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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
】
非
常
に
恣
意
的
で
あ
る
。

１　

無
駄
を
省
い
て
能
率
よ
く
物
事
を
行
う
さ
ま

２　

他
と
の
関
係
や
比
較
の
う
え
に
成
り
立
つ
さ
ま

３　

特
定
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
ず
に
物
事
を
捉
え
る
さ
ま

４　

勝
手
気
ま
ま
で
論
理
的
な
必
然
性
が
な
い
さ
ま

５　

個
々
の
事
物
に
即
し
て
い
る
さ
ま

〔
問　

2
〕
例
文
の
（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
「
四
字
熟
語
」
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
】〝
考
え
や
行
動
が
自
由
で
あ
る
こ
と
〞
を
、（　
　
　

）
と
言
う
。

１　

魑
魅
魍
魎

２　

風
光
明
媚

３　

融
通
無
碍

４　

豪
放
磊
落

５　

渾
然
一
体

〔
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
】
老
成
し
た
話
し
方
の
人
だ
。

１　

年
の
わ
り
に
落
ち
着
い
た

２　

静
か
で
ゆ
っ
く
り
と
し
た

３　

重
々
し
く
低
音
の
響
い
た

４　

知
性
的
で
筋
道
の
通
っ
た

５　

渋
み
が
あ
り
し
わ
が
れ
た
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〔
問　

4
〕
例
文
の
（　
　

）
に
当
て
は
ま
る
「
故
事
成
語
」
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
】〝
目
上
の
人
が
あ
る
人
を
信
任
し
て
手
厚
く
迎
え
る
こ
と
〞
を
、（　
　
　

）
と
言
う
。

１　

水
魚
の
交
わ
り

２　

烏
合
の
衆

３　

牛
耳
を
執
る

４　

三
顧
の
礼

５　

座
右
の
銘

〔
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
】
大
は
小
を
カ
ね
る
。

１　

私
は
、
チ
ー
ム
の
勝
利
に
コ
ウ
ケ
ン
し
た
。

２　

辞
書
は
弟
と
ケ
ン
ヨ
ウ
で
使
っ
て
い
る
。

３　

足
首
を
痛
め
て
し
ま
い
、
キ
ケ
ン
す
る
。

４　

日
本
国
ケ
ン
ポ
ウ
を
学
ぶ
こ
と
に
し
た
。

５　

暴
風
雨
の
ケ
ン
ナ
イ
に
入
っ
て
い
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
。

　

え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧お

さ

え
つ
け
て
い
た
。
焦
燥
と
云い

お
う
か
、
嫌
悪
と
云
お
う
か
│
│
酒
を
飲
ん
だ
あ
と
に
宿ふ
つ
か
よ
い酔が
あ
る
よ
う
に
、
酒
を

毎
日
飲
ん
で
い
る
と
宿
酔
に
相
当
し
た
時
期
が
や
っ
て
来
る
。
そ
れ
が
来
た
の
だ
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
い
け
な
か
っ
た
。
結
果
し
た
※
１
肺は
い
せ
ん尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け

な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
背
を
焼
く
よ
う
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
い
け
な
い
の
は
そ
の
（　
　

Ａ　
　

）
だ
。
以
前
私
を
喜
ば
せ
た
ど
ん
な
美
し
い
音

楽
も
、
ど
ん
な
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
が
な
ら
な
く
な
っ
た
。
※
２
蓄
音
器
を
聴
か
せ
て
も
ら
い
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
行
っ
て
も
、
最
初
の
二
三
小
節
で
不
意
に
立
ち

上
が
っ
て
し
ま
い
た
く
な
る
。
何
か
が
私
を
居い
た
た
ま堪
ら
ず
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
で
始
終
私
は
街
か
ら
街
を
浮
浪
し
続
け
て
い
た
。

　

な
ぜ
だ
か
そ
の
頃
私
は
見
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
に
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
風
景
に
し
て
も
壊
れ
か
か
っ
た
街
だ
と
か
、
そ
の
街
に
し
て
も

よ
そ
よ
そ
し
い
表
通
り
よ
り
も
ど
こ
か
親
し
み
の
あ
る
、
汚
い
洗
濯
物
が
干
し
て
あ
っ
た
り
が
ら
く
た

0

0

0

0

が
転こ
ろ
がし
て
あ
っ
た
り
む
さ
く
る
し
い
部
屋
が
覗の
ぞ

い
て
い
た
り
す
る

裏
通
り
が
好
き
で
あ
っ
た
。
雨
や
風
が
蝕む
し
ばん

で
や
が
て
土
に
帰
っ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
趣
き
の
あ
る
街
で
、
土
塀
が
崩
れ
て
い
た
り
家
並
み
が
傾
き
か
か
っ
て

い
た
り
│
│
勢
い
の
い
い
の
は
植
物
だ
け
で
、
時
と
す
る
と
吃び
っ
く
り驚
さ
せ
る
よ
う
な
向ひ
ま
わ
り

日
葵
が
あ
っ
た
り
※
３
カ
ン
ナ
が
咲
い
て
い
た
り
す
る
。

　

時
ど
き
私
は
そ
ん
な
路み
ち

を
歩
き
な
が
ら
、
ふ
と
、
そ
こ
が
京
都
で
は
な
く
て
京
都
か
ら
※
４
何
百
里
も
離
れ
た
仙
台
と
か
長
崎
と
か
│
│
そ
の
よ
う
な
市ま
ち

へ
今
自
分
が
来

て
い
る
の
だ
│
│
と
い
う
錯
覚
を
起
こ
そ
う
と
努
め
る
。
私
は
、
出
来
る
こ
と
な
ら
京
都
か
ら
逃
げ
出
し
て
誰
一
人
知
ら
な
い
よ
う
な
市
へ
行
っ
て
し
ま
い
た
か
っ
た
。

第
一
に
安
静
。
が
ら
ん
と
し
た
旅
館
の
一
室
。
清
浄
な
布
団
。
匂
い
の
い
い
※
５
蚊か

や帳
と
糊の
り

の
よ
く
き
い
た
浴
衣
。
そ
こ
で
一ひ
と
つ
き月
ほ
ど
何
も
思
わ
ず
横
に
な
り
た
い
。
希ね
が

わ

く
は
こ
こ
が
い
つ
の
間
に
か
そ
の
市
に
な
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
。
│
│
錯
覚
が
よ
う
や
く
成
功
し
は
じ
め
る
と
私
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
想
像
の
絵
具
を
塗
り
つ
け
て
ゆ

く
。
何
の
こ
と
は
な
い
、
私
の
（　
　

Ｂ　
　

）
と
壊
れ
か
か
っ
た
街
と
の
二
重
写
し
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
そ
の
中
に
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う
の
を
楽
し
ん
だ
。

　

私
は
ま
た
あ
の
花
火
と
い
う
奴や
つ

が
好
き
に
な
っ
た
。
花
火
そ
の
も
の
は
第
二
段
と
し
て
、
あ
の
安
っ
ぽ
い
絵
具
で
赤
や
紫
や
黄
や
青
や
、
様
々
の
縞し
ま

模
様
を
持
っ
た
花

火
の
束た
ば

、
※
６
中
山
寺
の
星
下
り
、
花
合
戦
、
枯
れ
す
す
き
。
そ
れ
か
ら
鼠ね
ず
み花

火
と
い
う
の
は
一
つ
ず
つ
輪
に
な
っ
て
い
て
箱
に
詰
め
て
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
が
変
に
私
の

