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〔
問　

１
〕
例
文
の
傍
線
部
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

【
例
文
】
同
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
概
念
。

１　

範
疇ち

ゅ
う

２　

作
品

３　

過
程

４　

商
品

５　

文
脈

〔
問　

２
〕�

次
の
【　

】
は
〝　

〟
内
の
意
味
を
表
す
四
字
熟
語
で
あ
る
。
空
欄
に
入
る
漢
字
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記

号
で
答
え
よ
。

【
自�

□�

自�

縛
】　

〝
自
分
の
言
行
で
自
分
の
動
き
が
と
れ
な
く
な
り
、
苦
し
む
こ
と
。〟

１　
　

条

２　
　

錠

３　
　

縄

４　
　

常

５　
　

乗
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〔
問　

３
〕
例
文
の
傍
線
部
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

【
例
文
】
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
を
敢
え
て
述
べ
る
。

１　

言
い
足
り
な
い

２　

言
う
ま
で
も
な
い

３　

言
い
知
れ
ぬ

４　

言
い
そ
び
れ
た

５　

言
う
べ
き
で
あ
る

〔
問　

４
〕
例
文
の
（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

【
例
文
】
事
実
に
基
づ
か
ず
、
明
確
な
起
源
や
根
拠
の
な
い
つ
く
り
ご
と
の
こ
と
を
（　
　
　

）
と
言
う
。

１　

反
証

２　

装
飾

３　

曲
解

４　

創
造

５　

虚
構
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〔
問　

５
〕
例
文
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

【
例
文
】
絵
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
瞬
間
、
そ
う
し
た
忘
我
的
な
ト
ウ
ス
イ
は
か
き
消
え
た
。

１　

俳
句
を
ト
ウ
コ
ウ
す
る
。

２　

ト
ウ
ベ
ン
を
求
め
ら
れ
る
。

３　

飛
行
機
の
ト
ウ
ジ
ョ
ウ
券
。

４　

恩
師
か
ら
ク
ン
ト
ウ
を
受
け
る
。

５　

議
論
が
フ
ッ
ト
ウ
す
る
。
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〔
問　

題
〕
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
〔
問　

６
〕
～
〔
問　

10
〕
に
答
え
な
さ
い
。

　

か
ち
、
か
ち
、
と
い
う
音
が
す
る
の
で
見
る
と
、
隣
の
席
に
座
っ
て
い
る
女
の
子
が
、
銀
色
の
小
さ
な
機
械
を
押
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

午
後
い
ち
ば
ん
の
授
業
で
お
腹
は
い
っ
ぱ
い
、
よ
く
晴
れ
て
い
て
ぽ
か
ぽ
か
と
あ
た
た
か
い
五
月
の
陽
気
、
さ
っ
ぱ
り
理
解
で
き
な
い
講
義
内
容
、
と
い
う
三
つ
が
か

さ
な
っ
て
、
眠
さ
は
頂
点
に
達
し
て
い
た
。
教
室
の
ほ
と
ん
ど
の
学
生
が
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
て
い
た
。
教
授
の
声
が
遠
く
の
さ
ざ
な
み
の
よ
う
に
引
い
て
は
寄
せ
、
寄

せ
て
は
引
い
て
ゆ
く
。

　

あ
、
も
う
眠
る
、
と
、
気
が
遠
く
な
り
か
け
た
瞬
間
に
、
か
ち
、
か
ち
、
と
い
う
音
は
聞
こ
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

じ
っ
と
見
て
い
る
あ
た
し
に
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
、
女
の
子
は
こ
ち
ら
を
振
り
向
い
た
。

「
な
あ
に
」

　

女
の
子
は
聞
い
た
。

「
い
や
、
そ
の
、
銀
色
の
」

　

あ
た
し
は
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
、
答
え
た
。

　

女
の
子
の
瞳
は
、
片
方
が
水
色
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
も
う
片
方
が
茶
色
。

「
こ
れ
？　

カ
ウ
ン
タ
ー
機
。
ほ
ら
、
交
通
調
査
と
か
に
使
う
」

　

女
の
子
は
言
い
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
、

「
う
ん
。」

　

と
つ
ぶ
や
き
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
ま
た
一
回
押
し
た
。

　

か
ち
。

　

教
壇
に
立
っ
て
い
る
教
授
が
、
ち
ら
り
と
こ
ち
ら
を
見
る
。

　

授
業
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
あ
た
し
と
女
の
子
は
な
ん
と
な
く
一
緒
に
教
室
を
出
た
。
あ
た
し
は
、
掲
示
板
の
方
へ
と
歩
い
て
い
っ
た
。
休
講
の
お
知
ら
せ
が
な
い
か
と
思
っ
て
。

　

明
日
の
授
業
は
全
部
、
変
わ
り
な
く
平
常
ど
お
り
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
だ
っ
た
。

「
昔
は
、
大
学
っ
て
、
も
っ
と
ば
ん
ば
ん
休
講
に
な
っ
て
た
ん
だ
っ
て
」

と
い
う
声
が
隣
か
ら
聞
こ
え
て
き
て
、
あ
た
し
は
び
っ
く
り
し
た
。
あ
の
女
の
子
だ
っ
た
。
ま
だ
い
た
の
だ
。

「
そ
う
な
ん
だ
」

　

あ
た
し
は
慎
重
に
答
え
た
。

「
母
親
が
言
っ
て
た
。
で
、
学
生
も
、
ど
ん
ど
ん
さ
ぼ
っ
た
ん
だ
っ
て
。
あ
ん
た
は
真
面
目
す
ぎ
る
っ
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
」

「
そ
う
な
ん
だ
」

　

あ
た
し
は
あ
い
ま
い
に
繰
り
返
し
た
。
女
の
子
は
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
あ
た
し
の
横
に
立
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
も
ず
っ
と
一
緒
に
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
親

し
げ
に
ほ
ほ
え
ん
で
い
る
。

（
ど
う
し
よ
う
、
こ
の
ま
ま
つ
い
て
き
ち
ゃ
っ
た
ら
）

　

け
れ
ど
、
女
の
子
は
あ
た
し
の
予
想
に
反
し
て
、
す
ぐ
に
、
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「
じ
ゃ
」

　

と
言
い
、
あ
た
し
に
背
を
向
け
、
す
た
す
た
と
歩
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

途
中
で
、
か
ち
、
と
い
う
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
押
す
音
が
、
ま
た
し
た
。
日
ざ
し
が
強
か
っ
た
。
新
緑
が
、
目
に
痛
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

次
の
週
の
同
じ
時
間
、
あ
た
し
は
ま
た
教
室
で
女
の
子
に
会
っ
た
。

「
あ
っ
、
こ
ん
に
ち
は
」

　

女
の
子
は
言
い
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
一
回
か
ち
、
と
鳴
ら
し
た
。

「
そ
れ
、
何
を
数
え
て
る
の
」

　

