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(

そ
の
一)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

１

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
五
に
答
え
よ
。

先
般
の
正
倉
院
展
で
、
有
名
な
銀
の
大
壺
が
出
陳
さ
れ
て
い
た
が
、
私
は
以
前
に
見
た
記
憶
と
あ
ま
り
に
違
う
そ
の
光
沢
の
汚
染
に
眼
を
疑
っ
た
。
こ
の
壺
は
一
面
に

狩
猟
文
や
唐
草
文
を
毛
彫
し
て
燦
然
と
輝
い
て
い
た
筈
で
あ
っ
た
。
今
そ
れ
が
ど
ん
よ
り
と
梅
雨
空
の
よ
う
に
曇
っ
て
、
文
様
も
見
分
け
難
く
な
っ
て
い
る
。
自
動
車
の

か
ら
く
さ
も
ん

さ
ん
ぜ
ん

は
ず

排
気
ガ
ス
に
よ
る
汚
染
だ
と
言
う
。
あ
の
素
朴
な
校
倉
造
の
倉
の
な
か
で
、
千
年
の
間
輝
き
続
け
て
い
た
光
沢
が
、
こ
こ
数
年
の
あ
っ
と
い
う
間
に
文
明
の
害
に
浸
潤
さ

あ
ぜ
く
ら
づ
く
り

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
眼
に
見
え
ぬ
汚
染
は
、
お
そ
ら
く
正
倉
院
の
他
の
宝
物
を
も
、
す
で
に
侵
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
の
文
化
財
に
対
す
る
関
心
の
増
加

と
享
受
と
が
、
そ
し
て
そ
れ
を
容
易
に
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
熱
意
が
、
文
化
財
の
美
を
滅
す
兇
器
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

京
都
奈
良
の
も
ろ
も
ろ
の
文
化
財
は
、
い
ず
れ
も
多
か
れ
少
か
れ
、
銀
の
大
壺
と
同
じ
害
を
蒙
っ
て
い
る
。
い
や
、
な
か
に
は
進
ん
で
そ
の
害
を
招
く
こ
と
に
努
力
し

こ
う
む

て
い
る
か
の
ご
と
き
保
有
者
も
少
く
な
い
。
古
都
を
訪
れ
る
度
に
激
し
く
な
っ
て
ゆ
く
観
光
攻
勢
に
、
す
で
に
私
は
恐
怖
感
を
覚
え
る
ほ
ど
だ
。
文
化
財
に
対
す
る
文
明

の
汚
染
の
総
攻
撃
。
寄
せ
て
は
返
す
観
光
客
の
人
海
の
な
か
に
、
寺
院
も
仏
像
も
障
壁
画
も
、
た
だ
為
す
す
べ
も
知
ら
ぬ
裸
身
を
さ
ら
し
て
い
る
。
砂
塵
を
捲
上
げ
、
床

な

さ

じ

ん

ま
き

あ

を
踏
鳴
ら
し
、
サ
ー
カ
ス
か
見
世
物
で
も
見
物
す
る
よ
う
な
眼
付
で
殺
到
す
る
群
衆
を
見
る
と
、
文
化
財
は
ま
る
で
刑
場
に
曳
出
さ
れ
た
囚
人
の
よ
う
で
あ
る
。
私
は
誇

ひ

き

だ

張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
古
都
の
守
は
も
う
手
遅
れ
だ
と
い
う
悲
痛
な
声
は
、
そ
れ
ら
群
衆
の
間
で
す
ら
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

三
笠
温
泉
と
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
が
出
現
し
た
と
き
、
こ
れ
以
上
古
都
の
美
を
汚
す
こ
と
は
さ
せ
ま
い
と
誰
も
が
思
っ
た
。
し
か
る
に
、
万
葉
ド
ラ
イ
ヴ
・
ウ
ェ
ー
が
走

み

か

さ

り
、
奈
良
県
庁
が
建
つ
。
京
都
で
は
、
比
叡
山
や
東
山
の
観
光
道
路
が
で
き
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
観
音
が
出
現
、
あ
ら
ゆ
る
非
難
を
浴
び
な
が
ら
遂
に
京
都
タ
ワ
ー
も
聳

つ
い

そ
び

え
立
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
美
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
現
代
が
い
か
に
絶
好
の
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
の
、
誰
の
眼
に
も
疑
い
よ
う
の
な
い
明
証
で
あ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
フ

(

１)

ァ
シ
ズ
ム
的
暴
力
の
前
に
、
ま
ざ
ま
ざ
と
美
を
守
る
こ
と
の
難
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
暴
力
は
何
を
示
す
の
か
。
古
都
を
守
る
政
治
的
良
心
の
欠
如
。
国
民
の
自
覚
の
乏
し
さ
。
商
魂
の
逞
し
さ
。
資
本
主
義
社
会
の
罪
悪
。
そ
の
通
り
だ
。
し
か
し
、

た
く
ま

何
よ
り
も
大
き
く
重
く
私
た
ち
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
実
感
は
、
こ
れ
が
現
代
文
明
と
い
う
も
の
の
特
質
だ
、
と
い
う
認
識
で
は
な
か
ろ
う
か
。

誰
も
文
化
財
を
破
壊
し
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
は
い
ま
い
。
み
ん
な
古
美
術
を
愛
し
古
都
の
風
光
に
憧
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
活
を
豊
か
に
幸
せ
な
も
の
に
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
、
人
び
と
は
文
化
財
に
接
し
よ
う
と
望
む
の
で
あ
る
。
文
化
財
は
一
部
の
特
権
階
級
や
学
者
に
独
占
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
大
衆
に
公
開