心
を
唆そ
そ

っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
ま
た
、
※
７
び
い
ど
ろ

0

0

0

0

と
い
う
色い
ろ
が
ら
す

硝
子
で
鯛た
い

や
花
を
打
ち
出
し
て
あ
る
お
は
じ
き
が
好
き
に
な
っ
た
し
、
※
８
南な
ん
き
ん
だ
ま

京
玉
が
好
き
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
を
嘗な

め
て

み
る
の
が
私
に
と
っ
て
何
と
も
い
え
な
い
享き
ょ
う
ら
く楽だ

っ
た
の
だ
。
あ
の
び
い
ど
ろ
の
味
ほ
ど
幽か
す

か
な
涼
し
い
味
が
あ
る
も
の
か
。
私
は
幼
い
時
よ
く
そ
れ
を
口
に
入
れ
て
は

父
母
に
叱し
か

ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
幼
時
の
あ
ま
い
記
憶
が
大
き
く
な
っ
て
落お
ち
ぶ魄
れ
た
私
に
蘇
よ
み
が
えっ
て
く
る
故
だ
ろ
う
か
、
全
く
あ
の
味
に
は
幽
か
な
爽
や
か
な
何
と
な
く

詩
美
と
い
っ
た
よ
う
な
味
覚
が
漂
っ
て
来
る
。

　

察
し
は
つ
く
だ
ろ
う
が
私
に
は
ま
る
で
金
が
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
そ
ん
な
も
の
を
見
て
少
し
で
も
心
の
動
き
か
け
た
時
の
私
自
身
を
慰
め
る
た
め
に
は
贅ぜ
い
た
く沢

と
い
う

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
※
９
二
銭
や
三
銭
の
も
の
│
│
と
い
っ
て
贅
沢
な
も
の
。
美
し
い
も
の
│
│
と
い
っ
て
無
気
力
な
私
の
触し
ょ
っ
か
く角に
む
し
ろ
媚こ

び
て
来
る
も
の
。
│
│
そ

う
い
っ
た
も
の
が
自
然
私
を
慰
め
る
の
だ
。

　

生
活
が
ま
だ
蝕
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
以
前
私
の
好
き
で
あ
っ
た
所
は
、
例
え
ば
※
10
丸
善
で
あ
っ
た
。
赤
や
黄
の
※
11
オ
ー
ド
コ
ロ
ン
や
※
12
オ
ー
ド
キ
ニ
ン
。
洒し
ゃ
れ落

た

※
13
切き
り
こ子
細
工
や
典て
ん
が雅
な
※
14
ロ
コ
コ
趣
味
の
浮う
き

模
様
を
持
っ
た
琥こ
は
く珀
色
や
翡ひ
す
い翠
色
の
香
水
壜び
ん

。
※
15
煙き
せ
る管
、
小
刀
、
石せ
っ
け
ん鹼
、
煙た
ば
こ草
。
私
は
そ
ん
な
も
の
を
見
る
の
に
小こ

一

時
間
も
費
や
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
結
局
一
等
い
い
鉛
筆
を
一
本
買
う
く
ら
い
の
贅
沢
を
す
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
も
も
う
そ
の
頃
の
私
に
と
っ
て
は
重
く
る

し
い
場
所
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
書
籍
、
学
生
、
勘か
ん
じ
ょ
う
だ
い

定
台
、
こ
れ
ら
は
み
な
借
金
取
り
の
亡
霊
の
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
の
だ
っ
た
。
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あ
る
朝
│
│
そ
の
頃
私
は
甲こ
う

の
友
達
か
ら
乙お
つ

の
友
達
へ
と
い
う
ふ
う
に
友
達
の
下
宿
を
転
々
と
し
て
暮く
ら

し
て
い
た
の
だ
が
│
│
友
達
が
学
校
へ
出
て
し
ま
っ
た
あ
と
の

空
虚
な
空
気
の
な
か
に
ぽ
つ
ね
ん
と
一
人
取
り
残
さ
れ
た
。
私
は
ま
た
そ
こ
か
ら
彷さ
ま
よ徨
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
か
が
私
を
追
い
た
て
る
。
そ
し
て
街
か
ら
街

へ
、
先
に
云
っ
た
よ
う
な
裏
通
り
を
歩
い
た
り
、
駄
菓
子
屋
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
た
り
、
乾か
ん
ぶ
つ
や

物
屋
の
乾ほ
し
え
び蝦
や
※
16
棒ぼ
う
だ
ら鱈
や
※
17
湯ゆ

ば葉
を
眺
め
た
り
、
と
う
と
う
私
は
二に
じ
ょ
う条
の

方
へ
寺
町
を
下さ
が

り
、
そ
こ
の
果
物
屋
で
足
を
留
め
た
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
そ
の
果
物
屋
を
紹
介
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
果
物
屋
は
私
の
知
っ
て
い
た
範
囲
で
最
も
好
き
な

店
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
決
し
て
立
派
な
店
で
は
な
か
っ
た
の
だ
が
、
果
物
屋
固
有
の
美
し
さ
が
最
も
露
骨
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
果
物
は
か
な
り
勾
配
の
急
な
台
の
上
に
並
べ

て
あ
っ
て
、
そ
の
台
と
い
う
の
も
古
び
た
黒
い
漆う
る
し
ぬ塗
り
の
板
だ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
何
か
華
や
か
な
美
し
い
音
楽
の
※
18
快ア
ッ
レ
グ
ロ

速
調
の
流
れ
が
、
見
る
人
を
石
に
化
し
た
と

い
う
※
19
ゴ
ル
ゴ
ン
の
鬼き
め
ん面
│
│
的
な
も
の
を
差
し
つ
け
ら
れ
て
、
あ
ん
な
色
彩
や
あ
ん
な
※
20
ヴ
ォ
リ
ウ
ム
に
凝
り
固
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
果
物
は
並
ん
で
い
る
。
青

物
も
や
は
り
奥
へ
ゆ
け
ば
ゆ
く
ほ
ど
堆う
ず

高
く
積
ま
れ
て
い
る
。
│
│
実
際
あ
そ
こ
の
人に
ん
じ
ん
ば

参
葉
の
美
し
さ
な
ど
は
素す
ば
ら晴

し
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
水
に
漬
け
て
あ
る
豆
だ
と
か

※
21
慈く
わ
い姑
だ
と
か
。

　

ま
た
そ
こ
の
家
の
美
し
い
の
は
夜
だ
っ
た
。
寺
町
通ど
お
りは

一
体
に
賑に
ぎ
やか

な
通
り
で
│
│
と
い
っ
て
感
じ
は
東
京
や
大
阪
よ
り
は
ず
っ
と
澄す

ん
で
い
る
が
│
│
飾か
ざ
り
ま
ど窓の

光
が

お
び
た
だ
し
く
街
路
へ
流
れ
出
て
い
る
。そ
れ
が
ど
う
し
た
訳
か
そ
の
店
頭
の
周
囲
だ
け
が
妙
に
暗
い
の
だ
。も
と
も
と
片
方
は
暗
い
二
条
通
に
接
し
て
い
る
街
角
に
な
っ

て
い
る
の
で
、
暗
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
隣り
ん
か家
が
寺
町
通
に
あ
る
家
に
も
か
か
わ
ら
ず
暗
か
っ
た
の
が
瞭は
っ
き
り然
し
な
い
。
し
か
し
そ
の
家
が
暗
く
な
か
っ
た
ら
、

あ
ん
な
に
も
私
を
誘
惑
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
も
う
一
つ
は
そ
の
家
の
打
ち
出
し
た
廂ひ
さ
しな

の
だ
が
、
そ
の
廂
が
眼ま
ぶ
か深

に
冠か
ぶ

っ
た
帽ぼ
う
し子

の
廂
の
よ
う
に
│
│
こ

れ
は
形
容
と
い
う
よ
り
も
、「
お
や
、
あ
そ
こ
の
店
は
帽
子
の
廂
を
や
け
に
下
げ
て
い
る
ぞ
」
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
な
の
で
、
廂
の
上
は
こ
れ
も
真
暗
な
の
だ
。
そ
う
周
囲

が
真
暗
な
た
め
、
店
頭
に
点つ

け
ら
れ
た
幾い
く

つ
も
の
電で
ん
と
う燈
が
驟し
ゅ
う
う雨
の
よ
う
に
浴あ
び

せ
か
け
る
絢け
ん
ら
ん爛
は
、
周
囲
の
何
者
に
も
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
肆
ほ
し
い
ま
まに
も
美
し
い
眺
め
が
照て
ら

