ
っ
た
。
浩ひ
ろ
しが
い
つ
見
に
行
っ
て
も
、
ミ
ュ
ー
公
は
金
網

の
上
へ
頸く
び

を
出
し
て
、
射
る
よ
う
な
視
線
を
水
平
に
走
ら
せ
て
い
た
。
彼
が
見
上
げ
る
と
、
時
々
見

下
ろ
し
た
が
、
表
情
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
火
喰
鳥
も
、
他
の
生
物
を
お
ど
し
た
り
監
視
し

た
り
す
る
運
命
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
へ
来
て
も
、
無
為
に
神
経
を
使
っ
て
い
る
よ
う
だ�

っ
た
。
檻お
り

か
ら
は
、
槇ま
き

の
垣
根
の
隙す
き

間ま

に
、
低
地
を
這は

っ
て
い
る
川
と
、
そ
の
向
こ
う
の
な
だ
ら
か

な
山
が
き
れ
ぎ
れ
に
見
え
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
れ
に
、
こ
の
鳥
に
か
な
う
よ
う
な
犬
も
い
な
か
っ
た

し
、
獲
物
を
探
す
必
要
も
な
か
っ
た
。

　火
喰
鳥
に
石
を
投
げ
る
と
、
眼め

は
宙
を
短
く
裁
断
す
る
よ
う
に
動
い
て
、
石
の
動
き
を
追
い
、
地

面
か
ら
そ
れ
を
く
わ
え
上
げ
て
、
の
ん
だ
。
石
が
大
き
い
場
合
に
は
、
垂
直
に
伸
ば
し
た
頸
の
中
を

そ
れ
が
通
過
し
て
行
く
の
が
わ
か
っ
た
。
浩
は
そ
の
都
度
後
悔
し
な
が
ら
も
、
□
止
め
が
利
か
な
く

な
っ
て
悪
さ
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
石
を
投
げ
続
け
た
。
彼
が
感
じ
た
の
は
、
鳥
の
胃
に
、
一

粒
一
粒
罪
を
積
ん
で
行
く
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。〈
ア
〉

　し
か
し
、
い
つ
行
っ
て
も
、
鳥
は
浩
の
後
悔
を
は
ら
っ
て
、
頸
を
上
げ
続
け
て
い
た
。
こ
う
し
て
、

鳥
は
時
々
の
ど
の
奥
か
ら
あ
く
び
の
よ
う
な
き
し
る
声
を
出
す
だ
け
で
、
結
局
は
無
言
だ
っ
た
し
、

宙
に
突
き
出
た
ど
ぎ
つ
い
形
相
も
不
変
だ
っ
た
。

　小
雨
が
降
っ
て
い
た
時
に
も
、
檻
の
中
の
土
を
こ
ね
返
し
て
、
鉛
色
の
空
へ
ま
っ
す
ぐ
に
濡ぬ

れ
た

頸
を
上
げ
て
い
た
。
そ
ん
な
ぐ
ず
つ
い
た
天
候
が
続
い
た
後
、
初
夏
の
晴
れ
上
が
っ
た
日
曜
日
だ
っ

た
。
浩
は
火
喰
鳥
に
石
を
の
ま
せ
て
、
見
守
っ
て
い
た
。
黒
い
羽
は
虹に
じ

色
に
輝
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
光

の
宝
庫
を
思
わ
せ
た
。
そ
の
一
端
が
鮮
や
か
に
色
分
け
さ
れ
て
、
顔
を
ま
ぶ
た
ま
で
彩
っ
て
い
る
よ�

う
だ
っ
た
。
浩
の
悪
事
―
―
石
は
そ
の
体
に
収
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
跡
形
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
時
彼
は
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
、
と
感
じ
、
鳥
を
見
守
り
な
が
ら
、