あ
た
し
が
聞
く
と
、
女
の
子
は
小
さ
く
笑
っ
た
。
何
を
数
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
答
え
な
い
ま
ま
、
女
の
子
は
反
対
に
聞
き
返
し
て
き
た
。

「
わ
た
し
、
※
１
日
文
の
二
年
生
。
あ
な
た
は
」

「
※
２
英
文
。
二
年
生
」

　

あ
た
し
た
ち
は
、
な
ん
と
な
く
ほ
ほ
え
み
あ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
ほ
ほ
え
み
。
で
も
、
そ
れ
以
来
あ
た
し
た
ち
は
、
授
業
が
終
わ
っ
た
後
に
は
、
一
緒
に
駅

ま
で
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

女
の
子
の
名
前
は
、
上
原
菜な

野の

と
い
っ
た
。

「
あ
な
た
は
」

　

そ
Ⅰ

う
聞
か
れ
て
、
あ
た
し
は
少
し
た
め
ら
っ
た
。

「
島
島
英
世
」

　

し
ま
じ
ま
ひ
で
よ
。
上
原
菜
野
は
、
つ
ぶ
や
い
た
。

「
へ
ん
な
名
前
で
し
ょ
」

　

早
口
で
言
う
と
、
上
原
菜
野
は
首
を
か
し
げ
、

「
で
も
、
あ
た
し
の
、
違
う
色
の
両
方
の
瞳
よ
り
は
、
へ
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」

と
言
っ
た
。

　

そ
a

の
日
は
じ
め
て
、
あ
た
し
た
ち
は
す
ぐ
に
電
車
に
乗
ら
な
い
で
、
駅
前
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
。
自
動
販
売
機
で
、
あ
た
し
は
微
糖
の
を
、
上
原
菜
野
は
ミ
ル
ク
と

砂
糖
が
た
く
さ
ん
入
っ
た
の
を
、
選
ん
だ
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
、
上
原
菜
野
は
二
回
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
押
し
た
。

「
あ
の
ね
、
こ
れ
」

　

上
原
菜
野
は
言
っ
た
。

「
気
持
ち
が
動
い
た
時
に
、
押
す
の
」

　

ふ
う
ん
、
と
、
あ
た
し
は
答
え
た
。

「
今
は
、
ど
ん
な
ふ
う
に
気
持
ち
が
動
い
た
の
」

　

そ
う
聞
く
と
、
上
原
菜
野
は
少
し
考
え
て
か
ら
、
こ
う
答
え
た
。

「
う
れ
し
い
、
と
、
お
い
し
い
」
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そ
の
こ
ろ
あ
た
し
は
、
ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
恋
愛
を
し
て
い
た
。

　

ず
っ
と
つ
き
あ
っ
て
い
た
ハ
ル
オ
が
、
よ
そ
の
子
を
好
き
に
な
っ
て
、
別
れ
た
の
は
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、
す
ぐ
に
ま
た
戻
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
状
態
だ
っ
た

の
だ
。

　

ご
め
ん
、
許
し
て
ほ
し
い
、
や
り
な
お
し
た
い
。

　

ハ
ル
オ
は
拝
む
よ
う
に
し
て
、
頼
ん
だ
。

　

あ
た
し
は
、ふ
ら
れ
て
、も
の
す
ご
く
傷
つ
い
て
い
た
。
よ
う
や
く
忘
れ
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
で
も
、ハ
ル
オ
に
拝
ま
れ
て
、あ
た
し
は
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
よ
り
は
戻
っ
た
。

　

け
れ
ど
、
も
の
ご
と
は
、
そ
う
う
ま
く
は
運
ば
な
い
。
せ
っ
か
く
ハ
ル
オ
と
つ
き
あ
っ
て
も
、
前
と
は
何
か
が
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
好
き
。
で
も
、
も
ど
か
し
い
。

だ
け
ど
、
好
き
。

　

恋
愛
の
相
談
は
、
あ
た
し
は
誰
に
も
し
な
い
。

　

親
し
い
友
だ
ち
に
も
し
な
い
し
、
む
ろ
ん
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
上
原
菜
野
に
も
し
な
か
っ
た
。

　

だ
Ⅱ

け
ど
、
結
局
あ
た
し
は
、
上
原
菜
野
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

カ
ウ
ン
タ
ー
機
方
式
を
、
あ
た
し
は
試
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

ハ
ル
オ
と
い
る
時
に
、
ど
の
く
ら
い
気
持
ち
が
動
く
か
。
そ
れ
を
、
数
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
だ
。

　

び
っ
く
り
し
た
。

　

白
、
五
。
黒
、
十
八
。

　

そ
れ
が
、
ハ
ル
オ
と
過
ご
し
た
五
時
間
の
あ
い
だ
の
結
果
だ
っ
た
。

　

白
は
、
楽
し
い
方
に
気
持
ち
が
動
い
た
回
数
。

　

黒
は
、
い
や
な
感
じ
方
面
に
気
持
ち
が
動
い
た
回
数
。

　

あ
た
し
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
二
つ
用
意
し
た
の
だ
。

　

左
右
の
手
に
一
つ
ず
つ
握
り
こ
ん
で
、
か
ち
、
か
ち
、
と
、
押
し
て
い
っ
た
。
左
手
は
、
白
い
気
持
ち
。
右
手
は
、
黒
い
気
持
ち
。
ハ
ル
オ
が
い
く
ら
訊た
ず

ね
て
も
、
何

を
数
え
て
い
る
の
か
は
教
え
て
あ
げ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
夜
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
の
数
字
を
じ
い
っ
と
見
な
が
ら
、
あ
た
し
は
し
み
じ
み
思
っ
た
。

　

十
八
回
も
、
い
や
な
気
持
ち
に
な
っ
た
ん
だ
。

　

あ
ん
ま
り
黒
い
気
持
ち
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
、
げ
ん
な
り
す
る
よ
り
も
前
に
、
し
ん
と
し
た
感
慨
深
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。

「
b

こ
り
ゃ
、
だ
め
だ
」

　

あ
た
し
は
、
声
に
出
し
て
言
っ
て
み
た
。

　

五
対
十
八
。
そ
の
数
字
を
見
た
瞬
間
に
、
す
で
に
ハ
ル
オ
と
の
付
き
合
い
は
や
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
う
や
っ
て
声
に
出
し
て
み
る
と
、
そ
の
こ
と
は
も

う
確
定
的
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

あ
た
し
は
翌
日
、
静
か
に
ハ
ル
オ
に
言
っ
た
。
別
れ
よ
。

　

う
ん
。
ハ
ル
オ
は
答
え
た
。
そ
し
て
、
さ
み
し
そ
う
に
、
こ
く
り
と
頷う
な
ずい
た
。
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カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
持
っ
て
い
る
あ
た
し
を
見
て
、
上
原
菜
野
は
（　
　

A　
　

）。

「
そ
れ
っ
て
」

　

上
原
菜
野
は
言
っ
た
。

「
う
ん
。
上
原
さ
ん
の
真
似
し
て
、
あ
た
し
も
数
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
の
」

