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学
力
検
査
問
題

[

国
語]

(

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
七
に
答
え
よ
。

加
藤
周
一
さ
ん
は
、
日
本
人
の
死
生
観
一
般
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
（
加
藤
、
一
九
七
五
）
。

一
般
に
日
本
人
の
死
に
対
す
る
態
度
は
、
感
情
的
に
は
「
宇
宙
」
の
秩
序
の
、
知
的
に
は
自
然
の
秩
序
の
、
あ
き
ら
め
を
も
っ
て
の
受
け
入
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
背
景
は
、
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
、
す
な
わ
ち
、
死
の
残
酷
で
劇
的
な
非
日
常
性
を
、
強
調
し
な
か
っ
た
文
化
で
あ
る
。

（
『
日
本
人
の
死
生
観
』
）

「
今
日
」
の
生
を
そ
れ
と
し
て
生
き
る
こ
と
と
「
明
日
」
の
死
（
後
）
へ
向
か
う
こ
と
と
の
間
に
、
そ
う
大
き
な
断
絶
が
な
い
の
は
、
そ
こ
に
大
き
な
宇
宙
や
自
然
の
秩

序
の
「
あ
き
ら
め
を
も
っ
て
の
受
け
入
れ
」
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
指
摘
で
す
。

日
本
の
文
化
が
「
死
と
日
常
生
活
上
と
の
断
絶
、
す
な
わ
ち
、
死
の
残
酷
で
劇
的
な
非
日
常
性
を
、
強
調
し
な
か
っ
た
文
化
」
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
、

(

１)

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
（
一
八
七
五
―
一
九
六
二
）
が
、
「
日
本
人
の
死
後
の
観
念
、
す
な
わ
ち
霊
は
永
久
に
こ
の
国
土
の
う
ち
に
ト
ド
ま
っ
て
、
そ
う
遠
方
に
は
行
っ

①

て
し
ま
わ
な
い
と
い
う
信
仰
が
、
お
そ
ら
く
世
の
始
め
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
今
日
ま
で
、
か
な
り
根
強
く
ま
だ
持
ち
続
け
ら
れ
て
い
る
」
（
『
先
祖
の
話
』
）
と
指
摘

し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
す
。
死
者
は
、
と
て
つ
も
な
い
異
世
界
に
行
く
の
で
は
な
く
、
生
者
と
同
じ
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
、
な
お
生
者
を
見
守
り
つ
つ
、
ま
た

時
お
り
は
往
き
来
も
す
る
、
と
い
う
死
者
―
生
者
観
で
す
。
生
と
死
の
世
界
の
連
続
性
・
一
体
性
の
信
仰
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

生
と
死
の
世
界
の
連
続
性
と
は
、
た
と
え
ば
、
志
賀
直
哉
（
一
八
八
三
―
一
九
七
一
）
の
、
次
の
よ
う
な
感
受
性
に
見
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

自
分
の
心
に
は
、
何
か
し
ら
死
に
対
す
る
親
し
み
が
起
っ
て
い
た
。
…
…

あ
る
朝
の
事
、
自
分
は
一
匹
の
蜂
が
玄
関
の
屋
根
で
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
…
…
そ
れ
は
三
日
ほ
ど
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
見
て
い
て
、
い
か

に
も
静
か
な
感
じ
を
与
え
た
。
淋
し
か
っ
た
。
他
の
蜂
が
皆
巣
へ
入
っ
て
し
ま
っ
た
日
暮
、
冷
た
い
瓦
の
上
に
一
つ
残
っ
た
シ
ガ
イ
を
見
る
事
は
淋
し
か
っ
た
。
し

み
ん
な

か
わ
ら

②

か
し
、
そ
れ
は
い
か
に
も
静
か
だ
っ
た
。

夜
の
間
に
ひ
ど
い
雨
が
降
っ
た
。
朝
は
晴
れ
、
木
の
葉
も
地
面
も
屋
根
も
綺
麗
に
洗
わ
れ
て
い
た
。
蜂
の
シ
ガ
イ
は
も
う
そ
こ
に
な
か
っ
た
。
…
…
自
分
は
そ
の
静