　―
―
生
き
方
が
解わ
か

ら
な
く
な
っ
て
る
、
と
つ
ぶ
や
い
た
。〈
イ
〉

　彼
は
檻
を
離
れ
、
精
米
工
場
に
沿
っ
て
歩
い
て
、
伊い

豆ず

石い
し

の
門
の
方
へ
行
っ
た
。
日
曜
日
で
も
機

械
が
ま
わ
っ
て
い
た
。
羽
目
を
片
手
で
擦
っ
て
歩
い
て
い
る
と
、
屋
内
の
音
は
融と

け
合
っ
て
聞
こ
え

2

（
注
１
）

（
注
２
）

（
注
３
）

（
注
４
）

Ａ

（
注
５
）

Ｂ

Ｃ

（
注
６
）

（
注
７
）
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て
い
た
が
、
明
け
放
し
た
入
り
口
へ
さ
し
か
か
る
と
、
調し
ら
べ

車ぐ
る
まを
叩た
た

く
ベ
ル
ト
の
音
、
モ
ー
タ
ー
の
音
、

枝
み
た
い
に
角
の
あ
る
杵き
ね

の
落
ち
る
音
な
ど
が
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
か
ぶ
っ
て
来
た
。
出
会
い
が

し
ら
に
、
浩
は
志
村
の
父
親
と
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
。
彼
は
、

　―
―
ど
う
だ
ミ
ュ
ー
は
、
浩
さ
ん
の
来
る
の
を
待
ち
か
ね
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
あ
、
待
ち
か
ね
て

い
る
…
…
、
と
い
っ
た
。〈
ウ
〉

　い
つ
も
金
網
の
上
に
頸
を
伸
ば
し
て
、
水
平
に
眼
を
配
っ
て
い
る
火
喰
鳥
の
か
っ
こ
う
を
、
彼
は
、

待
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
わ
け
だ
。
浩
は
あ
い
ま
い
に
笑
っ
て
、
彼
の
眼
を
避
け
た
。
そ
れ
か
ら
、

彼
の
視
野
を
意
識
し
て
横
切
り
、
門
か
ら
弾は
じ

か
れ
る
よ
う
に
街
道
へ
出
た
。〈
エ
〉

　浩
は
気
持
ち
が
萎な

え
、
す
る
こ
と
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
気
が
し
た
。
行
く
手
の
眺
め
は
余
り

に
平
板
だ
っ
た
。
火
喰
鳥
の
大
き
な
体
だ
け
が
、
集
約
さ
れ
、
迫
力
を
感
じ
さ
せ
て
い
た
。
浩
は
火

喰
鳥
を
も
う
少
し
見
て
い
た
か
っ
た
が
、
門
を
出
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
戻
る
の
も
お
か
し
い
気
が
し

た
。　―

―
志
村
の
お
父
さ
ん
が
い
る
。
今
日
は
休
み
じ
ゃ
あ
な
い
ん
か
、
と
浩
は
つ
ぶ
や
い
た
。

　彼
は
精
米
所
に
沿
っ
た
路
地
へ
入
っ
た
。
緑
が
融
け
た
影
か
ら
日
な
た
へ
出
て
行
っ
た
。
志
村
の

父
親
の
人
の
い
い
声
が
ま
だ
耳
の
中
に
あ
っ
た
。
浩
は
、
僕
は
あ
の
人
も
だ
ま
し
て
い
る
、
と
思
っ�

た
。
志
村
の
父
親
は
大
き
な
、
や
せ
た
人
だ
っ
た
。
は
げ
頭
、
洞ど
う

窟く
つ

み
た
い
な
眼が
ん

窩か

、
硬
い
こ
ぶ
み

た
い
な
ほ
お
骨
、
そ
の
顔
が
粉
に
ま
み
れ
て
骸が
い

骨こ
つ

に
見
え
た
。
し
か
し
、
お
う
よ
う
な
人
だ
っ
た
。

粉
に
ま
ぶ
さ
れ
た
よ
う
な
乾
い
た
声
の
中
に
、
優
し
い
響
き
が
感
じ
ら
れ
た
。〈
オ
〉

　川
原
か
ら
は
、
精
米
所
の
納
屋
が
見
え
、
少
し
眼
を
凝
ら
し
て
い
る
と
、
若
葉
を
透
か
し
て
火
喰

鳥
が
見
え
て
来
た
。
浩
は
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
火
喰
鳥
に
と
っ
て
今
の
住
み
か
は
、
来