「
で
も
、
二
つ
あ
る
」

　

あ
た
し
は
、
左
手
の
機
械
に
白
い
気
持
ち
、
右
手
の
機
械
に
黒
い
気
持
ち
を
担
当
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
、
告
げ
た
。
上
原
菜
野
は
、（　
　

B　
　

）。

「
Ⅲ

島
島
さ
ん
は
、
真
面
目
な
ん
だ
ね
」

「
え
っ
、
ど
う
し
て
」

「
気
持
ち
を
、
ち
ゃ
ん
と
分
類
し
よ
う
と
す
る
な
ん
て
、
真
面
目
だ
よ
」

「
上
原
さ
ん
は
、
白
黒
わ
け
な
い
の
」

「
う
ん
。
だ
っ
て
、
い
い
気
持
ち
が
ほ
ん
と
う
は
い
や
な
気
持
ち
だ
っ
た
り
、
反
対
に
、
い
や
な
気
持
ち
が
、
後
で
考
え
る
と
、
楽
し
い
気
持
ち
と
つ
な
が
っ
て
た
り
す

る
か
ら
、
わ
た
し
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
ち
ゃ
ん
と
分
類
す
る
の
が
、
め
ん
ど
く
さ
い
っ
て
思
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
」

　

気
持
ち
を
分
類
す
る
の
っ
て
、
め
ん
ど
く
さ
い
。

　

上
c

原
菜
野
の
言
葉
に
、
あ
た
し
は
ち
ょ
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
。

「
で
も
、
わ
た
し
だ
っ
て
や
っ
ぱ
り
、
島
島
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
、
真
面
目
な
ん
だ
ね
。
そ
の
証
拠
に
、
こ
う
や
っ
て
律
儀
に
自
分
の
気
持
ち
を
数
え
て
る
わ
け
だ
し
。

な
か
な
か
母
親
の
言
う
よ
う
に
は
、
不
真
面
目
に
な
れ
な
い
よ
ね
、
わ
た
し
た
ち
世
代
は
」

　

上
原
菜
野
は
、
な
ぐ
さ
め
と
も
ぼ
や
き
と
も
つ
か
な
い
こ
と
を
言
い
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
、
か
ち
、
か
ち
、
か
ち
、
と
押
し
た
。

「
三
回
ぶ
ん
の
カ
ウ
ン
ト
の
う
ち
わ
け
。
か
わ
い
そ
う
。
で
も
わ
か
る
。
ち
ょ
っ
と
し
ょ
ん
ぼ
り
」

　

上
原
菜
野
は
、
言
っ
た
。
そ
し
て
、
照
れ
た
よ
う
に
ほ
ほ
え
ん
だ
。

　

五
対
十
八
。

　

そ
の
数
を
、
あ
た
し
は
そ
の
夜
も
う
一
度
、
考
え
て
み
た
。

　

ハ
ル
オ
を
嫌
お
う
と
し
て
、
あ
え
て
黒
い
気
持
ち
を
ど
ん
ど
ん
つ
の
ら
せ
て
い
っ
た
の
か
な
。

　

い
や
い
や
、
や
っ
ぱ
り
い
や
な
感
じ
方
面
の
気
持
ち
が
、
ハ
ル
オ
と
会
っ
て
い
る
間
に
自
然
に
や
っ
て
き
た
の
は
事
実
だ
し
。

　

で
も
も
し
か
す
る
と
、
上
原
菜
野
の
言
う
よ
う
に
、
い
や
な
感
じ
方
面
の
気
持
ち
が
、
実
は
ハ
ル
オ
大
好
き
っ
て
い
う
気
持
ち
と
遠
く
で
つ
な
が
っ
て
い
る
っ
て
い
う

可
能
性
も
。

　

い
や
い
や
い
や
、
ハ
ル
オ
っ
て
よ
う
す
る
に
、
少
し
も
て
る
か
ら
っ
て
す
ぐ
に
浮
気
し
ち
ゃ
う
よ
う
な
男
だ
よ
。

　

あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
あ
た
し
ま
だ
、
ハ
ル
オ
が
好
き
み
た
い
。

　

ば
か
。

　

ば
か
ば
か
ば
か
。

　

も
う
、
ほ
ん
と
に
、
ば
か
。

　

あ
た
し
の
気
持
ち
は
、
ぐ
る
ぐ
る
と
ま
わ
り
、
あ
っ
ち
へ
行
き
、
こ
っ
ち
へ
戻
り
、
裏
も
表
も
白
も
黒
も
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
っ
た
。
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な
る
ほ
ど
。

　

あ
た
し
は
思
っ
た
。

　

気
持
ち
は
、
分
類
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
二
つ
も
持
っ
て
て
も
、
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
な
。

　

あ
d

た
し
は
片
方
の
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
、
机
の
奥
深
く
に
し
ま
っ
た
。

　

ハ
ル
オ
と
は
、
今
も
時
々
会
う
。
映
画
を
見
た
り
、
カ
ラ
オ
ケ
に
行
っ
た
り
、
た
ま
に
は
手
を
つ
な
い
だ
り
す
る
。

「
e

や
っ
ぱ
り
、
気
持
ち
っ
て
、
分
類
で
き
な
い
ね
」

　

あ
た
し
は
上
原
菜
野
に
言
っ
た
。

「
ね
え
、
島
島
さ
ん
」

「
な
あ
に
」

「
島
島
っ
て
い
う
名
字
、
わ
た
し
と
っ
て
も
、
好
き
」

　

そ
う
言
っ
て
、
上
原
菜
野
は
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
、
か
ち
、
と
鳴
ら
し
た
。

「
う
れ
し
い
」

　

あ
た
し
も
答
え
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
、
か
ち
、
と
鳴
ら
し
た
。

　

後
ろ
の
席
か
ら
、
顔
見
知
り
の
※
３
中
文
の
女
の
子
が
、
聞
い
た
。

「
そ
れ
、
何
す
る
も
の
。
か
ち
、
か
ち
、
っ
て
、
い
い
音
だ
ね
」

　

あ
た
し
と
上
原
菜
野
は
、
し
ば
ら
く
顔
を
見
合
わ
せ
て
い
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
同
時
に
答
え
た
。

「
た
だ
の
、
お
ま
じ
な
い
」

　

授
業
の
始
ま
り
を
告
げ
る
鐘
が
鳴
っ
た
。
あ
た
し
と
上
原
菜
野
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ン
ケ
ー
ス
に
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
教
科
書
と
ノ
ー
ト
を
、

急
い
で
か
ば
ん
か
ら
取
り
出
し
、
午
後
い
ち
ば
ん
の
眠
く
て
わ
か
り
に
く
い
授
業
に
そ
な
え
た
。

�

（
川
上
弘
美
『
真
面
目
な
二
人
』
よ
り
（
読
み
易
さ
を
考
慮
し
、
か
な
遣
い
、
ふ
り
が
な
等
、
原
文
の
一
部
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
））