き

れ
い

あ
ら

か
さ
に
親
し
み
を
感
じ
た
。
…
…

…
…
生
き
て
い
る
事
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
事
と
、
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に
差
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
。

(

２)

（
『
城
の
崎
に
て
』
）

こ
こ
で
志
賀
が
蜂
の
死
を
通
し
て
感
じ
た
「
死
に
対
す
る
親
し
み
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
死
も
ま
た
蜂
の
そ
れ
と

Ａ

で
あ
る
と
い
う
発
見
か
ら
来
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
大
き
な
自
然
の
秩
序
の
な
か
で
の
あ
た
り
ま
え
の
出
来
事
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
生
き
て
い
る
事
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
事
」
と
が

「
両
極
」
で
は
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
来
る
も
の
で
す
。

志
賀
も
ふ
く
め
て
、
近
代
日
本
の
知
識
人
に
は
、
〝
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
〟
と
い
う
死
生
観
が
多
く
語
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
〝
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
〟
と
い
う

の
は
、
前
章
で
の
広
井
さ
ん
が
指
摘
し
た
、
い
わ
ゆ
る
死
生
観
の
ク
ウ
ド
ウ
化
で
の
そ
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
の
〝
無
に
な
る
〟
は
、
ま
っ
た
く
何
も
無
く
な
る

※

③

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
た
宇
宙
・
自
然
に
帰
る
、
も
ど
る
と
い
う
意
味
合
い
で
の
、
い
わ
ば
大
い
な
る
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
の
「
無
」
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

医
師
で
作
家
の
南
木
佳
士
さ
ん
の
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ダ
ス
ト
』
の
な
か
で
は
、
あ
る
人
が
飛
行
機
で
海
に
ツ
イ
ラ
ク
し
て
死
を
意
識
し
た
と
き
の
様
子
が
こ
の
よ
う
に

な

ぎ

け
い

し

④

描
か
れ
て
い
ま
す
。

誰
か
こ
の
星
た
ち
の
位
置
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
人
が
い
る
。
私
は
そ
の
と
き
確
信
し
た
の
で
す
。
海
に
落
ち
て
か
ら
、
私
の
心
は
と
て
も
平
和
で
し
た
。
そ
の
人
の
胸
に

抱
か
れ
て
、
星
た
ち
と
お
な
じ
規
則
で
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
自
分
を
見
出
し
て
、
心
の
底
か
ら
安
心
し
た
の
で
す
。

（
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ダ
ス
ト
』
）

む
ろ
ん
「
ア
レ
ン
ジ
し
た
人
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で

Ｂ

と
も

Ｃ

と
も
言
い
慣
わ
さ
れ
て
き
た
も
の
の
譬
喩
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
星
た
ち
を
こ

ひ

ゆ

う
い
う
ふ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
働
き
は
、
今
自
分
の
生
き
死
に
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
分

(

３)

を
「
心
の
底
か
ら
安
心
」
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
死-

生
も
ま
た
、
宇
宙
・
自
然
の
秩
序
の
こ
と
、
「
お
の
ず
か
ら
」
の
こ
と
と
し
て
あ
る
と
い
う
認

識
で
す
。

日
本
の
古
い
言
い
方
で
す
が
、

｢

お
の
ず
か
ら｣

と
か
、
あ
る
い
は
「
自
然
（
に
）
」
と
い
う
表
現
で
、
「
万
が
一
自
分
が
死
ん
だ
な
ら
ば
」
と
い
う
意
味
を
表
す
用

(

４)

法
が
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
当
時
に
お
い
て
も
、
「
お
の
ず
か
ら
」
「
自
然
（
に
）
」
と
い
う
の
は
、
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
、
当
然
の
こ
と
、
と
い
う
、
今
と
同
じ
意

味
合
い
で
使
わ
れ
て
も
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
同
時
に
、
こ
う
し
た
使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
今
見
て
き
て
い
る
よ
う
な
、
生
と
死
と
を
「
両