し

出
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
裸は
だ
かの

電
灯
が
細
長
い
螺ら
せ
ん
ぼ
う

旋
棒
を
き
り
き
り
眼
の
中
へ
刺さ

し
込
ん
で
来
る
往
来
に
立
っ
て
、
ま
た
近
所
に
あ
る
※
22
鎰か
ぎ
や屋

の
二
階
の
硝
子
窓
を
す
か

し
て
眺
め
た
こ
の
果
物
店
の
眺
め
ほ
ど
、
そ
の
時
ど
き
の
私
を
興
が
ら
せ
た
も
の
は
寺
町
の
中
で
は
稀ま
れ

だ
っ
た
。

　

そ
の
日
私
は
い
つ
に
な
く
そ
の
店
で
買
物
を
し
た
。
と
い
う
の
は
そ
の
店
に
は
珍め
ず

ら
し
い
檸れ
も
ん檬
が
出
て
い
た
の
だ
。
檸
檬
な
ど
ご
く
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
が
そ
の
店
と

い
う
の
も
見
す
ぼ
ら
し
く
は
な
い
ま
で
も
た
だ
あ
た
り
ま
え
の
八や

お

や
百
屋
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
見
か
け
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
体
私
は
あ
の
檸
檬

が
好
き
だ
。
※
23
レ
モ
ン
エ
ロ
ウ
の
絵
具
を
チ
ュ
ー
ブ
か
ら
搾し
ぼ

り
出
し
て
固
め
た
よ
う
な
あ
の
単
純
な
色
も
、
そ
れ
か
ら
あ
の
丈た
け

の
詰つ
ま

っ
た
紡ぼ
う
す
い
け
い

錘
形
の
恰か
っ
こ
う好
も
。
│
│
結

局
私
は
そ
れ
を
一
つ
だ
け
買
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
私
は
ど
こ
へ
ど
う
歩
い
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
長
い
間
街
を
歩
い
て
い
た
。
始
終
私
の
心
を
圧
え
つ
け
て
い
た

不
吉
な
塊
が
そ
れ
を
握
っ
た
瞬
間
か
ら
い
く
ら
か
弛ゆ
る

ん
で
来
た
と
み
え
て
、
私
は
街
の
上
で
非
常
に
幸
福
で
あ
っ
た
。
あ
ん
な
に
執し
つ
こ拗

か
っ
た
憂ゆ
う
う
つ鬱

が
、
そ
ん
な
も
の
の

一い
っ
か顆
で
紛
ら
さ
れ
る
│
│
あ
る
い
は
不
審
な
こ
と
が
、
逆
説
的
な
本
当
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
心
と
い
う
奴
は
何
と
い
う
不
可
思
議
な
奴
だ
ろ
う
。

　

そ
の
檸
檬
の
冷
た
さ
は
た
と
え
よ
う
も
な
く
よ
か
っ
た
。
そ
の
頃
私
は
肺
尖
を
悪
く
し
て
い
て
い
つ
も
身か
ら
だ体
に
熱
が
出
た
。
事
実
友
達
の
誰だ
れ
か
れ彼
に
私
の
熱
を
見
せ
び
ら

か
す
た
め
に
手
の
握
り
合
い
な
ど
を
し
て
み
る
の
だ
が
、
私
の
掌
て
の
ひ
らが

誰
の
よ
り
も
熱
か
っ
た
。
そ
の
熱
い
故
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
握
っ
て
い
る
掌
か
ら
身
内
に
浸し

み
透と
お

っ

て
ゆ
く
よ
う
な
そ
の
冷
た
さ
は
快
い
も
の
だ
っ
た
。

　

私
は
何
度
も
何
度
も
そ
の
果
実
を
鼻
に
持
っ
て
い
っ
て
は
嗅か

い
で
み
た
。
そ
れ
の
産
地
だ
と
い
う
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
が
想
像
に
上
っ
て
来
る
。
漢
文
で
習
っ
た 

※
24
「
売ば
い

柑か
ん
し
ゃ
の
げ
ん

者
之
言
」
の
中
に
書
い
て
あ
っ
た
「
鼻
を
撲う

つ
」
と
い
う
言
葉
が
断き

れ
ぎ
れ
に
浮
か
ん
で
来
る
。そ
し
て
ふ
か
ぶ
か
と
胸
一
杯
に
匂に
お

や
か
な
空
気
を
吸す
い
こ込

め
ば
、

つ
い
ぞ
胸
一
杯
に
呼
吸
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
私
の
身
体
や
顔
に
は
温
あ
た
た
かい
血
の
ほ
と
ぼ
り
が
昇の
ぼ

っ
て
来
て
何
だ
か
身
内
に
元
気
が
目
覚
め
て
来
た
の
だ
っ
た
。
…
…

　

実
際
あ
ん
な
単
純
な
冷
覚
や
触
覚
や
嗅き
ゅ
う
か
く覚や

視
覚
が
、
ず
っ
と
昔
か
ら
こ
れ
ば
か
り
探
し
て
い
た
の
だ
と
云
い
た
く
な
っ
た
ほ
ど
私
に
し
っ
く
り
し
た
な
ん
て
私
は 



国−7−⑦−共

（　
　

Ｃ　
　

）
に
思
え
る
│
│
そ
れ
が
あ
の
頃
の
こ
と
な
ん
だ
か
ら
。

　

私
は
も
う
往
来
を
軽
や
か
な
昂こ
う
ふ
ん奮
に
弾は
ず

ん
で
、
一
種
誇ほ
こ

り
か
な
気
持
ち
さ
え
感
じ
な
が
ら
、
美
的
装
束
を
し
て
街
を
闊か
っ
ぽ歩
し
た
詩
人
の
こ
と
な
ど
思
い
浮
か
べ
て
は
歩

い
て
い
た
。
汚
れ
た
手て
ぬ
ぐ
い拭
の
上
へ
載の

せ
て
み
た
り
※
25
マ
ン
ト
の
上
へ
あ
て
が
っ
て
み
た
り
し
て
色
の
反
映
を
量
っ
た
り
、
ま
た
こ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た
り
、

　

│
│
つ
ま
り
は
こ
の
重
さ
な
ん
だ
な
。
│
│

　

そ
の
重
さ
こ
そ
常
づ
ね
私
が
尋
ね
あ
ぐ
ん
で
い
た
も
の
で
、
疑
い
も
な
く
こ
の
重
さ
は
す
べ
て
の
善よ

い
も
の
す
べ
て
の
美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
来
た
重
さ
で

あ
る
と
か
、
思
Ⅰ

い
あ
が
っ
た
諧か

い
ぎ
ゃ
く謔心

か
ら
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
考
え
て
み
た
り
│
│
何
が
さ
て
私
は
（　
　

Ｄ　
　

）
だ
っ
た
の
だ
。

　

ど
こ
を
ど
う
歩
い
た
の
だ
ろ
う
、
私
が
最
後
に
立
っ
た
の
は
丸
善
の
前
だ
っ
た
。
平
Ⅱ

常
あ
ん
な
に
避
け
て
い
た
丸
善
が
そ
の
時
の
私
に
は
易や

す

や
す
と
入
れ
る
よ
う
に
思

え
た
。

　
「
今
日
は
一
つ
入
っ
て
み
て
や
ろ
う
」
そ
し
て
私
は
ず
か
ず
か
入
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
、
私
の
心
を
充み
た

し
て
い
た
幸
福
な
感
情
は
だ
ん
だ
ん
逃
げ
て
行
っ
た
。
香
水
の
壜
に
も
煙
管
に
も
私
の
心
は
の
し
か
か
っ
て
は
ゆ
か
な

か
っ
た
。
憂
鬱
が
立
て
罩こ

め
て
来
る
、
私
は
歩
き
廻ま
わ

っ
た
疲
労
が
出
て
来
た
の
だ
と
思
っ
た
。
私
は
画
本
の
棚
の
前
へ
行
っ
て
み
た
。
画
集
の
重
た
い
の
を
取
り
出
す
の