世
に
い
る
よ
り
も
□
違
い
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
頸
は
、
平
原
で
も
た
げ
て
い
れ
ば
、
広

大
な
世
界
の
毅き

然ぜ
ん

と
し
た
中
心
に
―
―
移
動
す
る
中
心
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。

　―
―
な
ぜ
南
か
ら
送
っ
て
よ
こ
し
た
の
か
、
と
浩
は
つ
ぶ
や
い
た
。〈
カ
〉

　彼
は
川
原
の
石
を
拾
っ
て
、
口
ヘ
含
ん
で
み
た
。
石
は
雨
を
乾
か
し
た
ば
か
り
で
、
清
潔
だ
っ
た
。

か
す
か
に
青
空
を
映
し
て
い
た
。
そ
れ
は
浩
の
歯
に
ぶ
つ
か
り
、
痛
み
を
と
も
な
っ
て
華き
ゃ

奢し
ゃ

な
顔
の

骨
に
内
側
か
ら
響
い
た
。
彼
に
は
、
自
分
の
神
経
の
網
が
弱
々
し
く
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
歯
に
ぶ

つ
か
る
と
、
羽
の
虹
色
が
宙
に
ち
ら
つ
く
よ
う
だ
っ
た
。�

（
小
川
国
夫
「
火
喰
鳥
」
に
よ
る
）

（
注
１
）
火
喰
鳥
＝�

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
住
む
ヒ
ク
イ
ド
リ
科
の
鳥
。
体
長
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
で
、

ダ
チ
ョ
ウ
に
似
て
い
る
が
小
さ
く
、
よ
く
走
る
が
飛
べ
な
い
。

（
注
２
）
欣
蔵
＝�

志
村
家
の
次
男
で
、
ジ
ャ
ワ
島
な
ど
で
百
貨
店
を
経
営
し
て
い
る
。
火
喰
鳥
を
送
っ
て
よ

こ
し
た
。

（
注
３
）
し
て
い
た
だ
ん
て
＝
し
て
い
た
の
で
、
の
意
。

　
　（注
４
）
槇
＝
ヒ
ノ
キ
の
美
称
。

（
注
５
）
き
し
る
＝
か
た
い
物
が
こ
す
れ
あ
っ
て
音
が
出
る
こ
と
。

（
注
６
）
伊
豆
石
＝�

静
岡
県
・
神
奈
川
県
の
海
岸
か
ら
産
出
す
る
石
。
青
黒
く
、
庭
石
や
建
築
に
用
い
る
。

（
注
８
）

Ｄ

（
注
９
）

（
注
10
）

Ｅ

Ｆ

（
注
７
）
羽
目
＝
板
張
り
の
壁
。

　
　（注
８
）
調
車
＝
ベ
ル
ト
を
か
け
て
動
力
を
伝
え
る
車
。

（
注
９
）
眼
窩
＝
眼
球
の
入
っ
て
い
る
頭
骨
の
穴
。

（
注
10
）
来
世
＝
死
後
の
世
界
。
あ
の
世
。

⑴

　文
章
中
の

　□
止
め
、

　□
違
い

　の
□
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字

ず
つ
で
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

⑵

　文
章
中
に

　初
夏
の
晴
れ
上
が
っ
た
日
曜
日
だ
っ
た

　と
あ
る
が
、
そ
の
季
節
の
様
子
が
よ

く
表
れ
て
い
る
表
現
を
文
章
中
か
ら
七
字
以
内
で
二
つ
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
じ
め
の
四
字
を
抜

き
出
し
て
書
け
。

⑶

　文
章
中
に

　そ
の
一
端
が
鮮
や
か
に
色
分
け
さ
れ
て
、
顔
を
ま
ぶ
た
ま
で
彩
っ
て
い
る
よ
う

だ
っ
た

　と
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
た
と
き
の
浩
の
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア

〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　火
喰
鳥
の
美
し
さ
が
自
分
の
悪
い
行
い
に
関
係
な
く
無
事
な
の
で
ほ
っ
と
し
て
い
る
。