極
」
に
分
け
て
し
ま
わ
な
い
発
想
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
死
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
万
が
一
」
の
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
、
大
い
な
る
宇
宙
、
自
然
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
あ
た
り
ま

え
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
説
得
の
知
恵
が
、
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
の
な
か
に
は
、
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
竹
内

整
一
、
『
日
本
人
は
な
ぜ
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
別
れ
る
の
か
』
よ
り
）
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検
査
問
題

[

国
語]

(

そ
の
二)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

※

本
文
の
漢
字
に
は
、
問
題
作
成
者
が
必
要
に
応
じ
て
ふ
り
が
な
を
付
け
た
箇
所
が
あ
る
。

※

広
井
さ
ん

二
〇
〇
四
年
開
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
死
生
学
の
構
築
」
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
、
医
療
政
策
の
広
井
良
典
氏
。

問
一

傍
線
部
①
～
④
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。

①

ト
ド

②

シ
ガ
イ

③

ク
ウ
ド
ウ

④

ツ
イ
ラ
ク

問
二

空
欄

Ａ

に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

同
格

イ

同
一

ウ

等
類

エ

等
価

オ

平
等

問
三

空
欄

Ｂ

、

Ｃ

に
入
る
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
一
字
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
せ
。

問
四

傍
線
部
（
１
）
「
つ
と
に
」
が
、
意
味
上
修
飾
す
る
語
を
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

問
五

傍
線
部
（
２
）
「
そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
」
に
つ
い
て
、
次
の
ａ
、
ｂ
に
答
え
よ
。

ａ

こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
端
的
に
表
現
し
た
語
句
を
、
文
中
か
ら
十
字
前
後
で
抜
き
出
せ
。

ｂ
「
両
極
」
と
と
ら
え
た
場
合
の
死
生
観
を
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
三
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六

傍
線
部
（
３
）
「
ア
レ
ン
ジ
し
て
い
る
も
の
」
は
具
体
的
に
何
の
こ
と
か
。
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
七

傍
線
部
（
４
）
「
お
の
ず
か
ら
」
が
二
つ
の
意
味
を
表
す
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
死
生
観
が
読
み
取
れ
る
か
。
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
六
十
字
以
内
で
説
明

せ
よ
。
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学
力
検
査
問
題

[

国
語]

(

そ
の
三)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

２

次
の
文
章
は
、
三
木

清
『
読
書
と
人
生
』
に
付
さ
れ
た
解
説
文
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
問
一
～
問
九
に
答
え
よ
。

さ
て
、
読
書
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
「
読
書
は
技
術
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
本
を
〔
道
具
と
同
じ
よ
う
に
〕
使

う
」
と
い
う
視
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
読
書
の
方
法
が
「
主
体
化
さ
れ
、
個
別
化
さ
れ
て
」
「
身
に
つ
く
」
と
い
う
こ
と
が
肝
要
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
ガ
イ
ネ
ン
の
伽
藍

①

※
が

ら

ん

を
構
築
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
論
文
を
書
く
た
め
に
で
も
な
く
、
「
ほ
ん
と
う
に
哲
学
す
る
こ
と
の
困
難
を
知
る
た
め
に
、
も
っ
と
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
が
読
ま
れ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
三
木
が
書
き
つ
け
て
い
る
こ
と
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
歴
史
に
お
い
て
も
人
生
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
測
鉛
を
深
く
垂
ら
す
た
め
に
は
、
論
理

の
緻
密
さ
に
経
験
の
厚
み
と
直
感
の
深
み
と
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
に
は
収
め
て
な
い
が
、
の
ち
に
「
哲
学
ノ
ー
ト
」
（
昭
和
一
四
年
）
の
な
か
で
レ
ト
リ

ッ
ク
（
修
辞
）
と
い
う
価
値
の
復
権
を
説
い
て
、
「
自
己
の
魂
の
う
ち
に
深
い
混
沌
、
闇
を
湛
え
る
者
に
し
て
初
め
て
、
何
が
明
晰
で
あ
り
、
何
故
に
明
晰
が
求
め
ら
れ