さ
え
常
に
増
し
て
力
が
要い

る
な
！　

と
思
っ
た
。
し
か
し
私
は
一
冊
ず
つ
抜
き
出
し
て
は
見
る
、
そ
し
て
開
け
て
は
見
る
の
だ
が
、
克こ
く
め
い明
に
は
ぐ
っ
て
ゆ
く
気
持
ち
は
さ

ら
に
湧
い
て
来
な
い
。
し
か
も
呪
わ
れ
た
こ
と
に
は
ま
た
次
の
一
冊
を
引
き
出
し
て
来
る
。
そ
れ
も
同
じ
こ
と
だ
。
そ
れ
で
い
て
一
度
バ
ラ
バ
ラ
と
や
っ
て
み
な
く
て
は

気
が
済
ま
な
い
の
だ
。
そ
れ
以
上
は
堪た
ま

ら
な
く
な
っ
て
そ
こ
へ
置
い
て
し
ま
う
。
以
前
の
位
置
へ
戻
す
こ
と
さ
え
出
来
な
い
。
私
は
幾
度
も
そ
れ
を
繰く
り
か
え返
し
た
。
と
う
と

う
お
し
ま
い
に
は
日
頃
か
ら
大
好
き
だ
っ
た
※
26
ア
ン
グ
ル
の
橙
だ
い
だ
い色
の
重
い
本
ま
で
な
お
一
層
の
堪
え
難
さ
の
た
め
に
置
い
て
し
ま
っ
た
。
│
│
な
ん
と
い
う
呪
わ
れ
た

こ
と
だ
。
手
の
筋
肉
に
疲
労
が
残
っ
て
い
る
。
私
は
憂
鬱
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
自
分
が
抜
い
た
ま
ま
積
み
重
ね
た
本
の
群
を
眺
め
て
い
た
。

　

以
前
に
は
あ
ん
な
に
私
を
ひ
き
つ
け
た
画
本
が
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
枚
一
枚
に
目
を
晒さ
ら

し
終
わ
っ
て
後
、
さ
て
あ
ま
り
に
尋
常
な
周
囲
を
見
廻
す
と
き
の
あ
の

変
に
そ
ぐ
わ
な
い
気
持
ち
を
、
私
は
以
前
に
は
好
ん
で
味
わ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…

　
「
あ
、
そ
う
だ
そ
う
だ
」
そ
の
時
私
は
※
27
袂た
も
との

中
の
檸
檬
を
憶お
も

い
出
し
た
。
本
の
色
彩
を
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
に
積
み
あ
げ
て
、
一
度
こ
の
檸
檬
で
試
し
て
み
た
ら
。「
そ

う
だ
」

　

私
に
ま
た
先
ほ
ど
の
軽
や
か
な
昂
奮
が
帰
っ
て
来
た
。
私
は
手
当
た
り
し
だ
い
に
積
み
あ
げ
、
ま
た
慌
あ
わ
た
だし

く
潰つ
ぶ

し
、
ま
た
慌
し
く
築
き
あ
げ
た
。
新
し
く
引
き
抜
い
て

つ
け
加
え
た
り
、
取と
り

去
っ
た
り
し
た
。
奇
怪
な
幻
想
的
な
城
が
、
そ
の
度た
び

に
赤
く
な
っ
た
り
青
く
な
っ
た
り
し
た
。

　

や
っ
と
そ
れ
は
出
来
上あ
が

っ
た
。
そ
し
て
軽
く
跳お
ど

り
あ
が
る
心
を
制
し
な
が
ら
、
そ
の
城
壁
の
頂
き
に
恐
る
恐
る
檸
檬
を
据す

え
つ
け
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
上
出
来
だ
っ
た
。

　

見
わ
た
す
と
、
そ
Ⅲ

の
檸
檬
の
色
彩
は
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
諧
調
を
ひ
っ
そ
り
と
紡
錘
形
の
身
体
の
中
へ
吸
収
し
て
し
ま
っ
て
、
カ
ー
ン
と
冴
え
か
え
っ
て
い
た
。

私
は
埃ほ
こ
りっ
ぽ
い
丸
善
の
中
の
空
気
が
、
そ
の
檸
檬
の
周
囲
だ
け
変
に
緊
張
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
私
は
し
ば
ら
く
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
。

　

不
意
に
第
二
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
奇
妙
な
た
く
ら
み
は
む
し
ろ
私
を
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
た
。

　

│
│
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
私
は
、
何
喰く

わ
ぬ
顔
を
し
て
外
へ
出
る
。
│
│

　

私
Ⅳ

は
変
に
く
す
ぐ
っ
た
い
気
持
ち
が
し
た
。「
出
て
行
こ
う
か
な
あ
。
そ
う
だ
出
て
行
こ
う
」
そ
し
て
私
は
す
た
す
た
出
て
行
っ
た
。

　

変
に
く
す
ぐ
っ
た
い
気
持
ち
が
街
の
上
の
私
を
微ほ
ほ
え笑
ま
せ
た
。
丸
善
の
棚
へ
黄
金
色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
を
仕し
か
け掛
て
来
た
奇
怪
な
悪
漢
が
私
で
、
も
う
十
分
後
に
は

あ
の
丸
善
が
美
術
の
棚
を
中
心
と
し
て
大
爆
発
を
す
る
の
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
面
白
い
だ
ろ
う
。
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私
は
こ
の
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
た
。「
そ
う
し
た
ら
あ
の
気き
づ
ま詰
り
な
丸
善
も
粉こ
っ
ぱ葉
み
じ
ん
だ
ろ
う
」

　

そ
し
て
私
は
※
28
活
動
写
真
の
看
板
画
が
奇
体
な
趣
き
で
街
を
彩
っ
て
い
る
京
極
を
下さ
が

っ
て
い
っ
た
。

（
本
文
は
『
梶
井
基
次
郎　

ち
く
ま
日
本
文
学
0
2
8
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
ふ
り
が
な
等
、
原
文
の
一
部
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
）

　
　

※
１　

肺
尖
カ
タ
ル
…
肺
尖
（
肺
の
上
部
の
尖せ
ん
た
ん端

部
分
）
の
炎
症
。
肺
結
核
の
初
期
症
状
。

　
　

※
２　

蓄
音
器
…
レ
コ
ー
ド
か
ら
音
を
再
生
す
る
装
置
。
レ
コ
ー
ド
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
。

　
　

※
３　

カ
ン
ナ
…
カ
ン
ナ
科
の
園
芸
植
物
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
赤
、
黄
、
白
な
ど
の
花
が
咲
く
。

　
　

※
４　

何
百
里
…
一
里
は
、
約
三
・
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

　
　

※
５　

蚊
帳
…
蚊
を
防
ぐ
た
め
寝
室
に
つ
り
下
げ
た
網
の
覆
い
。

　
　

※
６　

中
山
寺
の
星
下
り
、
花
合
戦
、
枯
れ
す
す
き
…
い
ず
れ
も
花
火
の
種
類
の
名
。

　
　

※
７　

び
い
ど
ろ
…vidro
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
）
ガ
ラ
ス
の
こ
と
。

　
　

※
８　

南
京
玉
…
穴
の
あ
い
た
陶
製
、
ガ
ラ
ス
製
の
小
さ
な
玉
。
糸
を
通
し
て
飾
り
に
用
い
る
。

　
　

※
９　

二
銭
…
一
銭
は
、
一
円
の
百
分
の
一
の
単
位
。

　
　

※
10　

丸
善
…
商
店
名
。
洋
書
や
輸
入
雑
貨
の
専
門
店
。

　
　

※
11　

オ
ー
ド
コ
ロ
ン
…eau de Cologne
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
香
水
の
一
種
。
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
。

　
　

※
12　

オ
ー
ド
キ
ニ
ン
…eau de Q

uinine

（
フ
ラ
ン
ス
語
）
液
状
の
養
毛
剤
の
一
種
。

　
　