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誰
も
が
そ
れ
を
見
る
権
利
が
あ
り
、
学
び
楽
し
み
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
水
準
を
高
め
、
情
操
を
涵
養
す
る
自
由
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
文
化
財

か
ん
よ
う

は
大
衆
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
現
代
の
文
化
論
が
掲
げ
る
錦
の
御
旗
が
、
理
屈
は
尤
も
だ
が
も
う
少
し
注
意
し
て
方
法
を
考
え
よ
う
な
ど
と
い
う
意
見
を
無
視
し
て

Ａ

み

は

た

も
っ
と

し
ま
っ
て
、
寺
の
門
を
押
開
き
、
高
々
と
塔
を
押
建
て
、
バ
ス
を
連
ね
て
群
衆
を
送
り
こ
む
。
寺
を
特
売
場
の
よ
う
な
人
波
に
委
ね
る
僧
侶
も
出
れ
ば
、
デ
パ
ー
ト
に
目

白
押
に
文
化
財
を
チ
ン
レ
ツ
す
る
展
覧
会
が
栄
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
現
代
生
活
を
大
衆
に
享
受
さ
せ
文
化
を
向
上
さ
せ
る
も
っ
と
も
よ
い
手
段
だ
と
考
え
ざ
る
を

①

得
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
文
化
の
悲
劇
的
な
特
質
が
あ
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

勿
論
、
文
化
財
の
保
存
保
護
に
つ
い
て
の
国
家
的
な
施
策
は
行
わ
れ
て
い
る
。
保
存
設
備
、
解
体
修
理
、
補
強
復
元
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
コ
ウ
じ
て
、
不
十
分
で

も
ち
ろ
ん

②

は
あ
る
け
れ
ど
も
一
応
努
力
は
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
善
意
の
努
力
す
ら
、
必
ず
し
も
文
化
財
の
美
を
守
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
も
、
こ
こ
で
指

(

２)

摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

科
学
的
な
修
理
の
方
法
は
近
時
極
め
て
発
達
し
た
。
赤
外
線
透
視
、
機
械
測
定
、
化
学
薬
品
、
学
術
研
究
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
、
文
化
財
を
原
初
の
姿
に
復
元
し
永

続
性
を
与
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
が
、
そ
の
復
元
修
理
に
よ
っ
て
美
を
損
い
、
生
命
を
奪
っ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
例
が
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
法
隆

寺
金
堂
壁
画
の
焼
失
は
、
不
注
意
に
よ
る
不
運
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
醍
醐
寺
五
重
大
塔
の
ご
と
き
完
全
な
復
元
修
理
が
、
あ
の
塔
の
美
し
さ
を
一

変
し
て
し
ま
っ
た
の
を
見
る
場
合
、
私
た
ち
は
そ
の
保
存
措
置
を
喜
ん
で
い
い
の
か
ど
う
か
に
戸
惑
う
で
は
な
い
か
。

文
化
財
と
い
う
も
の
に
は
、
自
然
の
年
月
が
ジ
ョ
ウ
セ
イ
し
た
美
し
さ
が
付
加
わ
っ
て
い
る
。
年
月
を
経
た
こ
と
が
、
原
初
の
姿
よ
り
は
る
か
に
美
し
く
文
化
財
を
育

③

て
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
今
日
の
感
覚
が
そ
の
変
化
し
た
美
を
美
と
感
じ
る
な
ら
ば
、
強
い
て
そ
れ
を
原
初
の
姿
に
復
元
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
し
、
ま
た
い
か
な
る

精
細
な
科
学
的
方
法
を
も
っ
て
し
て
も
、
正
確
な
復
元
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
現
在
の
復
元
修
理
と
い
う
作
業
が
、
調
査
方
法
や
復
元
技
術

や
あ
る
学
説
の
優
越
性
を
立
証
す
る
た
め
に
、
文
化
財
を
実
験
台
に
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

文
化
財
の
保
存
が
、
そ
の
美
を
保
存
す
る
こ
と
に
つ
ね
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
れ
ま
た
現
代
的
な
ひ
と
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
う
な
ら
ば
、

形
あ
る
も
の
は
必
ず
滅
び
て
行
く
自
然
の
成
行
に
従
っ
て
、
で
き
る
だ
け
自
然
に
滅
び
て
行
く
よ
う
に
手
を
添
え
る
の
が
、
文
化
財
の
美
を
保
存
す
る
ほ
ん
と
う
の
仕
事

で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。

古
都
や
文
化
財
を
守
る
方
法
は
、
手
遅
れ
で
は
あ
っ
て
も
ま
だ
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
し
、
私
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
し

か
し
、
い
っ
た
い
私
た
ち
自
身
に
お
い
て
、
美
に
対
す
る
心
の
あ
り
か
た
は
果
た
し
て
正
常
で
あ
り
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

美
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
へ
の
懐
疑
は
今
は
問
う
ま
い
。
美
は
鑑
賞
の
対
象
だ
と
す
る
習
慣
が
私
た
ち
の
現
実
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
鑑
賞
に
お
け

る
心
の
あ
り
か
た
に
問
題
を
限
ろ
う
。
い
ま
眼
の
前
に
、
一
体
の
像
、
一
枚
の
絵
、
一
個
の
品
、
何
で
も
よ
い
鑑
賞
の
対
象
が
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
前
に
立
つ
。
何

の
予
備
知
識
も
解
説
も
な
い
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
眼
の
前
に
し
た
そ
の
と
き
、
果
し
て
私
た
ち
は
そ
こ
に
素
直
に
美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
。
美
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(

そ
の
二)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

を
た
だ
美
と
し
て
心
に
映
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
に
自
信
の
あ
る
人
は
き
わ
め
て
少
い
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