(
１)

た
た

る
か
、
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
直
観
も
訓
練
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
の
訓
練
は
論
理
的
訓
練
に
も
増
し
て
厳
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」(

「
哲
学
は
ど
う
学
ん
で
ゆ
く
か
」
、
昭
和
一
六
年
）
を

Ａ

に
銘
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
三
木
の
読
書
論
の
な
か
で
わ
た
し
が
も
っ
と
も
惹
か
れ
た
文
章
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
一
文
に
な
る
。

哲
学
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
物
の
見
方
で
あ
り
、
考
え
方
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
。
結
論
で
な
く
、
過
程
が
、
方
法
が
特
に
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
哲
学

的
啓
蒙
の
特
殊
な
困
難
が
あ
る
。
然
る
に
方
法
は
、
そ
の
方
法
が
生
き
て
生
産
的
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
最
も
よ
く
学
ば
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
…

…
科
学
と
し
て
の
哲
学
の
理
念
と
共
に
教
育
と
し
て
の
哲
学
の
理
念
を
た
て
た
と
こ
ろ
に
プ
ラ
ト
ン
の
偉
大
さ
が
忍
ば
れ
る
。
啓
蒙
的
、
教
育
的
、
指
導
的
精
神
と

云
え
ば
、
何
か
嫌
な
も
の
に
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
ひ
と
に
呼
び
か
け
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
偉
大
な
哲
学
に
は
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
う
い
う
も
の
の
欠
乏
が
哲
学
を
む
つ
か
し
く
思
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
独
語
的
な
哲
学
は
む
つ
か
し
い
。

(

２)

（
「
哲
学
は
や
さ
し
く
で
き
な
い
か
」
、
昭
和
七
年
）

哲
学
が
「
独
語
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
哲
学
が
そ
の
と
ば
口
で
「
む
つ
か
し
い
」
と
い
う
印
象
を
与
え
て
人
び
と
を
哲
学
か
ら
遠
ざ
け
て
し

※

ま
う
、
そ
の
理
由
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
国
の
哲
学
書
が
漢
語
だ
ら
け
の
生
硬
な
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
思
想
が
難
解
で
あ
る
か
ら
よ
り
も
、
こ
の
こ
と
を

②

だ
れ
か
に
ど
う
し
て
も
伝
え
た
い
、
呼
び
か
け
た
い
と
い
う
ふ
う
に
、
宛
先
が
つ
よ
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
の
そ
う
い
う
独
り
よ
が
り
を
、
三
木
は

危
ぶ
む
。

読
書
は
対
話
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
が
、
最
後
に
わ
た
し
が
考
え
る
こ
の
こ
と
の
意
味
を
、
（
も
し
三
木
が
生
き
て
い
た
ら
と
い
う
仮
想

(

３)の
も
と
で
い
う
の
だ
が
）
か
れ
に
後
押
し
し
て
も
ら
っ
て
い
る
気
持
ち
で
書
い
て
お
き
た
い
。

(

４)

読
書
と
い
う
の
は
、
じ
ぶ
ん
以
外
の
人
の
書
き
物
に
ふ
れ
る
な
か
で
、
じ
ぶ
ん
が
打
ち
砕
か
れ
る
経
験
で
あ
る
。
お
な
じ
も
の
を
見
な
が
ら
（
わ
た
し
と
は
ち
が
っ

て
）
こ
ん
な
ふ
う
に
感
じ
、
こ
ん
な
ふ
う
に
受
け
と
め
る
人
が
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
お
な
じ
よ
う
な
体
験
を
し
な
が
ら
そ
れ
に
こ
ん
な
問
い
を
向
け
る
人
、
こ
ん
な

問
い
方
を
す
る
人
が
あ
る
の
か
…
…
と
い
う
経
験
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
別
の
捉
え
方
、
別
の
問
い
方
に
ふ
れ
る
こ
と
で
、
じ
ぶ
ん
が
こ
れ
ま
で
抱
え
て
き
た
問
題
、