　
　

※
1　

日
文
…
大
学
の
文
学
部
等
に
お
い
て
、
日
本
文
学
科
等
の
学
科
の
略
称
。

　
　

※
2　

英
文
…
大
学
の
文
学
部
等
に
お
い
て
、
英
文
学
科
等
の
学
科
の
略
称
。

　
　

※
3　

中
文
…
大
学
の
文
学
部
等
に
お
い
て
、
中
国
文
学
科
等
の
学
科
の
略
称
。
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〔
問　

６
〕�

傍
線
部
Ⅰ
「
そ
う
聞
か
れ
て
、
あ
た
し
は
少
し
た
め
ら
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記

号
で
答
え
よ
。

１　

自
ら
名
乗
っ
た
女
の
子
の
礼
儀
正
し
さ
に
く
ら
べ
て
、
先
に
名
乗
ら
な
か
っ
た
自
分
が
情
け
な
か
っ
た
か
ら
。

２　

今
名
乗
っ
て
し
ま
う
と
自
分
の
名
前
を
周
囲
の
人
に
聞
か
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
た
か
ら
。

３　

出
会
っ
て
か
ら
ず
っ
と
女
の
子
の
こ
と
を
不
審
に
感
じ
て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
心
を
許
し
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

４　

ま
だ
女
の
子
が
本
当
に
こ
の
大
学
の
学
生
か
不
明
な
の
で
、
自
分
の
名
前
は
知
ら
れ
た
く
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

５　

自
分
の
名
前
は
「
へ
ん
」
だ
か
ら
、
言
う
と
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
恥
ず
か
し
さ
が
あ
っ
た
か
ら
。

〔
問　

７
〕�

傍
線
部
Ⅱ
「
だ
け
ど
、
結
局
あ
た
し
は
、
上
原
菜
野
に
助
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～

５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　

�

複
雑
で
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ハ
ル
オ
と
の
関
係
に
何
ら
か
の
区
切
り
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
ど
う
に
も
こ
う
に
も
そ
の
き
っ
か

け
が
つ
か
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
さ
り
げ
な
い
上
原
菜
野
の
助
言
に
よ
り
思
い
の
ほ
か
円
満
に
ハ
ル
オ
に
別
れ
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

２　

�

ち
ょ
っ
と
や
や
こ
し
い
恋
愛
に
疲
れ
果
て
て
い
た
「
あ
た
し
」
に
と
っ
て
、
上
原
菜
野
と
い
う
今
ま
で
の
生
活
環
境
に
は
い
な
か
っ
た
タ
イ
プ
の
新
た
な
友

人
が
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
価
値
観
を
大
き
く
変
え
、
ハ
ル
オ
も
た
く
さ
ん
い
る
男
の
子
の
一
人
だ
と
い
う
見
方
を
も
た
ら
し
、
彼
と
距
離
を
置
く
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
。

３　

�

や
や
こ
し
い
恋
愛
に
心
を
乱
さ
れ
て
い
た
が
、
上
原
菜
野
の
ま
ね
を
し
て
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
使
っ
て
彼
と
い
る
時
間
の
自
分
の
気
持
ち
を
数
え
て
み
た
こ
と

で
、
好
き
と
い
う
気
持
ち
や
も
ど
か
し
い
気
持
ち
が
つ
な
が
っ
て
い
た
り
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、
結
果
的
に
彼
と
の
新
し
い
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
こ
と
。

４　

�

上
原
菜
野
と
出
会
っ
て
か
ら
は
、
も
ど
か
し
い
恋
愛
関
係
に
違
和
感
を
覚
え
て
い
た
「
あ
た
し
」
が
自
分
の
気
持
ち
を
楽
し
い
方
と
い
や
な
感
じ
方
面
に
は
っ

き
り
と
分
け
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
い
う
行
為
を
試
し
、
よ
う
や
く
も
ど
か
し
さ
の
原
因
を
探
り
当
て
、
彼
と
の
関
係
が
つ
き
あ
い
始
め
の
よ
う
に
安
定
し
た

と
い
う
こ
と
。

５　

�

親
し
い
友
だ
ち
は
思
っ
て
い
て
も
決
し
て
言
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
上
原
菜
野
が
「
あ
た
し
」
と
ハ
ル
オ
の
付
き
合
い
方

は
不
自
然
で
「
あ
た
し
」
が
無
理
を
し
て
い
る
と
は
っ
き
り
と
指
摘
し
た
こ
と
で
、
も
ど
か
し
い
恋
愛
に
終
止
符
を
打
つ
決
意
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
。
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〔
問　

８
〕�

傍
線
部
Ⅲ
「『
島
島
さ
ん
は
、
真
面
目
な
ん
だ
ね
』」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
上
原
菜
野
は
「
あ
た
し
」
の
こ
と
を
「
真
面
目
」
だ
と
言
っ
た
の
か
。
理
由
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　
�

気
持
ち
を
分
類
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
だ
と
実
感
し
て
い
る
た
め
、
真
っ
直
ぐ
に
自
分
の
気
持
ち
に
向
き
合
っ
て
分
類
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
あ

た
し
」
に
誠
実
さ
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
。

２　

�
気
持
ち
を
分
類
す
る
こ
と
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
な
の
に
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
自
分
の
気
持
ち
を
分
類
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
あ
た
し
」
に
対

し
て
怒
り
の
感
情
が
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
か
ら
。

３　

�

気
持
ち
を
分
類
す
る
に
は
限
ら
れ
た
人
に
し
か
で
き
な
い
高
度
な
技
術
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
気
持
ち
の
分
類
と
い
う
困
難
な
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い
る
「
あ

た
し
」
に
尊
敬
の
念
を
抱
い
た
か
ら
。

４　

�

気
持
ち
の
分
類
行
為
は
徒
労
に
終
わ
る
こ
と
を
早
く
教
え
て
あ
げ
た
い
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
は
角
が
立
つ
の
で
ま
ず
は
褒
め
る
こ
と
か
ら
始
め
て
徐
々
に

本
当
の
こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。

５　

�

気
持
ち
を
分
類
す
る
な
ん
て
自
分
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
発
想
だ
っ
た
た
め
、
内
心
で
は
「
あ
た
し
」
に
先
を
越
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
焦
る
気
持
ち
が

起
こ
っ
た
が
、
平
静
さ
を
装
っ
た
か
ら
。

〔
問　

９
〕
空
欄
A
・
B
に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　

A　

息
を
の
ん
だ�

B　

背
を
向
け
た

２　

A��

目
を
ま
る
く
し
た�

B　

首
を
か
し
げ
た

３　

A　

舌
を
巻
い
た�

B　

一
肌
脱
い
だ

４　

A　

へ
そ
を
曲
げ
た�

B　

耳
を
疑
っ
た

５　

A　

肩
を
す
ぼ
め
た�

B　

鼻
で
笑
っ
た
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〔
問　

10
〕
本
文
の
趣
旨
に
合
う
説
明
と
し
て
適
切
で
は
な
い
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　