　イ

　火
喰
鳥
の
美
し
さ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
、
自
分
の
お
ろ
か
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。

　ウ

　火
喰
鳥
が
石
を
飲
ん
で
も
美
し
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
腹
立
た
し
さ
を
感
じ
て
い
る
。

　エ

　火
喰
鳥
の
よ
う
な
輝
き
の
あ
る
存
在
を
目
の
前
に
し
て
恐
れ
と
不
安
を
抱
い
て
い
る
。

⑷

　文
章
中
に

　浩
は
あ
い
ま
い
に
笑
っ
て
、
彼
の
眼
を
避
け
た

　と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し

た
の
は
な
ぜ
か
。
文
章
中
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
十
五
字
以
上
、
二
十
字
以
内
（
句
読
点
も
字

数
に
数
え
る
）
で
書
け
。

⑸

　文
章
中
に

　彼
に
は
、
自
分
の
神
経
の
網
が
弱
々
し
く
感
じ
ら
れ
た

　と
あ
る
が
、
こ
の
と

き
の
浩
の
様
子
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

を
書
け
。

　ア�

　見
知
ら
ぬ
土
地
で
孤
独
に
生
き
て
い
る
鳥
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
で
、
周
囲
に
な
じ
め

な
い
ま
ま
に
生
き
て
い
る
自
分
を
強
く
感
じ
て
い
る
様
子
。

　イ�

　実
際
に
自
分
で
経
験
し
て
み
る
こ
と
で
、
美
し
い
鳥
を
傷
つ
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
自

分
を
反
省
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
悔
い
て
い
る
様
子
。

　ウ�

　珍
し
い
体
験
に
よ
っ
て
自
分
が
中
途
半
端
な
体
や
神
経
し
か
持
た
な
い
こ
と
を
知
り
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
明
る
く
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
様
子
。

　エ�

　美
し
い
鳥
ほ
ど
に
も
強
く
な
い
自
分
の
存
在
を
感
じ
て
、
そ
の
弱
々
し
さ
を
嘆
き
な
が
ら
、

や
り
場
の
な
い
自
分
の
気
持
ち
を
か
み
し
め
て
い
る
様
子
。

⑹

　文
章
中
に
は
、
次
の

　
　
　内
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
文
は
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最

も
適
当
か
。
そ
の
場
所
を
探
し
、
直
前
の
文
の
終
わ
り
の
五
字
（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
る
）

を
抜
き
出
し
て
書
け
。

　

Ａ

Ｅ

ＢＣＤＦ

　す
る
と
浩
の
不
安
は
薄
れ
、
ま
た
石
を
投
げ
た
く
な
っ
た
。
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⑺

　こ
の
文
章
全
体
を
四
つ
の
場
面
に
分
け
る
と
す
る
と
、
第
一
・
第
二
・
第
三
の
場
面
は
そ
れ

ぞ
れ
ど
こ
ま
で
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

書
け
。

　ア

　第
一
…
〜〈
ア
〉、
第
二
…
〜〈
イ
〉、
第
三
…
〜〈
オ
〉

　イ

　第
一
…
〜〈
イ
〉、
第
二
…
〜〈
ウ
〉、
第
三
…
〜〈
カ
〉

　ウ

　第
一
…
〜〈
イ
〉、
第
二
…
〜〈
エ
〉、
第
三
…
〜〈
オ
〉

　エ

　第
一
…
〜〈
ウ
〉、
第
二
…
〜〈
オ
〉、
第
三
…
〜〈
カ
〉

⑻

　こ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の

記
号
を
書
け
。

　ア�

　具
体
的
な
も
の
の
描
写
を
極
力
省
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
抽
象
的
な
内
容
で
あ
る
筆
者
の
観