じ
ぶ
ん
が
そ
こ
に
溺
れ
て
い
た
困
難
が
、
ぐ
い
と
別
の
問
題
、
別
の
困
難
に
ず
ら
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
も
っ
と
見
晴
ら
し
の
よ
い
場
所
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。
要
す
る
に
、
読
書
を
と
お
し
て
わ
た
し
が
別
の
眼
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
、
こ
こ
に
読
書
が
対
話
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
そ
う
い
う
経
験
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ

ど
、
わ
た
し
は
以
後
、
ま
ず
は
、
そ
の
人
が
感
じ
、
考
え
る
よ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
る
で
わ
た
し
の
細
胞
が
ぜ
ん
ぶ
入
れ
換
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
。
そ

う
い
う
ふ
う
に
更
新
さ
れ
た
わ
た
し
の
眼
は
ま
た
、
別
の
書
物
と
の
出
会
い
の
な
か
で
さ
ら
な
る
ヘ
ン
ヨ
ウ
を
経
験
し
て
ゆ
く･･

･･
･･

。

③

こ
れ
は
じ
つ
は
、
過
去
の
著
者
の
書
き
物
、
あ
る
い
は
同
時
代
を
生
き
て
い
て
も
会
っ
た
こ
と
の
な
い
著
者
の
書
き
物
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
い
ま
ま
さ
に
わ
た
し

が
だ
れ
か
と
し
て
い
る
語
ら
い
や
議
論
に
お
い
て
も
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
研
究
会
や
「
哲
学
カ
フ
ェ
」
な
ど
で
経
験
し
て
き
た
こ
と
だ
が
、
話
も

※

終
盤
に
さ
し
か
か
っ
て
、
「
こ
れ
だ
れ
の
意
見
だ
っ
た
っ
け･･

･･
･･

」
と
そ
も
そ
も
だ
れ
の
意
見
だ
っ
た
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
の
が
、
い
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

(

５)

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
読
書
は
文
字
ど
お
り
対
話
な
の
で
あ
る
。

読
書
は
、
ひ
と
り
で
集
中
し
て
な
す
も
の
、
自
己
の
う
ち
に
沈
潜
す
る
た
め
に
な
す
も
の
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
読
書
で
め
ざ
さ

れ
て
い
る
の
が
対
話
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
。
読
書
は
、
自
己
に
閉
じ
こ
も
る
た
め
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
（
著
者
と
い
う
）
他
者
と
の
対
話
の
な
か
に
じ

、
、

ぶ
ん
を
開
い
て
ゆ
く
た
め
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
じ
ぶ
ん
を
揺
さ
ぶ
る
、
じ
ぶ
ん
を
他
の
視
点
か
ら
見
な
お
す
、
そ
う
い
う
出
来
事
が
起
こ
る
。
と
す
れ
ば
読
書

の
場
と
議
論
の
場
と
は
、
対
話
と
い
う
こ
と
で
通
じ
て
い
る
（
最
近
、
い
く
つ
か
の
図
書
館
が
、
「
静
か
に
」
と
い
う
声
に
コ
ウ
し
て
、
読
書
室
・
自
習
室
と
隣
り
合
わ

④

せ
に
対
話
や
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
部
屋
を
併
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
正
し
い
試
み
だ
と
お
も
う
）
。

※

読
書
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
じ
ぶ
ん
が
打
ち
砕
か
れ
る
経
験
と
し
て
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
打
ち
砕
か
れ
と
更
新
と
の
く
り
か
え
し
の
な
か
で
、

こ
れ
ま
で
の
人
生
で
じ
ぶ
ん
が
依
拠
し
て
き
た
自
己
理
解
の
《
初
期
設
定
》
が
書
き
換
え
ら
れ
て
ゆ
く
、
あ
る
い
は
同
時
代
の

Ｂ

理
解
の
《
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
》

が
差
し
換
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
と
き
に
は
少
し
ず
つ
、
と
き
に
は
ご
そ
っ
と
。
本
文
中
で
三
木
は
、
「
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
本
が
善
い
本
」
だ
と
書
い
て
い
る
が
、