�

波
線
部
a
「
そ
の
日
は
じ
め
て
、
あ
た
し
た
ち
は
す
ぐ
に
電
車
に
乗
ら
な
い
で
、
駅
前
で
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
は
物
語
の
展
開
に
お

い
て
、
二
人
が
同
じ
講
義
を
受
講
し
て
い
る
仲
間
と
い
う
関
係
か
ら
更
に
親
し
く
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

２　

�
波
線
部
b
「『
こ
り
ゃ
、
だ
め
だ
』」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
「
あ
た
し
」
は
ハ
ル
オ
と
一
緒
の
時
間
に
い
や
な
気
持
ち
に
な
る
回
数
が
予
想
以
上
に
多
か
っ
た

こ
と
で
付
き
合
い
を
や
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
声
に
出
す
こ
と
で
そ
の
気
持
ち
が
定
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
感
じ
て
い
る
。

３　

�

波
線
部
c
「
上
原
菜
野
の
言
葉
に
、
あ
た
し
は
ち
ょ
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
上
原
菜
野
に
「
め
ん
ど
く
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、

気
持
ち
を
分
類
し
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
の
考
え
を
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

４　

�

波
線
部
d
「
あ
た
し
は
片
方
の
カ
ウ
ン
タ
ー
機
を
、
机
の
奥
深
く
に
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
気
持
ち
を
分
類
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
自
分
の

気
持
ち
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
こ
と
に
意
味
を
感
じ
な
く
な
り
、
カ
ウ
ン
タ
ー
機
な
し
で
も
自
分
の
気
持
ち
の
変
化
に
気
づ
こ
う
と
思
い
直
し
た
か
ら
で
あ
る
。

５　

�

波
線
部
e
「『
や
っ
ぱ
り
、
気
持
ち
っ
て
、
分
類
で
き
な
い
ね
』」
に
は
、
ハ
ル
オ
と
い
る
と
好
き
な
気
持
ち
と
も
ど
か
し
い
気
持
ち
が
混
在
し
て
い
る
の
を

感
じ
た
が
、
後
で
考
え
直
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
気
持
ち
が
実
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
も
実
感
で
き
、「
気
持
ち
は
、
分
類
で
き
な
い
」
こ
と
を
自
分
の
結

論
と
し
て
納
得
で
き
た
心
境
が
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
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〔
問　

題
〕
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
〔
問　

11
〕
～
〔
問　

15
〕
に
答
え
な
さ
い
。

　

商
品
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
ス
ト
レ
ー
ト
で
す
。「
自
由
で
あ
れ
。（Be�Free!

）」、「
あ
な
た
ら
し
く
あ
れ
。（Be�Y

ourself!

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、
現
代
の
宣
伝
に

お
い
て
常
套
句
の
最
た
る
も
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
意
味
で
矛
盾
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
、「
あ
な
た
ら
し
く
あ
れ
。」

と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
う
え
で
「
う
ち
の
会
社
の
商
品
を
買
い
な
さ
い
。」
と
迫
っ
て
く
る
こ
と
で
す
。
ど
う
や
ら
現
代
の
洗
練
さ
れ
た
市
場
に
お
い
て
、
商
品
化
の
論

理
は
「
自
分
ら
し
さ
」
さ
え
も
商
品
に
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
い
や
、
む
し
ろ
最
有
力
商
品
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
消
費
者
の
「
自
分
ら
し
さ
」
意
識
を
満
足
さ

せ
る
た
め
の
商
品
が
、
次
か
ら
次
へ
と
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
綿
密
な
市
場
調
査
に
よ
っ
て
割
り
出
さ
れ
た
、
類
型
化
さ
れ
た
「
自
分
ら
し
さ
」

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。「
あ
な
た
ら
し
さ
を
演
出
す
る
、
定
番
ア
イ
テ
ム
！
」
な
ど
と
い
う
吊
り
広
告
を
見
る
と
、
な
Ⅰ

ん
と
も
い
え
な
い
気
分
に
な
り
ま
す
。

　

思
え
ば
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
で
あ
る
こ
と
、〈
私
〉
ら
し
く
あ
る
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
、
と
て
も
魅
力
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
少
々
つ
ら
い
こ
と
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
日
々
〈
私
〉
ら
し
く
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
す
。「
あ
な
た
の
個
性
は
何
か
。」「
あ
な
た
は
他
の
人
と
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
の
か
。」
と

い
う
声
が
、
私
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
ま
す
。「
あ
な
た
ら
し
い
選
択
を
。」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
日
常
茶
飯
事
で
す
。「
私
ら
し
さ
っ
て
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
な
ん
な

の
か
、
も
う
少
し
考
え
て
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
。」
な
ん
て
、
口
よ
ど
ん
で
い
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
い
う
時
代
に
な
っ
た
、
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
は
、「
そ
う
い
う
時
代
」
と
は
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
か
。
話
が
少
々
飛
躍
す
る
よ
う
で
す
が
、「
※
１
近
代
」
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

「
近
代
」
の
目
標
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
人
々
を
縛
り
付
け
て
き
た
伝
統
の
拘
束
や
人
間
関
係
か
ら
、
個
人
を
解
放
す
る
こ
と
で
し
た
。
過
去
か
ら
続
い
て
き
た
慣
習

や
社
会
的
関
係
は
、
し
ば
し
ば
個
人
の
自
由
を
束
縛
し
、
服
従
を
要
求
し
て
き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、「
近
代
」
は
、
個
人
の
自
由
を
重
視
し
、
個
人
の
選
択
を
根
本
原

則
と
し
て
、
社
会
の
仕
組
み
や
ル
ー
ル
を
作
り
替
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
伝
統
的
な
社
会
に
お
い
て
、「
家
」
の
存
続
こ
そ
が
、
そ
こ
に
属
す
る
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
の
至
上
命
題
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
近
代
化
」
の

結
果
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
家
」
は
解
体
し
、
当
事
者
の
合
意
に
基
づ
く
婚
姻
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
「
近
代
家
族
」
が
取
っ
て
代
わ
り
ま
し
た
。
夫
婦
と
そ
の

子
ど
も
の
み
か
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
核
家
族
」
化
も
進
み
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
与
Ⅱ

え
ら
れ
た
人
間
関
係
を
、
自
分
で
選
ん
だ
関
係
に
置
き
換
え
て
い
く
過
程
こ

そ
が
、「
近
代
化
」
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
や
「
※
２
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
」
の
時
代
で
す
。
人
間
関
係
は
、
一
人
一
人
の
個
人
が
「
ス
キ
ル
（
技
術
）」
に
よ
っ
て
作
り
出
し
、
維
持
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま
す
。「
※
３
社
会
関
係
資
本
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
）」
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
、
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
は
、個
人
に
と
っ
て
の
財
産
で
あ
り
、資
本
な
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、自
覚
的
に
関
係
を
作
ら
な
い
限
り
、人
は
孤
独
に
陥
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
は
、「
伝