念
を
物
語
り
に
仕
立
て
て
い
る
の
で
、
難
解
な
文
章
と
言
え
る
。

　イ�

　あ
か
ら
さ
ま
な
表
現
を
あ
ま
り
用
い
ず
に
、
落
ち
着
い
た
描
写
に
徹
し
て
人
物
の
心
の
中

の
様
子
や
行
動
を
描
い
て
い
る
の
で
、
知
的
な
文
章
と
言
え
る
。

　ウ�

　人
間
の
心
が
変
化
し
て
い
く
様
子
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
で
描
い
て
お
り
、
そ
の
移
り

変
わ
り
の
壮
大
さ
や
素
晴
ら
し
さ
か
ら
感
動
的
な
文
章
と
言
え
る
。

　エ�

　登
場
す
る
風
景
や
人
物
の
表
情
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
心
情
の
変
化
に
と
ら
わ
れ
な
い
客

観
的
な
情
景
描
写
に
徹
し
て
お
り
、
叙
情
的
な
文
章
と
言
え
る
。

　
　
　次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑸
の
問
い
に
答
え
よ
。

　あ
る
山
寺
法
師
、
学が
く

生し
や
うに
て
は
べ
り
し
が
、
世
間
の
こ
と
は
、
を
こ
が
ま
し
く
見
え
し
が
、
賊ぬ
す

人び
と�

の
坊
へ
入
り
た
る
を
見
つ
け
て
、
追
う
ほ
ど
に
、
園
の
柴し
ば

垣が
き

の
、
犬
の
通
ひ
路
よ
り
、
く
ぐ
り
て
逃

ぐ
る
を
、
足
を
と
ら
へ
て
同
宿
の
若
き
者
を
呼
び
て
、「
や
、
御
房
、
賊
人
を
捕
ら
へ
た
る
が
、
法

師
は
か
ら
む
べ
き
や
う
を
知
ら
ぬ
に
、
隣
の
某
な
に
が
し

房ぼ
う

こ
そ
知
り
た
る
ら
む
、
お
は
し
て
か
ら
め
て
た

ま
へ
」
と
い
ひ
や
る
に
、
い
と
騒
が
ぬ
気
色
に
て
、
行
き
て
、「
法
師
は
、『
ち
と
申
す
べ
き
こ
と
候

さ
ぶ
ら

ふ
。
お
は
し
ま
せ
』
と
申
さ
れ
候
ふ
」
と
い
ふ
に
、
を
り
ふ
し
、
非ひ

時じ

食
は
ん
と
し
け
る
と
き
に
て
、

「
御
分
も
食め

せ
」
と
て
、
食
し
て
の
ち
、
楊や
う

枝じ

使
ふ
と
き
、「
そ
も
そ
も
、
何
事
に
召
さ
れ
候
ふ
に
や
」

と
問
へ
ば
、「
し
か
し
か
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、「
こ
は
い
か
に
。
さ
ら
ば
、
と
く
も
仰お