※
13　

切
子
細
工
…
切
り
込
み
細
工
を
し
た
ガ
ラ
ス
器
。
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
。

　
　

※
14　

ロ
コ
コ
…Rococo

（
フ
ラ
ン
ス
語
）
十
八
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
十
五
世
時
代
に
流
行
し
た
装
飾
様
式
。

　
　

※
15　

煙
管
…khsier

（
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
）
刻
み
た
ば
こ
を
詰
め
て
火
を
つ
け
、
煙
を
吸
う
用
具
。

　
　

※
16　

棒
鱈
…
真ま
だ
ら鱈
の
身
を
乾
燥
さ
せ
た
食
品
。

　
　

※
17　

湯
葉
…
豆
乳
の
皮
膜
を
乾
燥
さ
せ
た
食
品
。

　
　

※
18　

快
速
調
…allegro

（
イ
タ
リ
ア
語
）
音
楽
用
語
。
ア
レ
グ
ロ
。

　
　

※
19　

ゴ
ル
ゴ
ン
…
こ
こ
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
登
場
す
る
三
人
姉
妹
の
怪
物
ゴ
ル
ゴ
ン
（Gorgon

）
の
末
の
妹
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
こ
と
。

　
　

※
20　

ヴ
ォ
リ
ウ
ム
…volum

e 

量
感
。
ボ
リ
ュ
ー
ム
。

　
　

※
21　

慈
姑
…
オ
モ
ダ
カ
科
の
水
生
多
年
草
。
球
茎
を
食
用
に
す
る
。

　
　

※
22　

鎰
屋
…
商
店
名
。
一
階
が
菓
子
店
、
二
階
が
喫
茶
店
に
な
っ
て
い
た
。

　
　

※
23　

レ
モ
ン
エ
ロ
ウ
…lem

on yellow
 

レ
モ
ン
イ
エ
ロ
ー
。

　
　

※
24　
「
売
柑
者
之
言
」
… 

明み
ん

代
初
め
の
劉り
ゅ
う
き基

〔
一
三
一
一
│
一
三
七
五
〕
の
文
章
。「
鼻
を
撲
つ
」
は
、
文
中
に
「
剖
之
如
有
烟
撲
口
鼻
」〝
之こ
れ

を
剖さ

け
ば
烟
け
む
り

有あ

り
て

口
鼻
を
撲
つ
が
如ご
と

し
〞（
書
き
下
し
文
）
と
あ
る
の
に
よ
る
。 

こ
こ
で
は
、
檸
檬
の
臭
い
が
鼻
を
刺
激
し
た
こ
と
を
漢
文
に
な
ぞ
ら
え
て

表
現
し
て
い
る
。
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※
25　

マ
ン
ト
…m

anteau

（
フ
ラ
ン
ス
語
）
こ
こ
で
は
、
旧
制
高
校
の
学
生
が
着
て
い
た
黒
い
マ
ン
ト
の
こ
と
。

　
　

※
26　

ア
ン
グ
ル
…Jean A

uguste D
om

inique Ingres 

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
。〔
一
七
八
〇
│
一
八
六
七
〕

　
　

※
27　

袂
…
和
服
の
袖
の
下
の
袋
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
部
分
。

　
　

※
28　

活
動
写
真
…
映
画
の
旧
称
。

〔
問　

6
〕
空
欄
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
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　

借
金　
　
　
　
　
　

Ｂ　

想
像　
　
　
　

Ｃ　

幸
運　
　
　
　
　

Ｄ　

熱
心

２　

Ａ　

不
吉
な
塊　
　
　
　

Ｂ　

錯
覚　
　
　
　

Ｃ　

不
思
議　
　
　
　

Ｄ　

幸
福

３　

Ａ　

神
経
衰
弱　
　
　
　

Ｂ　

妄
想　
　
　
　

Ｃ　

不
自
然　
　
　
　

Ｄ　

明
朗

４　

Ａ　

焦
燥　
　
　
　
　
　

Ｂ　

現
実　
　
　
　

Ｃ　

愉
快　
　
　
　
　

Ｄ　

嫌
悪

５　

Ａ　

宿
酔　
　
　
　
　
　

Ｂ　

夢　
　
　
　
　

Ｃ　

不
快　
　
　
　
　

Ｄ　

謙
虚

〔
問　

7
〕 

傍
線
部
Ⅰ
「
思
い
あ
が
っ
た
諧
謔
心
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
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　

「
檸
檬
」
の
重
さ
を
、
善
や
美
の
象
徴
と
考
え
た
の
は
、
調
子
に
乗
っ
た
考
え
だ
と
自
嘲
す
る
こ
と
。

２　

「
檸
檬
」
の
重
さ
を
、
善
や
美
の
象
徴
と
考
え
た
の
は
、
た
い
へ
ん
い
い
考
え
だ
と
談
笑
す
る
こ
と
。

３　

「
檸
檬
」
の
重
さ
を
、
善
や
美
の
象
徴
と
考
え
た
の
は
、
自
分
が
初
め
て
だ
と
逆
に
誇
示
す
る
こ
と
。

４　

「
檸
檬
」
の
重
さ
を
、
善
や
美
の
象
徴
と
考
え
た
の
は
、
行
き
す
ぎ
だ
っ
た
と
悲
観
的
に
な
る
こ
と
。

５　

「
檸
檬
」
の
重
さ
を
、
善
や
美
の
象
徴
と
考
え
た
の
は
、
大
げ
さ
だ
っ
た
と
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
。
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〔
問　

8
〕 

傍
線
部
Ⅱ
「
平
常
あ
ん
な
に
避
け
て
い
た
丸
善
が
そ
の
時
の
私
に
は
易
や
す
と
入
れ
る
よ
う
に
思
え
た
」
と
あ
る
が
、「
丸
善
」
は
、
避
け
る
以
前
は
「
私
」

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
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　

社
会
人
に
な
っ
て
い
な
い
学
生
の
身
で
来
る
の
は
場
違
い
で
あ
る
が
、
明
る
い
未
来
を
想
像
で
き
る
場
所
。

２　

多
額
の
借
金
を
抱
え
て
い
る
状
態
で
訪
れ
る
と
、
ま
す
ま
す
借
金
の
こ
と
で
悩
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
場
所
。

３　

西
洋
の
香
り
に
浸
る
こ
と
が
で
き
て
、
闘
病
で
疲
れ
き
っ
た
身
心
を
つ
か
の
間
だ
け
で
も
癒
せ
る
場
所
。　

４　

陳
列
し
て
あ
る
も
の
を
見
る
の
に
小
一
時
間
も
費
や
す
よ
う
な
気
に
入
っ
た
商
品
が
置
い
て
あ
る
場
所
。

５　

勉
強
も
せ
ず
に
街
を
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
た
頃
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
、
自
分
自
身
を
省
み
る
場
所
。

〔
問　

9
〕 

傍
線
部
Ⅲ
「
そ
の
檸
檬
の
色
彩
は
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
し
た
色
の
諧
調
を
ひ
っ
そ
り
と
紡
錘
形
の
身
体
の
中
へ
吸
収
し
て
し
ま
っ
て
、
カ
ー
ン
と
冴
え
か
え
っ
て

い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
檸
檬
」
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
現
し
た
も
の
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　

積
み
重
ね
た
画
本
を
す
ぐ
に
で
も
壊
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
欲
求
を
、「
檸
檬
」
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
て
い
る
様
子
。

２　

積
み
重
ね
た
画
本
の
中
に
「
檸
檬
」
を
放
り
込
む
こ
と
で
、
唯
一
無
二
の
本
の
城
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
様
子
。

３　

積
み
重
ね
た
画
本
の
統
一
感
の
取
れ
て
い
な
い
色
彩
の
な
か
で
、「
檸
檬
」
の
単
純
な
色
彩
が
際
立
っ
て
見
え
る
様
子
。