私
た
ち
は
不
安
に
な
る
。
眼
前
の
も
の
が
何
と
い
う
名
称
で
、
何
時
代
に
誰
が
作
っ
た
も
の
で
、
何
の
た
め
に
作
ら
れ
て
、
ど
う
い
う
美
的
性
質
を
持
っ
た
も
の
で
、

誰
が
ど
ん
な
風
に
そ
の
美
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
質
問
で
心
を
い
っ
ぱ
い
に
し
て
手
が
か
り
を
求
め
、
美
そ
の
も
の
に
直
接
に
対
面
す
る
こ
と

を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

現
代
は
解
説
の
時
代
で
あ
る
。
古
美
術
に
関
す
る
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
解
説
の
氾
濫
は
、
い
つ
し
か
私
た
ち
か
ら
、
ひ
と
り
見
て
ひ
と
り
感
じ
、
ひ
と
り
想
い
考
え

Ｂ

う
が

④

る
習
慣
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。
見
る
こ
と
よ
り
も
ま
ず
知
る
こ
と
が
大
事
で
、
知
識
に
従
っ
て
眼
を
働
か
せ
る
と
い
う
本
末
顚
倒
が
常
識
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ほ
ん
ま
つ
て
ん
と
う

知
識
が
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
現
代
人
は
、
美
は
わ
か
ら
な
い
と
呟
く
。
わ
か
る
わ
か
ら
な
い
の
対
象
で
は
美
は
な
い
。
美
は
感
じ
る
も
の
で
あ
り
、

つ
ぶ
や

感
じ
て
心
で
語
り
合
う
対
象
で
あ
る
。
時
代
や
作
者
や
様
式
が
わ
か
る
こ
と
と
、
そ
の
も
の
の
美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
全
く
別
の
こ
と
だ
。
だ
が
、
知
識
に
全
幅
の
信

を
お
く
現
代
人
は
、
こ
の
こ
と
を
混
同
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
わ
か
る
こ
と
が
す
べ
て
だ
と
信
じ
き
っ
て
い
る
。
美
は
も
う
心
に
は
映
ら
ず
、
頭
の
な
か
で
加
減
乗
除
さ

れ
る
だ
け
だ
。

こ
の
現
代
的
鑑
賞
態
度
か
ら
逃
れ
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
一
般
が
そ
う
い
う
フ
ウ
チ
ョ
ウ
に
完
全
に
馴
染
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
し
、
感
受
性
が
知
識
に
曇
ら
さ
れ
る

⑤

な

じ

こ
と
を
後
悔
し
な
い
の
が
文
明
の
進
化
へ
の
同
調
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
言
換
え
れ
ば
、
現
代
文
明
を
確
実
に
進
歩
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
人
間
は
心
を
用
い
る

こ
と
を
で
き
る
だ
け
抑
制
し
、
頭
を
全
力
回
転
さ
せ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
の
だ
。
美
の
鑑
賞
に
関
し
て
の
み
こ
の
宿
命
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
私
た

(

３)

ち
は
、
私
た
ち
の
自
身
の
変
質
に
よ
っ
て
も
美
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
魂
の
対
話
の
対
象
と
し
て
、
心
の
交
流
の
相
手
と
し
て
文
化
財
を
位
置
せ
し
め
な
く
な
れ
ば
、
た
と

え
そ
の
形
骸
が
修
理
に
修
理
を
重
ね
て
眼
前
に
保
存
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
も
は
や
そ
れ
は
一
個
の
石
、
一
片
の
木
、
一
枚
の
紙
や
布
き
れ
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

文
化
財
の
保
存
保
護
と
は
、
実
は
私
た
ち
自
身
の
心
の
保
存
保
護
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
そ
う
い
う
心
掛
を
時
代
遅
れ
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
生

き
か
た
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
進
ん
で
時
代
遅
れ
に
し
よ
う
と
し
た
が
る
。
現
代
に
歩
調
を
合
せ
、
文
明
の
進
歩
に
協
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
美
か
ら
遠
ざ
か

り
、
美
を
害
い
、
美
を
失
っ
て
行
く
結
果
に
な
る
。
こ
と
に
こ
こ
数
年
の
一
般
の
趨
勢
は
、
そ
の
成
行
に
ひ
と
き
わ
拍
車
を
か
け
つ
つ
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
こ
な

す
う
せ
い

（
水
尾

比
呂
志
、
『
現
代
評
論
集
』
「
美
の
終
末
」
よ
り
）

※

問
題
作
成
の
た
め
、
漢
字
の
ふ
り
が
な
を
省
い
た
箇
所
が
あ
る
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
読
み
仮
名
を
付
け
よ
。
な
お
、
送
り
仮
名
が
あ
る
場
合
は
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

①

チ
ン
レ
ツ

②

コ
ウ

③

ジ
ョ
ウ
セ
イ

④

氾
濫

⑤

フ
ウ
チ
ョ
ウ

問
二

波
線
部
Ａ
「
錦
の
御
旗
」
、
Ｂ
「
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
」
に
つ
い
て
、
本
文
の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
記

み

は

た

う
が

せ
。

Ａ
「
錦
の
御
旗
」

Ｂ
「
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
」

み

は

た

う
が

ア

高
尚
な
考
え

ア

多
様
な
考
え
を
取
り
入
れ
た

イ

大
義
名
分

イ

独
創
的
な
視
点
を
持
っ
た

ウ

時
代
の
主
流

ウ

細
か
な
点
に
ま
で
行
き
届
い
た

エ

普
遍
的
な
意
見

エ

専
門
的
見
地
に
基
づ
い
た

問
三

傍
線
部
（
１
）
「
私
た
ち
は
こ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
的
暴
力
の
前
に
、
ま
ざ
ま
ざ
と
美
を
守
る
こ
と
の
難
し
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
フ
ァ