そ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
、
あ
る
体
験
、
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
問
い
を
重
ね
る
と
き
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
多
く
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
ち
う
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

※
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(

そ
の
四)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

「
教
養
」
の
意
味
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

※

（
鷲
田

清
一
、
『
対
話
と
し
て
の
読
書
「
独
語
的
な
哲
学
」
で
は
な
く
』
（
三
木
清
「
読
書
と
人
生
」
の
解
説
）
よ
り
）

※

本
文
に
は
、
問
題
作
成
者
が
必
要
に
応
じ
て
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
付
け
、
記
号
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

※

伽
藍

寺
院
の
建
築
物
。

が

ら

ん

と
ば
口

入
り
口
。

｢

哲
学
カ
フ
ェ
」

進
行
役
の
も
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
哲
学
的
な
テ
ー
マ
を
話
し
合
う
催
し
の
こ
と
。
パ
リ
の
カ
フ
ェ
で
始
ま
っ
た
。

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

討
議
、
会
議
。

コ
ン
テ
ク
ス
ト

文
脈
。

｢

教
養
」

三
木
の
考
え
る
教
養
と
は
、
今
日
の
よ
う
に
文
化
面
に
偏
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

問
一

傍
線
部
①
～
④
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

①

ガ
イ
ネ
ン

②

生
硬

③

ヘ
ン
ヨ
ウ

④

コ
ウ

問
二

空
欄

Ａ

に
漢
字
一
文
字
で
適
語
を
入
れ
よ
。

問
三

傍
線
部
（
１
）
に
つ
い
て
、
「
自
己
の
魂
の
う
ち
に
深
い
混
沌
、
闇
を
湛
え
る
」
た
め
に
は
何
が
必
要
か
。
文
中
か
ら
十
二
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

た
た

問
四

傍
線
部
（
２
）
「
独
語
的
な
哲
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
哲
学
か
。
二
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
（
３
）
「
読
書
は
対
話
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
読
書
」
と
「
対
話
」
の
共
通
点
を
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六

傍
線
部
（
４
）
「
か
れ
に
後
押
し
し
て
も
ら
っ
て
い
る
気
持
ち
で
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
部
を
二
十

字
以
内
で
埋
め
よ
。

筆
者
の
「
読
書
は
対
話
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は

と
い
う
三
木
の
考
え
に
通
じ
る
か
ら
。

問
七

傍
線
部
（
５
）
「
い
い
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

話
が
終
盤
に
さ
し
か
か
る
と
そ
れ
ま
で
の
細
か
な
発
言
内
容
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
失
敗
も
堂
々
と
発
言
で
き
て
気
楽
に
参
加
す
る
こ

と
の
で
き
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。

イ

議
論
が
参
加
者
の
血
肉
と
化
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
も
と
も
と
は
特
定
の
個
人
か
ら
発
せ
ら
れ
た
は
ず
の
感
じ
方
・
考
え
方
・
意
見
の
最
初
の
発
信
者
が
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。

ウ

何
度
も
議
論
を
経
験
し
て
自
分
の
考
え
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
っ
た
人
が
多
く
参
加
す
る
こ
と
で
、
よ
り
た
く
さ
ん
の
客
観
的
な
成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。

エ

自
己
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
、
対
話
の
中
に
自
分
を
開
い
て
ゆ
く
の
が
よ
い
読
書
で
あ
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
最
終
的
に
自
己
と
他
者
と
の
区
別
を
感
じ
な
く
な
る

ほ
ど
う
ち
解
け
あ
う
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。

オ

議
論
の
内
容
が
参
加
者
す
べ
て
に
十
分
に
消
化
・
吸
収
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
後
各
人
が
取
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
に
そ
の
時
の
議
論
内
容
が
影
響
を
与
え
る
よ
う
な