４　

積
み
重
ね
た
画
本
の
ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ャ
し
た
な
か
に
、「
檸
檬
」
を
置
く
こ
と
で
色
彩
が
さ
ら
に
複
雑
に
な
っ
て
い
る
様
子
。

５　

積
み
重
ね
た
画
本
を
見
て
心
が
躍
る
よ
う
な
気
持
ち
が
湧
き
起
こ
り
、
頭
の
興
奮
を
抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
様
子
。
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〔
問　

10
〕 

傍
線
部
Ⅳ
「
私
は
変
に
く
す
ぐ
っ
た
い
気
持
ち
が
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
し
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　

一
度
入
る
と
抜
け
出
す
こ
と
が
難
し
い
丸
善
か
ら
、
す
ん
な
り
と
街
へ
逃
げ
出
せ
た
こ
と
に
安あ
ん
ど堵

し
た
か
ら
。

２　

丸
善
の
持
つ
雰
囲
気
に
違
和
感
を
覚
え
、
こ
の
後
の
大
胆
な
行
動
に
対
し
て
た
め
ら
い
を
覚
え
た
か
ら
。

３　

自
分
が
見
つ
け
た
果
物
と
丸
善
と
が
、
一
体
化
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
興
奮
を
覚
え
た
か
ら
。

４　

人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
ひ
そ
か
な
た
く
ら
み
を
す
る
と
き
の
、
一
種
の
後
ろ
め
た
さ
を
覚
え
た
か
ら
。

５　

こ
の
素
敵
な
た
く
ら
み
は
、
自
分
以
外
の
誰
も
知
ら
な
い
の
だ
と
い
う
胸
の
高
ま
り
を
覚
え
た
か
ら
。
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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
。

　

明
治
神
宮
が
つ
く
ら
れ
た
の
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
が
あ
る
。

　

明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
七
月
三
十
日
、
明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
。
ま
だ
五
十
九
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
在
位
の
間
に
起
き
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
未
曾

有
の
出
来
事
の
連
続
だ
っ
た
。

　

西
欧
に
開
始
さ
れ
た
資
本
主
義
は
、
地
球
上
に
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
て
い
っ
て
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
世
界
中
を
一
つ
の
「
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
呑
み
込
ん
で
し

ま
う
勢
い
を
見
せ
て
い
た
。
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
は
、
そ
の
過
程
で
西
欧
諸
国
の
植
民
地
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
近
代
世
界
シ
ス

テ
ム
の
一
員
と
な
る
と
い
う
道
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
民
地
化
さ
れ
る
の
を
ま
ぬ
か
れ
る
の
に
成
功
し
た
。

　

明
治
維
新
が
起
こ
る
前
か
ら
、
日
本
で
は
農
業
を
基
礎
に
し
た
資
本
主
義
が
、
す
で
に
十
分
な
発
達
を
と
げ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
工
業
資
本
主
義
が
す

ぐ
に
成
長
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
は
植
民
地
化
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
み
ず
か
ら
が
「
帝
国
」
と
な
っ
て
、
列
島
の
外
に
ま
で
権
益
の
拡
大
を
求
め
る
に
い
た
っ
た
。

　

清
や
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
も
勝
利
し
て
、
領
土
は
拡
大
し
て
い
っ
た
。
伝
統
の
大
国
は
ど
こ
で
も
、
封
建
主
義
か
ら
の
シ
ス
テ
ム
転
換
が
な
か
な
か
う
ま
く
で
き
ず
に

い
た
。
そ
の
す
き
に
、
西
欧
流
の
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
に
変
身
を
果
た
し
た
小
国
日
本
が
、
一
躍
ア
ジ
ア
の
「
盟
主
」
と
し
て
躍
り
出
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
と
き
猛
烈
な
勢
い
で
進
行
し
た
「
近
代
化
」
は
、
日
本
文
明
を
培
っ
て
き
た
東
洋
の
伝
統
を
、
根
こ
そ
ぎ
に
破
壊
す
る
威
力
を
も
発
揮
し
た
。
夏
目
漱

石
や
柳
田
國
男
を
は
じ
め
と
す
る
明
治
の
知
識
人
に
は
、
こ
の
近
代
化
が
ま
こ
と
に
醜
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
日
本
文
明
は
、
人
間
と
自
然
の
間
に
つ
く

ら
れ
る
「
中
間
」
を
重
視
し
た
。
人
間
の
思
い
ど
お
り
に
自
然
を
改
変
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
自
然
か
ら
の
拘
束
を
も
受
け
入
れ
な
が
ら
、
両
者
の
中
間
に
人
間
の

生
き
る
道
を
求
め
た
。

　

と
こ
ろ
が
近
代
の
シ
ス
テ
ム
は
、
日
本
文
明
が
大
切
に
育
て
て
き
た
、
そ
の
人
間
と
自
然
の
中
間
の
領
域
と
い
う
も
の
を
壊
し
て
し
ま
う
。
西
欧
で
は
人
間
と
自
然
を

分
け
て
考
え
る
。
そ
の
上
で
、
人
間
の
ほ
う
が
「
天
然
自
然
」
よ
り
も
偉
い
と
考
え
る
。
こ
う
い
う
近
代
的
な
考
え
が
入
っ
て
き
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
生
き
方
は
壊
さ

れ
て
い
っ
た
。人
間
と
自
然
の
中
間
に
つ
く
ら
れ
た
伝
統
文
化
は
、洗
練
さ
れ
た
美
し
さ
を
備
え
て
い
た
。そ
の
文
化
が
近
代
化
に
よ
っ
て
醜
く
壊
さ
れ
て
い
く
の
を
見
て
、

明
治
の
知
識
人
た
ち
は
悲
し
み
苦
し
ん
だ
。

　

近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
日
本
は
早
々
と
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
し

か
他
に
道
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
を
醜
く
変
え
て
し
ま
う
近
代
化
に
よ
っ
て
、
伝
統
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
た
ち
の
魂
は
死
ん
で
し
ま
う
。
近
代
化
と
伝
統

の
矛
盾
を
受
け
入
れ
て
、
な
お
か
つ
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
、
新
し
い
「
伝
統
」
を
み
ず
か
ら
の
手
で
生
み
出
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

明
治
時
代
の
最
良
の
精
神
の
持
ち
主
た
ち
は
、
こ
Ⅰ

う
い
う
大
き
な
矛
盾
の
中
か
ら
新
し
い
「
伝
統
」
を
創
出
す
る
道
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
明
治
の
精
神
を
象
徴
し

て
い
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
時
代
の
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
明
治
天
皇
な
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
明
治
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
。
明
治
天
皇
は
生
前
か
ら
、
め
っ
た
な
こ
と
で
は
京
都
に
戻
る
こ
と
も
せ
ず
、
東
京
で
政
務
に
励
ま
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
天
皇
の
姿

を
見
て
い
た
※
１
東
京
市
民
は
、
自
分
た
ち
が
敬
慕
し
て
い
た
天
皇
が
亡
く
な
ら
れ
た
ら
、
当
然
そ
の
御
陵
は
東
京
に
つ
く
ら
れ
る
も
の
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
御
崩
御
の
直
後
に
※
２
宮
内
省
か
ら
発
表
さ
れ
た
の
は
、
御
陵
が
京
都
の
伏
見
桃
山
に
築
か
れ
る
こ
と
が
、
天
皇
の
生
前
か
ら
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
、
と
い

う
驚
き
の
内
容
で
あ
っ
た
。
ほ
ん
と
う
は
自
分
た
ち
の
東
京
よ
り
も
、
京
都
の
ほ
う
を
愛
し
て
お
ら
れ
た
の
か
。
こ
れ
に
は
東
京
市
民
も
、
大
い
に
が
っ
か
り
し
た
。

　