シ
ズ
ム
的
暴
力
」
が
生
じ
る
原
因
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
一
文
を
抜
き
出
し
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の
そ
れ
ぞ
れ
八
字
を
記
せ
（
句
読
点
を
含
む
）
。

問
四

傍
線
部
（
２
）
「
け
れ
ど
も
、
こ
の
善
意
の
努
力
す
ら
、
必
ず
し
も
文
化
財
の
美
を
守
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
も
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
」
に
つ
い
て
、
「
矛
盾
」
の
内
容
を
六
十
字
以
内
で
記
せ
。

問
五

傍
線
部
（
３
）
「
こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
自
身
の
変
質
に
よ
っ
て
も
美
を
失
い
つ
つ
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
私
た
ち
の
自
身
の
変
質
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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(

そ
の
三)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

２

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
八
に
答
え
よ
。

上
野
の
丘
陵
か
ら
は
、
東
京
の
町
の
、
涯
し
な
く
広
が
る
姿
が
見
え
る
。
明
治
の
出
発
と
ほ
と
ん
ど
出
生
を
共
に
す
る
幸
田
露
伴
は
、
す
ぐ
近
く
の
下
谷
に
生
ま
れ
谷

は
て

し
た

や

や

中
に
住
ん
だ
。
露
伴
は
、
上
野
の
山
に
登
っ
て
新
し
い
国
家
の
首
都
と
な
っ
た
旧
江
戸
の
町
を
見
渡
し
な
が
ら
、
新
し
い
国
家
の
行
く
末
を
ま
ぶ
し
く
見
つ
め
よ
う
と
し

な
かて

い
た
に
ち
が
い
な
い
。

Ａ

に
ふ
れ
て
天
王
寺
の
塔
を
仰
ぐ
こ
と
も
日
常
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

塔
は
小
説
『
五
重
塔
』
で
感
応
寺
の
塔
と
し
て
登
場
す
る
。

小
説
『
五
重
塔
』
が
書
か
れ
た
明
治
二
十(
一
八
八
七)

年
の
こ
ろ
、
日
本
は
大
揺
れ
に
揺
れ
て
い
た
。
い
ま
ま
で
世
間
の
末
端
に
い
た
民
衆
が
、
民
権
に
立
っ
て
国
を

造
る
と
い
う
、
常
識
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
思
想
が
入
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

(

１)

一
方
に
国
家
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
個
人
の
自
由
を
尊
重
す
る
と
い
う
新
し
い
思
想
も
あ
っ
た
。
個
人
、
自
由
、
民
権
な
ど
と
い
う
耳
な
れ
な
い
こ
と
ば
が
国
家
と
ど

う
調
和
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

国
造
り
の
議
論
を
潮
騒
の
ご
と
く
耳
に
し
な
が
ら
、
や
が
て
知
識
人
と
し
て
思
想
の
一
翼
を
に
な
う
よ
う
に
な
る
露
伴
は
、
ジ
ャ
ッ
カ
ン
二
十
四
歳
の
輝
く
よ
う
な
瞳

し
お
さ
い

①

を
、
塔
上
の
水
煙
に
向
け
て
い
た
だ
ろ
う
。

す
い
え
ん

関
東
一
高
い
と
い
わ
れ
る
塔
は
、
整
然
と
層
を
か
さ
ね
て
空
中
に
そ
び
え
立
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

(

２)

小
説
『
五
重
塔
』
は
、
こ
う
し
て
塔
を
仰
ぎ
見
る
経
験
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

つ
む

そ
こ
で
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
を
だ
れ
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
小
説
で
も
っ
と
も
有
名
な
個
所
は
巻
末
、
の
っ
そ
り
十
兵
衛
が
竣
工
直
前
の
嵐
の
中
で
ラ
ン
カ
ン
を

(

３)

し
ゅ
ん

②

つ
か
む
情
景
で
あ
ろ
う
。

大
工
・
十
兵
衛
は
こ
こ
へ
到
る
ま
で
に
も
存
分
に
我
を
通
し
て
棟
梁
の
源
太
を
し
り
ぞ
け
、
そ
の
上
で
工
事
に
成
功
し
て
み
な
の
喝
采
を
う
け
る
。
世
の
習
慣
も
身
分

り
ょ
う

③

も
周
囲
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
く
っ
き
り
と
姿
を
現
わ
し
な
が
ら
行
動
し
つ
づ
け
る
あ
た
り
、
個
人
尊
重
の
近
代
の
、
み
ご
と
な
主
人
公
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
我
執
の
強
さ
だ
け
が
後
味
と
な
っ
て
残
る
。
し
か
も
小
さ
い
細
工
物
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
巨
大
な
造
塔
と
も
な
れ
ば
、
多
岐
に
わ
た
る
部
分
部
分
は
分
業
に
委

が
し
ゅ
う

ね
た
は
ず
で
、
こ
の
全
体
の
差
配
こ
そ
、
大
事
な
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
小
説
は
意
図
的
に
、
そ
の
あ
た
り
を
朧
化
さ
せ
て
、
職
人
気
質
へ
の
の
め
り
込
み
ば
か
り
を
き
わ
立
た
せ
る
。
つ
ま
り
十
兵
衛
は
ど
う
や
ら
ひ
と
つ
の
「
個

、
、
、

ろ
う

か

か

た

ぎ

人
」
を
示
す
役
を
あ
た
え
ら
れ
た
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
ら
し
い
。