ほ

せ
ら
れ
で
」

と
て
、
な
ぎ
な
た
取
り
持
ち
て
、
走
り
立
ち
て
行
き
ぬ
。
か
の
法
師
、
出い

で
向
か
ひ
て
、「
せ
ら
れ

て
候
ふ
を
」
と
い
ふ
に
、
あ
ら
あ
さ
ま
し
。
刃に
ん

傷じ
や
うが
と
思
ひ
て
。
さ
て
い
か
に
と
問
へ
ば
、「
足
を

と
ら
へ
て
候
ひ
つ
る
に
、
手
を
差
し
越
し
て
、
腕
を
つ
み
候
ひ
つ
る
が
、
痛
さ
に
放
ち
て
候
ふ
。
さ

ん
ざ
ん
に
つ
ま
れ
て
候
ふ
な
り
」
と
い
ひ
け
り
。

　こ
れ
は
を
こ
が
ま
し
け
れ
ど
も
、
賊
人
を
も
刃
傷
殺
害
し
、
我
も
損
じ
た
ら
ま
し
か
ば
、
罪
な
る

べ
し
。
な
か
な
か
罪
な
き
こ
と
は
、
を
こ
が
ま
し
き
と
こ
ろ
あ
る
べ
し
。

�

（
無む

住じ
ゅ
う「
沙
石
集
」
に
よ
る
）

3

（
注
１
）

（
注
２
）

（
注
３
）

（
注
４
）

（
注
５
）

Ａ

Ｂ

（
注
６
）

（
注
７
）

Ｃ

Ｄ

（
注
８
）

Ｅ

（
注
１
）
学
生
＝
学
問
を
修
め
て
学
識
を
有
す
る
僧
。

　
　（注
２
）
坊
＝
僧
の
住
ま
い
。

（
注
３
）
御
房
＝
お
ま
え
。

　
　（注
４
）
か
ら
む
べ
き
や
う
＝
捕
ら
え
て
し
ば
る
方
法
。

（
注
５
）
隣
の
某
房
＝
隣
に
住
む
坊
主
。

　
　（注
６
）
非
時
＝
正
午
を
過
ぎ
て
と
る
食
事
。

（
注
７
）
御
分
＝
お
ま
え
。

　
　（注
８
）
つ
み
＝
指
の
先
で
つ
ね
り
。

⑴

　文
章
中
に
は
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
（「

　」）
の
つ
い
て
い
な
い
会
話
文
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
を
探

し
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
二
字
を
抜
き
出
し
て
書
け
。

⑵

　文
章
中
の

　行
き
て
、

　問
へ
ば
、

　い
ひ
け
り

　の
動
作
主
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の

ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　あ
る
山
寺
法
師

　
　イ

　賊
人

　
　ウ

　

�

同
宿
の
若
き
者

　エ

　隣
の
某
房

　
　
　
　オ

　
筆
者

⑶

　文
章
中
に

　申
す
べ
き
こ
と

　と
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
か
。
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　賊
人
を
つ
か
ま
え
た
の
で
、
し
ば
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。

　イ

　賊
人
が
入
り
こ
ん
だ
の
で
、
人
を
呼
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。

　ウ

　賊
人
が
逃
げ
た
の
で
、
い
っ
し
ょ
に
探
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。

　エ

　賊
人
に
つ
か
ま
っ
て
し
ば
ら
れ
た
の
で
、
助
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。

⑷

　文
章
中
の

　さ
ら
ば
、
と
く
も
仰
せ
ら
れ
で

　は
、「
そ
れ
な
ら
、
も
っ
と
早
く
そ
う
言
え

ば
よ
い
の
に
」
と
い
う
意
味
だ
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア

　相
手
の
遠
慮
に
気
づ
か
ず
、
自
分
だ
け
食
事
を
と
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

　イ

　食
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
若
き
者
が
伝
え
る
べ
き
内
容
を
忘
れ
て
い
た
か
ら
。

　ウ

　若
き
者
が
用
を
す
ま
せ
る
の
を
あ
き
ら
め
て
、
食
事
を
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
か
ら
。

　エ

　若
き
者
は
急
い
で
用
件
を
伝
え
る
べ
き
な
の
に
、
の
ん
び
り
食
事
を
し
て
い
た
か
ら
。

⑸

　筆
者
が
「
あ
る
山
寺
法
師
」
に
対
し
て
抱
い
た
感
想
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜

エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　ア�

　賊
人
の
言
う
こ
と
に
従
っ
た
た
め
に
、
法
師
も
罪
を
犯
す
こ
と
と
な
り
、
殺
人
と
い
う
惨

劇
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
。

　イ�

　賊
人
を
傷
つ
け
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
法
師
に
危
害
が
お
よ
ぶ
こ
と
も
な
く
、
た
だ
の
愚

か
な
笑
い
話
で
済
ん
だ
の
だ
。

　ウ�
　賊
人
の
よ
う
な
罪
深
い
も
の
に
も
情
け
を
か
け
て
や
っ
た
の
で
、
法
師
は
極
楽
往
生
で
き

る
だ
ろ
う
。

　エ�

　結
果
的
に
何
も
盗
ま
れ
ず
、
法
師
に
も
ケ
ガ
が
な
か
っ
た
の
で
、
賊
人
の
し
た
こ
と
は
許

し
て
や
れ
ば
よ
い
の
だ
。

Ａ

Ｃ

Ｅ

ＢＤ
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