し
か
し
彼
ら
は
す
ぐ
に
気
持
ち
を
切
り
替
え
た
。
ご
遺
体
を
納
め
た
御
陵
は
京
都
で
よ
し
と
し
よ
う
。
東
京
に
は
明
治
天
皇
の
御
霊
を
奉
斎
す
る
神
社
を
つ
く
る
ほ
う
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が
よ
い
。
下
々
の
者
は
御
陵
に
は
近
づ
け
な
い
が
、
神
社
な
ら
誰
で
も
お
参
り
が
で
き
る
。
そ
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
市
民
に
親
し
ま
れ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
し
、
明
治
天
皇

の
御
霊
も
よ
ろ
こ
ば
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
御
霊
神
社
の
創
設
を
め
ざ
す
運
動
が
、
市
民
の
間
に
燎り
ょ
う
げ
ん原の
火
の
よ
う
に
燃
え
上
が
っ
て
い
っ
た
。

　

御
崩
御
の
直
後
か
ら
、
市
民
た
ち
の
間
に
、
明
治
天
皇
の
遺
徳
（
聖
徳
）
を
讃
え
る
、
な
に
か
の
記
念
物
を
東
京
に
つ
く
る
べ
き
だ
と
い
う
声
が
、
自
然
発
生
的
に
生

ま
れ
た
。
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
自
Ⅱ

分
た
ち
の
生
き
て
い
る
時
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
現
物
が
欲
し
い
、
と
い
う
市
民
た
ち
の
気
持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
そ

の
声
は
、
新
聞
を
拡
声
器
に
し
て
、
た
ち
ま
ち
大
き
な
声
と
な
っ
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

政
治
家
も
心
を
動
か
さ
れ
た
。
府
議
会
の
議
員
た
ち
は
、
有
力
者
へ
の
ア
タ
ッ
ク
を
熱
心
に
始
め
た
。
ほ
ど
な
く
し
て
、
産
業
界
の
雄
・
渋
沢
栄
一
を
リ
ー
ダ
ー
と
す

る
「
明
治
神
宮
奉
賛
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
財
界
と
政
界
を
一
体
と
す
る
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
動
き
出
し
た
。
し
か
し
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
は
じ
め
か
ら
「
下
か

ら
の
支
え
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
た
。
明
治
神
宮
を
創
出
し
た
の
は
、
市
民
の
力
な
の
で
あ
る
。

　
「
聖
徳
」
の
記
念
物
を
な
に
に
す
る
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
こ
に
つ
く
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
市
民
を
巻
き
込
ん
で
の
議
論
が
沸
騰
し
た
。
西
洋
で
は
こ
の
よ
う
な
場
合
、

銅
像
を
つ
く
っ
て
記
念
と
す
る
も
の
だ
、
と
主
張
す
る
開
化
派
も
い
た
。
美
術
館
を
つ
く
る
の
も
い
い
、
聖
徳
は
可
視
化
し
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
、
と
い
う
の
が
こ
の

人
た
ち
の
考
え
で
あ
る
。
喧け
ん
け
ん
ご
う
ご
う

々
囂
々
の
議
論
の
末
、
ほ
ど
な
く
決
定
が
出
た
。
つ
く
ら
れ
る
の
は
森
に
包
ま
れ
た
神
社
。
代
々
木
と
青
山
の
二
ヵ
所
を
、
内
苑
と
外
苑
と

し
て
つ
な
い
で
、
そ
れ
は
つ
く
ら
れ
る
。

　

森
は
な
に
か
を
隠
し
な
が
ら
な
に
か
を
あ
ら
わ
す
。
明
治
と
い
う
時
代
の
象
徴
が
、
隠
し
な
が
ら
あ
ら
わ
す
森
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。
驚
く
べ
き
決

定
で
あ
る
。

　

明
治
天
皇
を
記
念
す
る
施
設
は
、「
森
に
包
ま
れ
た
神
社
」
と
な
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
に
も
新
し
い
伝
統
を
創
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
明
治
神
宮
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
中
心
に
、
は
じ
め
か
ら
森
の
存
在
が
す
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
よ
く
し
め
さ
れ
て
い
る
。

　

じ
っ
さ
い
、
日
本
人
の
生
み
出
し
た
「
聖
所
」
の
か
た
ち
で
あ
る
神
社
の
本
質
は
、
建
物
で
は
な
く
、
建
物
を
包
む
森
の
ほ
う
に
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
森
そ
の
も
の
が

神
社
だ
っ
た
。
昔
は
神
社
の
森
は
、
ど
こ
で
も
今
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
か
っ
た
。
鬱
蒼
た
る
樹
林
を
抜
け
て
社
殿
へ
た
ど
り
着
い
て
も
、
そ
こ
で
は
外
と
も
内
と
も
区
別

の
つ
か
な
い
通
路
の
よ
う
な
場
所
で
、
人
は
カ
ミ
に
向
か
い
合
う
。
カ
ミ
は
自
然
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
所
で
は
、
人
は
自
然
か
ら
遮
断
さ
れ
た
建
物
の
中
で
、
神
と
向
か
い
合
う
よ
う
に
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
建
物
の
天
井
は
と
て
つ
も
な
く

高
く
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
か
ら
差
し
込
む
光
や
、
天
上
に
向
か
っ
て
上
昇
し
て
い
く
オ
ル
ガ
ン
や
声
に
よ
る
音
楽
が
、
自
然
を
越
え
て
い
く
神
の
崇
高
さ
を
演
出
す
る
。 

※
３
印
欧
語
で
は
古
く
か
ら
神
は
「
デ
ー
ヴ
ィ
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
天
空
の
高
み
の
こ
と
を
意
味
し
た
。
神
は
そ
こ
で
は
つ
ね
に
光
や
崇
高
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
神
道
の
カ
ミ
と
い
う
考
え
は
、
森
を
と
お
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
森
は
薄
暗
く
、
遠
く
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
森
の
奥
に
小
さ
な
空
き

地
を
つ
く
り
、
カ
ミ
を
迎
え
る
臨
時
の
施
設
を
つ
く
る
。
そ
こ
で
神
官
た
ち
は
ぼ
そ
ぼ
そ
と
カ
ミ
に
呼
び
か
け
る
祝の
り
と詞

を
唱
え
、
海
山
の
産
物
を
供
物
に
供
え
、
柏
手
を

打
っ
て
、
カ
ミ
へ
の
呼
び
か
け
と
す
る
。
崇
高
さ
の
演
出
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
物
足
り
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
や
り
方
こ
そ
が
カ
ミ
の
概
念
に
は
ぴ
っ
た
り
な

の
で
あ
る
。

　

カ
ミ
は
崇
高
な
光
の
中
に
い
る
の
で
は
な
く
、
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
間
を
行
き
来
す
る
動
き
の
中
に
い
る
。
ま
ば
ゆ
い
光
で
は
な
く
、
カ
ミ
は
陰
翳
の
中

に
宿
る
。
そ
う
い
う
カ
ミ
を
、
自
然
か
ら
遮
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
考
え
の
中
か
ら
、
神
道
を
か
た
ち
づ
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ザ
イ

ン
や
聖
性
の
演
出
は
つ
く
り
だ
さ
れ
て
き
た
。
森
が
つ
く
り
だ
す
陰
翳
の
空
間
は
、
カ
ミ
の
表
現
の
場
所
と
し
て
、
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
で
あ
る
。

　

調
査
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
カ
ミ
の
聖
所
の
本
質
は
建
物
で
は
な
く
森
そ
の
も
の
で
あ
り
、
東
京
に
つ
く
ら
れ
る
新
し
い
「
伝
統
」
の
表
現
場
所
は
、
深
い
森
に
包
ま
れ



国−14−⑦−共国−15−⑦−共

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
彼
ら
は
こ
の
と
き
た
い
へ
ん
に
重
要
な
思
想
の
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
日
本
人
は
思
想
し
た
か
。
日
本
人
は
哲
学

の
言
葉
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
空
間
の
造
形
を
と
お
し
て
、
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
思
想
と
い
う
も
の
を
表
現
し
て
き
た
。

 

（
中
沢
新
一
『
ア
ー
ス
ダ
イ
バ
ー　

東
京
の
聖
地
』
よ
り
）

　
　