統
的
な
人
間
関
係
の
束
縛
か
ら
い
か
に
個
人
を
解
放
す
る
か
。」
と
い
う
、
近
代
の
初
め
の
命
題
は
、
見
る
影
も
あ
り
ま
せ
ん
。
時
Ⅲ

代
は
変
わ
っ
た
の
で
す
。�

　

「
近
代
」
の
も
う
一
つ
の
目
標
は
、宗
教
か
ら
の
解
放
で
し
た
。
伝
統
的
な
社
会
に
お
い
て
は
、常
に
「
聖
な
る
も
の
」
の
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。
人
間
を
超
え
た
「
聖

な
る
も
の
」
は
、
人
々
の
畏
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々
に
あ
る
べ
き
姿
、
進
む
べ
き
道
を
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。「
近
代
化
」
は
、
こ

の
「
聖
な
る
も
の
」
の
感
覚
に
支
え
ら
れ
た
宗
教
か
ら
人
々
を
解
放
し
、個
人
の
意
志
を
新
た
な
価
値
の
源
泉
に
し
ま
し
た
。人
々
が
選
択
に
あ
た
っ
て
指
針
と
す
る
の
は
、

も
は
や
人
間
を
超
え
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
々
自
身
の
う
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
源
が
見
い
だ
せ
る
と
い
う
の
が
、「
近
代
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
し
た
。

　

「
聖
な
る
も
の
」
が
一
つ
一
つ
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
が
、「
近
代
」
と
い
う
時
代
で
す
。あ
る
意
味
で
、〈
私
〉
が
こ
の
よ
う
に
強
調
さ
れ
る
現
代
と
は
、そ
の
よ
う
な
「
近
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代
」
の
行
き
着
い
た
時
代
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
「
聖
な
る
も
の
」
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
価
値
と
さ
れ
る
も
の
は
、
も

は
や
〈
私
〉
し
か
な
い
か
ら
で
す
。

　

現
代
の
社
会
理
論
家
の
代
表
的
な
一
人
で
あ
る
※
４
ジ
ー
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
近
代
に
お
い
て
も
、
最
初
の
頃
に
は
歴
史
に
お
い
て
実

現
さ
れ
る
べ
き
目
標
の
理
念
が
あ
り
ま
し
た
。「
公
正
で
平
和
な
社
会
」
な
ど
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
す
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
理
想

を
実
現
す
る
た
め
の
「
革
命
」
と
い
う
言
葉
に
は
、独
特
の
魅
力
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、現
代
の
社
会
理
論
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、む
し
ろ
「
個
人
の
※
５
差
異
」

や
「
個
人
の
選
択
」
で
す
。
も
は
や
社
会
的
な
理
想
は
力
を
持
た
ず
、
も
っ
ぱ
ら
一
人
一
人
の
〈
私
〉
の
選
択
こ
そ
が
強
調
さ
れ
る
の
が
、
今
の
時
代
だ
と
言
う
の
で
す
。

つ
ま
り
、
近
代
と
い
う
時
代
も
一
つ
の
折
り
返
し
点
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
バ
ウ
マ
ン
は
、
私
た
ち
の
生
き
る
近
代
は
、
同
じ
近
代
で
も
、〈
個
人
〉

や
〈
私
〉
中
心
の
近
代
だ
と
言
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
折
り
返
し
点
」
を
過
ぎ
た
「
近
代
」
の
こ
と
を
、現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
理
論
家
で
、社
会
学
者
で
あ
る
※
６
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
や
※
７
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・

ベ
ッ
ク
ら
は
、「
後
期
近
代
」
と
か
「
再
帰
的
近
代
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
折
り
返
し
点
」
を
過
ぎ
た
と
し
て
も
、「
近
代
」

が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、「
近
代
」
を
押
し
進
め
た
運
動
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
近
代
」
が
終
わ
り
、「
近
代
」
と

は
全
く
別
の
「
脱
近
代
（
※
８
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）」
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、「
近
代
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
成
功
し
、
成
功
し
た
た
め
に
こ
そ
、
そ

の
効
果
が
自
分
自
身
に
跳
ね
返
り
、「
近
代
」
そ
の
も
の
が
新
た
な
段
階
に
達
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
が
、「
後
期
近
代
」
と
か
「
再
帰
的
近
代
」
と
い
う
言
い

方
の
背
景
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
（「
再
帰
的
」
の
原
語
はreflexive

で
す
。
文
字
ど
お
り
、
自
分
自
身
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
、
跳
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
し
ま

す
）。
関
連
し
て
、「
※
９
成
熟
社
会
」
と
い
う
言
葉
も
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
や
、
社
会
関
係
は
、
目
の
前
に
当
然
に
存
在
し
、
人
々
を
拘
束
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
一
人
一
人
の
〈
私
〉
が
自
覚
的
に
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
す
。
人
々
が
物
事
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
、
※　

絶
10

対
的
な
価
値
基
準
や
モ
デ
ル
と
す
べ
き
人
や
も
の
は
な
く
な
り
、
全
て
を
〈
私
〉
が
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

結
果
と
し
て
、
現
Ⅳ

代
で
は
「
個
人
」
や
「
平
等
」
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
昔
と
は
違
っ
た
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。「
個
人
」
は
、
そ
れ
を
抑
圧
す
る
も
の

に
対
し
、
高
ら
か
に
掲
げ
る
理
念
と
い
う
よ
り
、
も
は
や
そ
れ
し
か
な
い
、
唯
一
の
価
値
基
準
と
い
う
様
相
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
分
、
一
人
一
人
の
〈
私
〉
と

は
何
か
、そ
の
※　

ア
11

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
平
等
」
も
ま
た
、全
て
の
人
を
た
だ
等
し
く
扱
う
の
で
は
な
く
、一
人
一
人
の
〈
私
〉

を
認
め
、
一
人
一
人
の
〈
私
〉
が
特
別
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば
「
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
」
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
今
や
、
人
は
自
分
が

他
人
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
だ
け
で
は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
が
他
人
と
同
程
度
に
は
特
別
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
す
。

　

現
代
に
お
い
て
個
人
主
義
は
〈
私
〉
の
個
人
主
義
で
す
し
、
平
等
は
〈
私
〉
の
平
等
で
す
。
価
値
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
関
係
の
唯
一
の
起
点
で
あ

る
〈
私
〉
抜
き
に
、社
会
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
〈
私
〉
は
、一
人
一
人
が
強
い
自
意
識
を
持
ち
、自
分
の
固
有
性
に
こ
だ
わ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
一
人
一
人
の
自
意
識
は
、
社
会
全
体
と
し
て
見
る
と
、
ど
こ
と
な
く
似
通
っ
て
お
り
、
誰
一
人
特
別
な
存
在
は
い
ま
せ
ん
。
こ
Ⅴ