そ
の
反
対
が
、
す
で
に
棟
梁
と
し
て
重
き
を
な
し
て
い
た
川
越
の
源
太
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
統
率
力
と
い
い
、
作
中
で
察
せ
ら
れ
る
人
格
と
い
い
、
棟
梁
と
し
て
の
貫

禄
は
申
し
分
な
い
。
そ
の
上
、
以
前
か
ら
の
工
事
の
い
き
さ
つ
を
突
き
崩
し
て
十
兵
衛
と
い
う
思
わ
ぬ
闖
入
者
が
現
わ
れ
て
も
譲
歩
し
つ
づ
け
、
つ
い
に
自
分
は
大
工
仕

ろ
く

ち
ん
に
ゅ
う

事
の
担
当
を
断
念
す
る
。

十
兵
衛
が
我
を
通
せ
ば
通
す
ほ
ど
、
源
太
の
人
柄
が
大
き
さ
を
増
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

十
兵
衛
に
ま
か
せ
た
と
い
っ
て
も
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
分
業
の
職
人
を
動
か
し
た
の
は
棟
梁
の
源
太
に
き
ま
っ
て
い
る
し
、
し
い
て
い
え
ば
十
兵
衛
が
工
夫
し
た
と
い

う
雛
型
の
実
現
を
、
十
兵
衛
に
さ
せ
て
や
る
だ
け
の
、
譲
歩
だ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。

ひ
な読

者
に
と
っ
て
も
源
太
の
好
感
度
は
抜
群
だ
ろ
う
。
こ
の
粋
な
振
舞
い
は
、
江
戸
町
人
が
久
し
く
至
極
の
美
し
さ
と
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

い
き

し
か
し
、
源
太
は
嵐
の
中
で
は
塔
の
ま
わ
り
を
徘
徊
す
る
「
怪
し
き
男
一
人
」
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
黒
衣
の
役
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
歴
然
と
し
て
い
る
。

は
い
か
い

く

ろ

こ

組
織
を
ま
と
め
る
長
、
他
人
を
受
け
い
れ
な
が
ら
仕
事
を
完
成
さ
せ
て
い
く
力
量
の
持
ち
主
、
そ
ん
な
役
を
蔭
に
ま
わ
っ
て
果
た
す
の
が
、
源
太
で
あ
る
。

お
さ(

４)

か
げ

そ
こ
で
、
細
か
な
筋
立
て
か
ら
大
き
く
目
を
転
じ
て
、
中
空
に
美
し
く
完
成
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
塔
を
「
国
家
」
の
暗
喩
と
見
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。

メ
タ
フ
ァ
ー

そ
の
こ
と
で
作
者
の
、
み
ご
と
な
配
役
ぶ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

小
説
の
中
軸
を
つ
ら
ぬ
く
人
物
と
し
て
姿
が
き
わ
立
つ
の
は
朗
円
上
人
で
あ
る
。
上
人
と
は
日
蓮
宗
で
の
呼
称
で
、
す
で
に
天
台
宗
に
改
宗
し
た
当
時
の
天
王
寺
に
、

し
ょ
う
に
ん

上
人
が
い
る
は
ず
は
な
い
。
そ
ん
な
飛
躍
を
お
か
し
て
ま
で
、
作
者
は
尊
い
「
上
人
」
の
名
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

十
兵
衛
は
上
人
に
感
涙
を
流
し
て
仕
事
に
は
げ
む
。
源
太
も
上
人
の
前
で
少
し
ず
つ
自
分
の
立
場
を
後
退
さ
せ
る
。
ま
さ
に
上
人
を
中
軸
を
つ
ら
ぬ
く
主
役
と
し
、
十

④

兵
衛
と
源
太
と
を
輔
翼
と
し
て
し
た
が
え
る
構
造
に
よ
っ
て
、
造
塔
は
完
了
し
た
。

※
ほ

よ

く

こ
の
構
造
を
、
息
を

Ｂ

ば
か
り
に
鮮
か
に
示
す
個
所
が
終
末
で
あ
る
。
露
伴
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

上
人
は
書
い
た
。

江
都
の
住
人
十
兵
衛
こ
れ
を
造
り
、
川
越
源
太
郎
こ
れ
を
成
す

と
。所

詮
、
造
る
こ
と
に
執
着
し
た
の
が
十
兵
衛
だ
っ
た
。
そ
し
て
主
役
を
お
り
黒
衣
と
な
っ
た
者
こ
そ
が
、
成
す
者
で
あ
る
と
は
。

し
ょ
せ
ん

露
伴
は
知
っ
て
い
た
か
否
か
、
「
十
兵
衛
作
」
と
し
て
小
説
に
描
か
れ
た
モ
デ
ル
の
、
寛
政
三(

一
七
九
一)

年
再
建
の
塔
に
は
、
日
光
東
照
宮
に
も
先
ん
じ
て
倒
壊
を

防
ぐ
懸
垂
式
の
心
柱
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
の
み
な
ら
ず
十
兵
衛
が
造
る
こ
と
に
な
っ
た
塔
は
、
直
前
に
改
修
中
、
倒
れ
た
ら
し
い
。

※
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(

そ
の
四)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

だ
か
ら
十
兵
衛
は
、
こ
れ
ら
の
倒
壊
に
対
す
る
新
技
術
を
も
っ
て
臨
み
、
新
五
重
塔
の
完
成
に
よ
っ
て
新
技
術
は
、
テ
ス
ト
に
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
。