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
。

問
八

空
欄

Ｂ

に
は
何
と
い
う
言
葉
が
入
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

歴
史

イ

哲
学

ウ

論
理

エ

問
題

オ

思
想

問
九

筆
者
の
考
え
る
望
ま
し
い
読
書
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

科
学
と
し
て
の
哲
学
を
学
ん
で
自
己
を
革
新
し
て
い
く
た
め
に
、
教
育
的
対
話
を
繰
り
返
し
実
践
す
る
も
の
。

イ

さ
ま
ざ
ま
な
国
の
哲
学
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
、
論
理
的
な
考
え
を
基
本
的
な
素
養
と
し
て
実
行
す
る
も
の
。

ウ

ど
ん
ど
ん
他
者
の
考
え
を
取
り
入
れ
て
、
自
己
の
問
い
方
・
感
じ
方
を
新
し
く
し
て
い
く
た
め
の
も
の
。

エ

人
と
話
し
合
っ
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
を
も
読
書
の
一
形
態
と
し
て
認
め
る
、
よ
り
包
括
的
な
も
の
。

オ

ま
ず
自
己
の
認
識
を
一
度
失
う
経
験
を
不
可
欠
と
考
え
、
そ
れ
を
克
服
し
た
上
で
初
め
て
身
に
つ
く
も
の
。
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(

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
五
に
答
え
よ
。

「
無
機
的
な
、
か
ら
っ
ぽ
な
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
中
間
色
の
、
富
裕
な
、
抜
目
が
な
い
、
或
る
経
済
的
大
国
」
―
―
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
に
自
決
し
た
小
説
家
三

あ

島
由
紀
夫
が
、
死
の
直
前
に
喝
破
し
た
未
来
日
本
の
姿
で
あ
る
。
周
知
の
こ
の
暗
い
予
言
が
、
昨
今
し
き
り
に
想
起
さ
れ
て
な
ら
な
い
。
き
っ
か
け
は
今
春
か
ら
実
施
さ

①

れ
る
高
校
の
国
語
改
革
で
あ
る
。

文
部
科
学
省
の
方
針
に
よ
れ
ば
、
必
修
の
「
現
代
の
国
語
」
で
は
小
説
が
除
か
れ
、
選
択
科
目
も
従
来
の
「
現
代
文
Ａ
／
Ｂ
」
か
ら
「
論
理
国
語
」
と
「
文
学
国
語
」

に
変
わ
る
と
い
う
。
前
者
で
実
用
的
文
章
、
後
者
で
文
学
作
品
を
扱
う
ら
し
い
が
、
も
し
三
島
が
生
き
て
い
た
ら
、
な
ん
と
言
う
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
小
説
に
論
理
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
誰
し
も
抱
く
。
三
島
が
綴
っ
た
作
品
の
中
に
、
生
の
美
学
と
倫
理
を
析
出
さ
せ
る
「
論
理
」
が
あ
っ
た
と
す
れ

つ
づ

ば
、
今
回
の
国
語
改
革
は
ま
さ
に
暗
い
予
言
を
実
現
さ
せ
る
軽
挙
妄
動
で
は
な
い
の
か
。

三
島
が
自
決
し
た
時
、
私
は
大
学
生
だ
っ
た
。
左
翼
学
生
運
動
の
最
盛
期
で
、
三
島
と
全
共
闘
と
の
対
話
集
会
も
ひ
ら
か
れ
た
。
当
時
を
ふ
り
か
え
る
と
、
や
は
り
三

島
を
政
治
的
右
翼
と
決
め
つ
け
る
こ
と
に
は
躊
躇
し
て
し
ま
う
。
「
君
た
ち
は
崇
高
な
理
想
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
覚
悟
が
あ
る
の
か
？
」
―
―
そ
う
小
説
家
は
問
い
か

ち
ゅ
う
ち
ょ

け
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

三
島
は
絶
望
の
う
ち
に
命
を
絶
っ
た
。
半
世
紀
が
過
ぎ
た
現
在
、
日
本
が
ど
う
な
っ
た
か
を
見
極
め
る
責
務
は
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
。

指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
論
理
的
に
処
理
す
べ
き
デ
ー
タ
量
は
一
挙
に
増
し
た
。
デ
ー
タ
は
二
十
一
世
紀
の
石
油
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
な
ど
情
報