の
よ
う
な

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
こ
そ
が
、〈
私
〉
時
代
を
特
徴
づ
け
る
の
で
す
。
一
人
一
人
の
個
人
の
〈
私
〉
に
着
目
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
社
会
の
動
き
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
、
さ
り
と
て
そ
の
場
合
の
〈
私
〉
と
は
、
特
別
な
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
で
は
な
く
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
存
在
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
一
人

一
人
の
個
人
の
〈
私
〉
の
中
に
、
社
会
の
激
し
い
変
化
が
見
て
取
れ
る
の
が
、〈
私
〉
時
代
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
私
〉
が
時
代
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
独
特
の
難
し
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
す
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、〈
私
〉
で
は
な
く
、〈
私
た
ち
〉
の
力
に
よ
っ
て
生
み
出
し
て
い
く
も
の
で
す
。〈
私
〉
の
こ
と
は
〈
私
〉
が
決
め
れ
ば
い
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

世
の
中
に
は
、〈
私
〉
一
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
の
力
を
借
り
、
人
と
協
力
す
る
こ
と
で
初
め
て
実
現
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
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人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
時
、人
々
が
集
ま
っ
て
〈
私
た
ち
〉
を
形
成
し
、〈
私
た
ち
〉
の
意
志
で
〈
私
た
ち
〉
の
問
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

も
ち
ろ
ん
、〈
私
た
ち
〉
と
は
誰
の
こ
と
な
の
か
、
自
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
ご
と
に
、
そ
の
当
事
者
と
な
る
〈
私
た
ち
〉
も
違
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
問
題
の

規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、〈
私
た
ち
〉
の
サ
イ
ズ
も
大
き
く
な
り
ま
す
。
こ
の
サ
イ
ズ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
国
」
の
サ
イ
ズ
と
一
致
し
た
時
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
民
主

政
治
）
と
い
う
言
葉
は
最
も
頻
繁
に
使
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
大
き
い
サ
イ
ズ
で
も
、
あ
る
い
は
よ
り
小
さ
い
サ
イ
ズ
で
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
今
の
時
代
に
お
い
て
、〈
私
た
ち
〉
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
誰
と
い
っ
し
ょ
に
〈
私
た
ち
〉
を
形
成
し
て
い

ま
す
か
。
そ
の
〈
私
た
ち
〉
に
は
、
誰
が
入
っ
て
い
て
、
誰
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
意
味
で
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
極
め
て
重
要
な
政
治
的
意
味
を
持
っ

て
い
る
の
が
、
現
代
と
い
う
時
代
な
の
で
す
。

　

日
々
、
安
全
保
障
、
環
境
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
水
や
食
資
源
、
不
況
、
雇
用
、
年
金
や
介
護
の
問
題
な
ど
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
お
け
る
多
く
の
問
題
が
報
道
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
問
題
ご
と
に
、
誰
が
当
事
者
で
、
誰
の
力
を
結
集
し
な
け
れ
ば
、
問
題
を
解
決
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
人
一
人
が
〈
私
〉
の
意
識
を
持
ち
、
他
人
と
は
違
っ
た
自
分
ら
し
さ
を
模
索
し
て
い
る
中
、
そ
の
よ
う
な
〈
私
〉
が
集
ま
っ
て
、〈
私
た
ち
〉
を
作
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
〈
私
〉
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
問
題
で
す
。

�

（
宇
野
重
規
『〈
私
〉
時
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
よ
り
（
読
み
易
さ
を
考
慮
し
、
か
な
遣
い
、
ふ
り
が
な
等
、
原
文
の
一
部
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
））

　
　

※
１　

�

近
代
…�

モ
ダ
ン
（
近
代
）
は
、
十
八
世
紀
頃
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
始
ま
っ
た
時
代
。
ま
た
、
そ
の
精
神
と
社
会
の
在
り
方
。
産
業
革
命
を
背
景
に
持
ち
、
進
歩

主
義
、
合
理
主
義
、
個
人
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
等
を
肯
定
的
に
捉
え
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　
　

※
２　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
…
社
会
生
活
を
営
む
う
え
で
必
要
な
人
間
関
係
を
築
く
技
術
。

　
　

※
３　

社
会
関
係
資
本
…
社
会
の
効
率
性
を
高
め
る
、
人
間
の
信
頼
関
係
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。

　
　

※
４　

ジ
ー
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
…
（
一
九
二
五
～
二
〇
一
七
年
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
社
会
学
者
。

　
　

※
５　

差
異
…
あ
る
物
事
の
、
他
の
物
事
と
の
違
い
。「
差
違
」
と
も
。

　
　

※
６　

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
…
（
一
九
三
八
～
）
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
学
者
。

　
　

※
７　

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
…
（
一
九
四
四
～
二
〇
一
五
年
）
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
。

　
　

※
８　

�

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
…�

近
代
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
思
想
運
動
。
脱
近
代
。
二
十
世
紀
後
半
に
盛
ん
に
な
っ
た
思
想
運
動
の
こ
と
で
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム

と
も
言
う
。
近
代
の
考
え
方
の
限
界
を
指
摘
し
、
現
代
の
消
費
社
会
や
情
報
社
会
に
対
応
す
る
新
し
い
知
や
実
践
の
あ
り
方
を
提
唱
す
る

思
想
で
あ
る
。

　
　

※
９　

成
熟
社
会
…
精
神
的
な
豊
か
さ
や
生
活
の
質
の
向
上
を
重
視
す
る
、
平
和
で
自
由
な
社
会
。

　
　

※
10　

絶
対
…
他
に
比
較
・
対
立
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
。

　
　

※
11　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
…
自
分
が
他
の
誰
で
も
な
い
自
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
実
感
や
確
信
。
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〔
問　

11
〕�

傍
線
部
Ⅰ
「
な
ん
と
も
い
え
な
い
気
分
に
な
り
ま
す
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　
�「

自
由
で
あ
る
こ
と
」
や
「
自
分
ら
し
く
あ
る
こ
と
」
は
、
資
本
主
義
の
中
で
買
い
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
世
俗
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
生
き
方
に
関
わ

る
崇
高
な
も
の
の
は
ず
だ
か
ら
。

２　

�「
あ
な
た
ら
し
さ
を
演
出
す
る
」
と
い
う
広
告
の
フ
レ
ー
ズ
が
あ
ま
り
に
露
骨
に
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
刺
激
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
強
い
嫌
悪
感
を
覚
え
る

か
ら
。

３　

�「
定
番
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
類
型
化
さ
れ
た
商
品
に
よ
っ
て
、
個
々
人
で
異
な
る
は
ず
の
「
自
分
ら
し
さ
」
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
言
い
方
に
矛
盾
を

感
じ
る
か
ら
。

４　

�

個
々
人
で
異
な
る
は
ず
の
「
自
分
ら
し
さ
」
が
、「
定
番
」
と
い
う
言
葉
で
類
型
化
さ
れ
た
商
品
に
よ
っ
て
簡
単
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
言
い
方
に
憤
り
を