高
さ
も
増
上
寺
の
塔
を
抜
く
と
い
う
か
ら
、
今
ふ
う
に
い
え
ば
最
新
の
ハ
イ
テ
ク
の
成
果
で
あ
っ
た
。

し
か
し
技
術
は
「

Ⅰ

」
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
上
人
は
明
言
し
た
。
畢
竟
の
成
果
は
「

Ⅱ

」
に
あ
る
。
読
者
は
こ
う
し
て
我
執
と
技
術
の
限
界
を
、

ひ
っ
き
ょ
う

ま
ざ
ま
ざ
と
上
人
か
ら
示
さ
れ
て
、
読
書
を
お
え
る
こ
と
と
な
る
。

飽
く
こ
と
な
く
五
重
塔
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
露
伴
が
見
て
い
た
も
の
は
、
こ
の
成
す
こ
と
の
尊
さ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
結
果
、
成
さ
し
め
た
も
の
と
し
て
、
両

※

脇
侍
を
し
た
が
え
る
本
尊
の
ご
と
く
に
上
人
を
据
え
た
の
だ
ろ
う
。

わ
き

じそ
し
て
わ
た
し
は
、
露
伴
が
新
し
い
日
本
の
国
造
り
を
造
塔
に
加
託
し
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。
折
し
も
明
治
政
府
は
「
国
会
」
を
設
け
る
こ
と
を
き
め
、
そ
の
準
備

(

５)

※

を
進
め
る
中
で
新
聞
「
國
會
」
も
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
「
國
會
」
紙
に
露
伴
の
『
五
重
塔
』
は
ケ
イ
サ
イ
さ
れ
た
。
だ
か
ら
朗
円
上
人
の
さ
ら
に
そ
の
上
に
は
「
上
御
一

⑤

※
か
み

ご

い
ち

人
」
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

に
ん

露
伴
自
身
も
い
ま
、
文
学
の
書
き
手
と
し
て
作
家
の
道
へ
と
出
発
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
造
る
の
で
は
な
い
。
造
っ
て
は
い
け
な
い
。
成
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
そ
う
い
う
露
伴
の
呟
き
が
、
い
ま
に
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
に
な
る
。

つ
ぶ
や

（
中
西

進
、
『
文
学
の
胎
盤
』
よ
り
）

※

輔
翼

た
す
け
る
こ
と
。

懸
垂
式
の
心
柱

塔
か
ら
吊
り
下
げ
ら
れ
、
土
台
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
心
柱
。

両
脇
侍

仏
の
左
右
に
侍
し
て
仏
を
助
け
る
も
の
。

加
託

仮
託
。

上
御
一
人

天
皇
の
尊
称
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
読
み
仮
名
を
付
け
よ
。

①

ジ
ャ
ッ
カ
ン

②

ラ
ン
カ
ン

③

喝
采

④

感
涙

⑤

ケ
イ
サ
イ

問
二

傍
線
部
（
１
）
「
常
識
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
か
。
「
と
い
う
考
え
方
」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
二
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部
（
２
）
「
関
東
一
高
い
と
い
わ
れ
る
塔
」
が
指
す
も
の
を
文
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
せ
。

問
四

傍
線
部
（
３
）
「
こ
の
小
説
の
主
人
公
を
だ
れ
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
」
と
あ
る
が
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
誰
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
。
文
中
か
ら

抜
き
出
せ
。

問
五

傍
線
部
（
４
）
「
他
人
を
受
け
い
れ
な
が
ら
仕
事
を
完
成
さ
せ
て
い
く
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
源
太
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
。

四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六

空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

Ａ

ア

粋

イ

目

ウ

笠

エ

折

オ

手

Ｂ

ア

吐
く

イ

つ
く

ウ

切
ら
せ
る

エ

の
む

オ

殺
す

問
七

空
欄
Ⅰ
、
Ⅱ
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

問
八

傍
線
部
（
５
）
「
わ
た
し
は
、
露
伴
が
新
し
い
日
本
の
国
造
り
を
造
塔
に
加
託
し
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
幸
田
露
伴
は
国
造
り
に
つ
い
て
ど
う
す

る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
の
か
。
筆
者
の
解
釈
を
、
「
個
人
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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学
力
検
査
問
題

[

国
語]

(

そ
の
五)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

３

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
四
に
答
え
よ
。

も
の
ご
と
は
継
続
し
て
い
る
と
、
い
つ
し
か
な
れ
て
き
ま
す
。

な
れ
て
く
る
と
、
刺
激
が
な
く
な
り
、
や
が
て
飽
き
て
き
ま
す
。

「
な
れ
る
」
と
ひ
と
口
に
言
っ
て
も
色
々
あ
り
ま
す
。
「
慣
れ
る
」
や
「
馴
れ
る
」
は
、
習
熟
と
い
う
意
味
を
も
つ
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
、
一
般
に
は
ポ
ジ
テ
イ
ブ
な
意

味
で
使
わ
れ
る
よ
う
で
す
。

た
だ
、
充
分
に
エ
ト
ク
し
、
上
手
に
な
る
こ
と
は
良
い
こ
と
で
す
が
、
私
は
何
事
も
慣
れ
て
く
る
と
逃
げ
出
し
た
く
な
り
ま
す
。
こ
の
先
、
も
う
何
も
起
き
な
い
気
が

①

し
て
く
る
の
で
す
。

つ
ら
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
悲
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
は
慣
れ
て
き
ま
す
。
母
を
家
で
介
護
し
て
い
る
と
き
も
そ
う
で
し
た
。
出
口
の
見
つ
か
ら
な
い
苦
し

い
日
々
に
、
最
初
の
う
ち
は
悲
嘆
に
暮
れ
、
と
き
に
は
運
命
を
呪
っ
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
毎
日
つ
づ
く
と
苦
し
い
日
々
も
や
が
て
日
常
に
な