※
１　

東
京
市
民
…
当
時
は
、
東
京
は
「
都
」
で
は
な
く
「
市
」
で
あ
っ
た
。「
東
京
市
」
の
範
囲
は
、
現
在
の
「
東
京
23
区
」
と
ほ
ぼ
同
じ
。

　
　

※
２　

宮
内
省
…
現
在
の
宮
内
庁
。

　
　

※
３　

印
欧
語
…
イ
ン
ド
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
と
い
う
人
間
の
グ
ル
ー
プ
が
使
う
言
語
。

〔
問　

11
〕
日
本
の
自
然
に
対
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
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　

人
間
と
自
然
と
を
分
け
て
捉
え
て
い
て
、
人
間
の
ほ
う
が
自
然
よ
り
も
偉
い
と
考
え
て
い
る
。

２　

自
然
か
ら
の
拘
束
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
人
間
と
自
然
と
の
共
生
を
求
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

３　

人
間
は
自
然
の
中
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
自
然
に
は
手
を
加
え
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。

４　

自
分
た
ち
人
間
を
、
自
然
界
の
他
の
動
植
物
か
ら
区
別
さ
れ
た
特
別
な
存
在
だ
と
考
え
て
い
る
。

５　

自
然
は
人
間
の
居
住
す
る
都
市
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
管
理
や
支
配
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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〔
問　

12
〕 

傍
線
部
Ⅰ
「
こ
う
い
う
大
き
な
矛
盾
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
矛
盾
」
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　

近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
拒
絶
し
て
し
ま
え
ば
日
本
は
滅
び
て
し
ま
う
が
、
受
け
入
れ
れ
ば
、
自
国
の
伝
統
を
失
い
、
自
分
た
ち
の
魂
は
死
ぬ
と
い
う
こ
と
。

２　

近
代
世
界
経
済
の
変
化
に
順
応
し
て
い
け
ば
、
工
業
生
産
の
拡
大
を
進
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
争
を
引
き
起
こ
し
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

３　

 

小
国
の
ほ
う
が
近
代
化
政
策
は
成
功
し
や
す
い
が
、
そ
の
後
の
他
国
と
の
領
土
の
奪
い
合
い
も
激
し
く
な
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
国
内
が
衰
弱
す
る
と
い
う

こ
と
。

４　

明
治
天
皇
な
ら
ば
日
本
人
と
し
て
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
で
天
皇
自
身
が
激
務
と
な
る
こ
と
。

５　

近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
植
民
地
化
さ
れ
る
の
を
ま
ぬ
か
れ
る
が
、
日
本
が
西
欧
の
よ
う
に
精
神
力
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

〔
問　

13
〕 

傍
線
部
Ⅱ
「
自
分
た
ち
の
生
き
て
い
る
時
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
現
物
が
欲
し
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
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　

 

東
京
市
民
は
、
明
治
天
皇
を
讃
え
る
記
念
物
を
つ
く
り
、
江
戸
か
ら
受
け
継
が
れ
た
東
京
を
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
に
対
抗
す
る
日
本
の
伝
統
の
拠
点
と
し
た

い
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

２　

 

近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
に
染
ま
り
、
み
ず
か
ら
「
帝
国
」
と
な
る
と
い
う
過
ち
を
犯
し
た
東
京
市
民
が
、
罪
を
償
い
、
正
気
を
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
る
場
所

を
求
め
て
い
た
か
ら
。

３　

 

東
京
市
民
は
、
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
は
ね
の
け
て
日
本
の
伝
統
を
守
り
ぬ
い
た
明
治
天
皇
こ
そ
が
、
自
分
た
ち
の
時
代
を
象
徴
す
る
存
在
だ
と
考
え
て
い

た
か
ら
。

４　

 

明
治
天
皇
の
御
陵
が
京
都
に
築
か
れ
る
と
知
っ
て
落
胆
し
た
東
京
市
民
は
、
東
京
に
日
本
最
大
の
神
社
を
つ
く
る
こ
と
で
、
日
本
文
化
の
中
心
に
す
る
こ
と

を
決
め
て
い
た
か
ら
。

５　

 

明
治
時
代
、
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
文
化
が
壊
さ
れ
、
東
京
市
民
は
自
分
た
ち
の
生
き
方
の
よ
り
ど
こ
ろ
を 

失
っ
て
い
た
か
ら
。
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〔
問　

14
〕 

本
文
で
は
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
神
道
の
伝
統
の
違
い
に
つ
い
て
、
随
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
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　
 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
天
上
に
い
る
崇
高
な
神
の
み
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
神
道
で
は
、
森
の
中
に
住
む
カ
ミ
と
、
自
然
を

越
え
た
聖
な
る
御
霊
で
あ
る
天
皇
が
と
も
に
信
仰
の
対
象
で
あ
る
。

２　

 
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
は
人
々
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
天
上
に
存
在
し
、
司
祭
が
そ
の
教
え
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
に
対
し
、
神
道
で
は
、
神
官
た
ち
の

祝
詞
に
よ
っ
て
カ
ミ
の
教
え
が
人
々
に
説
か
れ
る
。

３　

 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
自
然
か
ら
遮
断
さ
れ
た
教
会
の
建
物
の
中
が
聖
な
る
場
所
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
道
で
は
、
神
社
は
自
然
と
一
体
で
、
建
物
で
は
な
く
、

そ
れ
を
と
り
ま
く
森
が
聖
な
る
場
所
の
中
心
で
あ
る
。

４　

 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
哲
学
の
言
葉
に
よ
っ
て
神
の
思
想
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
神
道
で
は
、
い
っ
さ
い
言
葉
を
用
い
ず
、
神
社
と
い
う
空
間
を

造
形
す
る
こ
と
で
カ
ミ
の
思
想
を
表
現
す
る
。

５　

 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
崇
高
な
光
に
満
ち
た
天
上
に
い
る
神
に
向
か
っ
て
高
く
そ
び
え
る
教
会
の
中
が
聖
な
る
場
所
で
あ
る
の
に
対
し
、
神
道
で
は
、
天
皇
の

御
陵
と
そ
の
周
囲
の
森
の
奥
の
小
さ
な
空
き
地
が
聖
な
る
場
所
で
あ
る
。
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〔
問　

15
〕
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　

 

西
欧
に
開
始
さ
れ
た
資
本
主
義
は
、
地
球
上
に
拡
大
し
、
十
九
世
紀
後
半
に
は
、
世
界
中
を
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
呑
み
こ
み
、
ア
ジ
ア
の
多
く
の
国
々
は
、

そ
の
過
程
で
西
欧
諸
国
の
植
民
地
に
さ
れ
て
い
っ
た
。

２　

 
日
本
は
生
き
残
る
た
め
に
、
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
の
一
員
と
な
る
道
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
植
民
地
化
さ
れ
る
の
を
ま
ぬ
か
れ
た
だ
け
で
な
く
、
列

島
の
外
に
ま
で
権
益
の
拡
大
を
求
め
る
に
い
た
っ
た
。

３　

 

人
間
が
自
然
よ
り
も
偉
い
と
い
う
考
え
方
を
も
つ
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
と
自
然
の
中
間
を
重
視
す
る
日
本
の
伝
統
を

破
壊
す
る
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
た
。

４　

 

西
欧
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
、
日
本
が
ア
ジ
ア
の
「
盟
主
」
に
躍
り
出
た
こ
と
に
心
を
動
か
さ
れ
た
東
京
市
民
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
満
た
さ
れ
ず
、
西
欧
諸

国
を
超
え
る
た
め
の
さ
ら
な
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
た
。

５　

 

明
治
天
皇
は
明
治
の
精
神
の
象
徴
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
時
代
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
東
京
市
民
の
力
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
深
い
森
に
包
ま
れ

た
明
治
神
宮
は
、
新
し
い
日
本
の
伝
統
の
表
現
場
所
で
あ
っ
た
。
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