感
じ
る
か
ら
。

５　

�「
自
分
ら
し
さ
」
を
日
々
要
求
さ
れ
、
い
つ
も
自
分
ら
し
く
あ
る
こ
と
は
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
つ
ら
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
代
の
閉
塞
感
の
原
因
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

〔
問　

12
〕�

傍
線
部
Ⅱ
「
与
え
ら
れ
た
人
間
関
係
」
と
は
何
を
指
す
か
。「
与
え
ら
れ
た
人
間
関
係
」
の
具
体
例
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　

お
盆
祭
り
へ
の
不
参
加
を
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
村
の
有
力
者
か
ら
「
参
加
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
は
各
人
の
判
断
に
任
せ
る
」
と
言
わ
れ
た
。

２　

村
の
し
き
た
り
を
破
っ
て
周
り
の
住
民
か
ら
不
当
な
扱
い
を
受
け
た
の
が
納
得
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
裁
判
に
訴
え
た
と
こ
ろ
勝
訴
し
た
。

３　

自
分
と
は
出
身
の
地
域
も
境
遇
も
ま
っ
た
く
違
う
恋
人
に
思
い
切
っ
て
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
し
た
と
こ
ろ
、
見
事
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
た
。

４　

苦
労
し
て
就
職
活
動
を
し
、
せ
っ
か
く
就
い
た
仕
事
に
専
念
し
た
い
の
で
、
当
分
の
間
は
誰
か
と
結
婚
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
い
。

５　

曾
祖
父
は
子
供
の
頃
、
進
学
し
て
学
問
を
し
た
い
と
い
う
思
い
は
あ
っ
た
が
、
商
人
に
学
問
は
必
要
な
い
と
い
う
父
の
言
に
従
い
商
家
を
継
い
だ
。
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〔
問　

13
〕�

傍
線
部
Ⅲ
「
時
代
は
変
わ
っ
た
の
で
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答

え
よ
。

１　

�

伝
統
的
な
社
会
で
は
人
間
関
係
は
も
と
も
と
持
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
近
代
」
に
お
い
て
は
、
個
人
の
努
力
に
よ
っ
て
人
間
関
係
を
変
え
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
、
ス
キ
ル
を
駆
使
し
て
そ
の
努
力
自
体
を
楽
し
も
う
と
す
る
人
々
が
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

２　
�「

近
代
」
で
は
自
由
を
重
視
す
る
個
人
が
自
分
自
身
の
意
思
で
所
属
す
る
集
団
を
選
ん
で
関
係
を
作
り
替
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
現
代
」
で
は
資
本
主
義

の
更
な
る
発
達
に
よ
り
、
資
本
が
な
い
と
人
間
関
係
を
生
み
出
し
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

３　

�「
近
代
」
で
は
「
家
」
の
存
続
こ
そ
が
そ
こ
に
属
す
る
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
の
至
上
命
題
だ
っ
た
が
、「
現
代
」
で
は
人
間
関
係
を
作
る
た
め
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・

ス
キ
ル
」
が
普
及
し
、「
家
」
に
関
係
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
協
力
し
な
が
ら
人
間
関
係
を
構
築
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

４　

�「
近
代
」
で
は
個
人
が
自
由
に
人
間
関
係
を
選
べ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
が
、「
現
代
」
で
は
人
間
関
係
を
自
ら
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
」
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
な
け
れ
ば
身
寄
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
時
代
と
な
り
、「
近
代
」
の
目
標
は
跡
形
も
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

５　

�「
近
代
」
は
伝
統
的
な
人
間
関
係
を
否
定
し
個
人
を
解
放
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
が
、「
現
代
」
で
は
、
個
々
人
が
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
」
を
使
い
こ

な
せ
ず
に
疲
弊
し
孤
独
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
再
び
前
近
代
の
よ
う
な
人
間
関
係
を
取
り
戻
す
動
き
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問　

14
〕�

傍
線
部
Ⅳ
「
現
代
で
は
『
個
人
』
や
『
平
等
』
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
昔
と
は
違
っ
た
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
」
に
つ
い
て
、「
平
等
」
の
概
念
は
、

近
代
と
現
代
と
で
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　

�「
近
代
」
に
お
い
て
は
人
々
が
た
だ
等
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、「
現
代
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他
者
と
同
じ
程
度
に
特
別
な
存

在
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

２　

�「
近
代
」
に
お
い
て
は
社
会
が
掲
げ
た
理
念
で
あ
っ
た
「
平
等
」
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、「
現
代
」
に
お
い
て
は
「
平
等
」
の
理
念
が
実
現
さ
れ
、
人
と

差
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
新
た
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。

３　

�「
近
代
」
に
お
い
て
は
等
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、「
現
代
」
に
お
い
て
は
、
等
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
特
別
な
ヒ
ー
ロ
ー

や
ヒ
ロ
イ
ン
の
よ
う
に
扱
っ
て
ほ
し
い
と
望
ん
で
い
る
。

４　

�「
近
代
」
に
お
い
て
の
「
平
等
」
は
、
言
葉
の
上
だ
け
の
も
の
で
あ
り
世
界
中
で
差
別
は
あ
っ
た
が
、「
現
代
」
に
お
い
て
は
「
平
等
」
と
は
な
く
て
は
な
ら

な
い
全
世
界
共
通
の
理
念
と
な
っ
て
い
る
。

５　

�「
近
代
」
に
お
い
て
は
ど
の
人
間
も
結
果
と
し
て
等
し
く
扱
わ
れ
る
「
結
果
の
平
等
」
が
求
め
ら
れ
た
が
、「
現
代
」
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
個
性
を

発
揮
す
る
た
め
の
「
機
会
の
平
等
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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〔
問　

15
〕�

傍
線
部
Ⅴ
「
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
つ
い
て
、こ
こ
で
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
よ
。

１　
�

現
代
の
人
々
は
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な
が
ら
、
個
人
の
平
等
が
強
調
さ
れ
る
社
会
の
た
め
、
突
出
し
た
個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い

を
覚
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

２　

�

現
代
の
人
々
は
自
分
が
他
者
と
異
な
る
個
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
一
方
で
、
そ
う
し
た
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
点
は
社
会
全
体
で
類
似
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
。

３　

�

現
代
の
人
々
は
、
自
分
こ
そ
個
性
的
な
存
在
と
し
て
社
会
貢
献
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
社
会
全
体
か
ら
見
れ
ば
皆
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
。

４　

�

現
代
の
人
々
は
特
別
な
ヒ
ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
で
は
な
く
あ
り
ふ
れ
た
存
在
な
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
社
会
を
変
え
て
い
く
価
値
あ
る
人
間
だ
と
思

い
あ
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

５　

�

現
代
の
人
々
は
、
個
性
こ
そ
真
の
人
間
だ
と
い
う
近
代
化
の
流
れ
か
ら
、
皆
が
個
性
的
に
な
り
過
ぎ
て
し
ま
い
そ
れ
ぞ
れ
が
身
勝
手
に
行
動
し
て
い
る
の
で

ま
と
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。