り
、
し
ま
い
に
は
慣
れ
て
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
と
き
ば
か
り
は
「
慣
れ
る
」
に
救
わ
れ
た
気
も
し
ま
し
た
が
、
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
状
況
が
改
善
し
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ピ
リ
ピ
リ
張
り
詰
め
い
て
い
た
精
神
が
弛
ん
だ
だ
け
な
の
で
す
。

友
人
に
、
端
か
ら
見
た
ら
と
て
も
刺
激
的
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
。

会
社
の
オ
ー
ナ
ー
で
す
が
、
日
々
の
経
営
は
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
し
て
き
た
部
下
に
任
せ
て
、
会
社
の
行
方
を
左
右
す
る
こ
と
だ
け
は
自
分
で
決
定
し
て
い
ま
す
。

Ａ

昔
か
ら
書
画
、
彫
刻
、
建
築
、
音
楽
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
芸
術
に
通
じ
、
師
に
つ
い
て
習
い
事
に
も
精
を
出
し
て
い
ま
す
。
書
画
骨
董
を
蒐

集
し
、
観
た
い

こ
っ
と
う

し
ゅ
う
し
ゅ
う

人
や
借
り
た
い
人
の
要
望
に
も
応
え
て
い
ま
す
。
キ
シ
ョ
ウ
な
品
が
手
に
入
る
と
、
新
し
い
体
験
に
胸
躍
ら
せ
な
が
ら
、
私
に
も
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

②

「
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
の
講
義
を
受
け
れ
ば
、
偉
大
な
る
古
典
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
す
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
ど
う
発
生
し
て
定
着
し
た
か
が
整
理
で
き
る
。
そ
う

す
る
と
、
今
ま
で
無
関
心
だ
っ
た
事
象
に
親
近
感
が
も
て
る
。
そ
う
い
う
手
順
で
僕
の
引
き
出
し
が
整
理
さ
れ
増
え
て
い
く
の
を
実
感
し
ま
す
。
学
究
に
飽
き
る
こ
と
は

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
数
年
後
の
第
二
期
隠
居
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
基
軸
に
日
常
を
構
成
で
き
そ
う
な
気
分
で
す
」

還
暦
を
前
に
大
学
院
に
通
い
は
じ
め
た
彼
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
ホ
ウ
フ
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。

③

そ
れ
が
、
少
し
時
間
が
た
つ
と
、
も
う
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
は
じ
め
る
の
で
す
。

「
大
学
院
も
仕
事
も
僕
に
と
っ
て
は
気
晴
ら
し
で
す
。
人
生
と
い
う
も
の
は
気
晴
ら
し
を
し
て
い
る
う
ち
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
と
も
思
い
ま
す
」

た
し
か
に
、
教
授
よ
り
も
彼
の
ほ
う
が
よ
ほ
ど
詳
し
い
分
野
も
あ
り
、
若
い
研
究
者
な
ど
は
彼
に
教
え
を
コ
イ
た
い
よ
う
で
し
た
。

④

彼
を
見
て
い
る
と
、
容
易
に
手
に
入
る
物
や
事
は
、
必
ず
し
も
幸
せ
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
な
り
の
時
間
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
や

資
金
を
ツ
イ
ヤ
シ
て
こ
そ
、
喜
び
も
生
ま
れ
、
失
い
た
く
な
い
気
持
ち
も
生
ま
れ
る
も
の
で
す
。
何
も
障
害
が
な
く
、
す
ん
な
り
自
分
の
も
の
に
な
る
と
馴
れ
て
し
ま
う

⑤

の
か
、
彼
は
い
つ
も
退
屈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

こ
の
春
か
ら
は
、
最
後
の
手
段
の
よ
う
な
感
じ
で
、
日
本
と
海
外
の
生
活
を
半
々
に
し
た
そ
う
で
す
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
近
況
報
告
の
手
紙
が
届
き
ま
し
た
。

(

１)

「
僕
も
元
気
で
い
ら
れ
る
の
は
あ
と
十
数
年
で
し
ょ
う
。
過
去
の
大
半
を
失
う
代
わ
り
に
、
今
ま
で
の
惰
性
で
は
生
き
な
い
と
決
め
ま
し
た
。
こ
ち
ら
で
の
ほ
と
ん
ど
が

空
白
の
生
活
な
の
で
、
自
分
の
衰
え
を
見
つ
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
終
わ
り
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
気
晴
ら
し
の
中
で
忘
れ
て
暮
ら
す
よ
り
も
、
良
寛
の

晩
年
の
よ
う
に
独
り
で
リ
ア
ル
な
時
間
を
獲
得
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
自
然
の
リ
ズ
ム
に
沿
っ
た
素
朴
な
生
活
を
淡
々
と
、

し
か
し
味
わ
い
深
く
送
る
と
い
う
心
境
に
近
づ
い
て
い
ま
す
」

な
に
や
ら
達
観
し
た
物
言
い
で
す
が
、
そ
れ
も
ま
た
そ
の
う
ち
飽
き
て
く
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
納
ま
り
返
っ
た
生
活
を
す
る
よ
り
は
「
こ
れ
じ
ゃ
な
い
」
「
こ
れ
で
も
な
い
」
と
旅
を
つ
づ
け
て
い
る
彼
は
素
敵
だ
と
思
い
ま
す
。

(

２)

思
え
ば
、
会
う
た
び
に
彼
は
、
何
か
を
閉
じ
て
、
何
か
を
始
め
て
い
ま
す
。
自
分
の
知
ら
な
い
世
界
に
通
じ
る
扉
を
開
け
て
は
、
す
で
に
見
知
っ
た
世
界
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
て
、
飽
き
た
り
、
失
望
し
た
り
、
落
胆
し
た
り
。
で
も
、
す
ぐ
に
ま
た
新
し
い
世
界
を
求
め
て
、
次
の
扉
を
探
し
は
じ
め
る
の
で
す
。

還
暦
を
機
に
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
を
完
膚
な
き
ま
で
に
閉
じ
る
覚
悟
で
ケ
ー
プ
岬
の
荒
海
に
漕
ぎ
出
し
た
月
尾
嘉
男
さ
ん
の
よ
う
に
、
私
も
「
な
れ
る
」
を
閉
じ
て
、

Ｂ

つ
き

お

よ
し

お

大
海
原
に
船
を
出
し
つ
づ
け
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
凪
い
だ
海
よ
り
、
時
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
も
、
怒
涛
の
海
が
好
き
な
の
で
す
。

な

退
屈
は
人
生
の
大
敵
。
今
の
生
活
に
な
れ
て
き
た
な
と
思
っ
た
ら
「
閉
じ
ど
き
」
で
す
。

（
残
間

里
江
子
、
『
閉
じ
る
幸
せ
』
よ
り
）
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(

そ
の
六)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

問
一

傍
線
部
①
～
⑤
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
な
お
、
送
り
仮
名
が
あ
る
場
合
は
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

①

エ
ト
ク

②

キ
シ
ョ
ウ

③

ホ
ウ
フ

④

コ
イ

⑤

ツ
イ
ヤ
シ

問
二

波
線
部
Ａ
「
左
右
」
、
Ｂ
「
完
膚
な
き
ま
で
に
」
に
つ
い
て
、
Ａ
は
本
文
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
も
の
を
、
Ｂ
は
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
ア
～

エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

Ａ
「
左
右
」

Ｂ
「
完
膚
な
き
ま
で
に
」

ア

横
断
歩
道
で
は
信
号
表
示
の
み
で
な
く
左
右
を
よ
く
見
る
。

ア

徹
底
的
に

イ

左
右
に
気
を
遣
う
人
物
の
周
り
に
は
人
が
多
く
集
ま
る
。

イ

意
図
的
に

ウ

確
固
た
る
意
思
が
無
い
と
言
を
左
右
に
し
が
ち
に
な
る
。

ウ

強
圧
的
に

エ

降
雪
期
の
外
出
は
空
模
様
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

エ

最
終
的
に

問
三

傍
線
部
（
１
）
「
最
後
の
手
段
の
よ
う
な
感
じ
で
、
日
本
と
海
外
の
生
活
を
半
々
に
し
た
」
と
あ
る
が
、
友
人
が
そ
う
し
た
理
由
を
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
（
２
）
「
納
ま
り
返
っ
た
生
活
を
す
る
よ
り
は
『
こ
れ
じ
ゃ
な
い
』
『
こ
れ
で
も
な
い
』
と
旅
を
つ
づ
け
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
文
中
の

語
を
用
い
て
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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般
Ⅰ
Ａ

番
号

１
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

は
じ
め

終
わ
り

問
四

問
五

２
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

と
い
う
考
え
方
。

問
三

問
四

問
五

問
六

Ａ

Ｂ

問
七

Ⅰ

Ⅱ

問
八

３
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

問
四



2023
受

験

解
答
用
紙

[

国
語]

般
Ⅰ
Ａ

番
号

１
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

は
じ
め

終
わ
り

問
四

問
五

２
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

と
い
う
考
え
方
。

問
三

問
四

問
五

問
六

Ａ

Ｂ

問
七

Ⅰ

Ⅱ

問
八

３
問
一

①

②

③

④

⑤

問
二

Ａ

Ｂ

問
三

問
四

陳
列

講

醸
成

は
ん
ら
ん

風
潮

イ

ウ

私

た

ち

の

文

化

財

に

な

っ

て

い

る

の

だ

。

復

元

修

理

す

る

こ

と

が

美

を

損

い

、

生

命

を

奪

う

こ

と

に

な

っ

た

り

、

自

然

の

成

行

き

に

任

せ

た

滅

び

の

美

に

そ

ぐ

わ

な

く

な

っ

た

り

す

る

こ

と

。

知

識

偏

重

の

現

代

文

明

に

お

い

て

、

美

を

心

で

感

じ

と

る

こ

と

が

お

ろ

そ

か

に

な

り

、

美

そ

の

も

の

を

見

失

っ

て

い

る

こ

と

。

弱
冠

欄
干

か
っ
さ
い

か
ん
る
い

掲
載

世

間

の

末

端

に

い

る

民

衆

は

国

政

に

関

与

し

な

い

天

王

寺

の

塔

朗
円
上
人

大

工

仕

事

を

十

兵

衛

に

譲

り

、

代

わ

り

に

分

業

の

職

人

を

差

配

す

る

裏

方

の

役

割

に

徹

し

た

こ

と

。

エ

エ

造
る

成
す

個

人

の

自

由

や

権

利

を

尊

重

し

つ

つ

、

国

家

全

体

の

調

和

を

考

え

て

、

互

い

に

譲

歩

し

合

う

こ

と

。

会
得

稀
少
（
希
少
）

抱
負

請
い

費
や
し

エ

ア

探

し

求

め

て

い

た

も

の

が

手

に

入

り

、

そ

の

物

や

事

に

慣

れ

て

退

屈

に

な

る

の

を

避

け

る

た

め

。

慣

れ

て

し

ま

い

安

定

し

た

惰

性

の

生

活

よ

り

も

新

し

い

世

界

の

扉

を

探

し

続

け

る

と

い

う

こ

と

。