(
１)

技
術
の
進
歩
に
よ
り
人
間
の
主
体
性
は
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ゆ
え
に
Ａ
Ｉ
に
負
け
ぬ
論
理
的
能
力
を
鍛
え
上
げ
よ
と
い
う
意
図
自
体
は
正
し
い
。
問
題
は
具
体
的
方
法

②

で
あ
る
。

最
近
の
若
者
は
き
ち
ん
と
も
の
を
考
え
な
い
と
い
う
嘆
き
の
声
は
高
い
し
、
形
式
的
な
論
理
で
解
け
る
パ
ズ
ル
の
正
答
率
が
低
い
と
い
う
調
査
結
果
は
有
名
だ
。
こ
れ

が
国
語
改
革
の
一
因
と
な
っ
た
と
い
う
噂
も
あ
る
。

う
わ
さ

だ
が
、
長
年
「
情
報
と
人
間
」
に
つ
い
て
探
究
し
て
き
た
者
と
し
て
言
っ
て
お
く
。
Ａ
Ｉ
に
負
け
ぬ
思
考
力
を
育
て
る
た
め
に
は
、
数
行
の
パ
ズ
ル
を
解
く
能
力
と
は

(

２)

全
く
異
な
る
能
力
を
鍛
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。

な
ぜ
な
ら
、
正
解
の
あ
る
パ
ズ
ル
や
ク
イ
ズ
を
解
く
の
は
、
む
し
ろ
Ａ
Ｉ
の
得
意
技
だ
か
ら
だ
。
Ａ
Ｉ
は
言
葉
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
が
、
形
式
的
な
記
号
操
作
に

よ
っ
て
迅
速
に
正
解
に
た
ど
り
着
く
こ
と
な
ら
で
き
る
。
一
方
、
人
間
に
し
か
で
き
な
い
論
理
的
能
力
は
、
も
っ
と
複
雑
で
高
い
次
元
に
あ
る
。
た
と
え
ば
風
刺
や
反
語

(

３)

を
ふ
く
む
長
文
の
内
容
を
理
解
し
、
著
者
の
隠
さ
れ
た
真
意
を
つ
か
む
、
と
い
っ
た
「
論
理
」
も
あ
る
。
そ
ん
な
芸
当
は
Ａ
Ｉ
に
は
不
可
能
な
の
だ
。

そ
し
て
実
際
の
ビ
ジ
ネ
ス
や
対
人
交
渉
に
お
い
て
は
、
表
面
的
な
デ
ー
タ
処
理
能
力
よ
り
む
し
ろ
、
身
体
的
直
観
や
共
感
に
も
と
づ
く
高
度
な
推
論
や
判
断
の
能
力
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
感
性
や
想
像
力
を
養
っ
て
く
れ
る
も
の
こ
そ
、
小
説
を
は
じ
め
文
学
作
品
で
は
な
い
の
か
。

実
は
、
形
式
的
な
記
号
操
作
に
よ
っ
て
社
会
の
現
実
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
失
敗
例
も
あ
る
の
だ
。
第
五
世
代
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

日
本
の
経
済
が
最
高
潮
だ
っ
た
一
九
八
〇
年
代
、
当
時
の
通
商
産
業
省
の
主
導
で
産
官
学
の
知
を
結
集
し
、
世
界
に
先
駆
け
た
斬
新
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
つ
く
ろ
う
と

③

い
う
野
心
的
な
試
み
が
行
わ
れ
た
。

巨
額
の
費
用
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
た
あ
げ
く
、
結
局
は
実
用
化
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
悲
劇
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
短
期
間
だ
が
参
加
し
た
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、

残
念
な
記
憶
が
あ
る
。
形
式
的
推
論
の
効
率
を
極
限
ま
で
追
求
し
、
技
術
的
に
は
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
用
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
人
間
社
会
で
大
事
な

(

４)

論
理
は
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
次
元
に
は
な
い
と
い
う
点
を
見
落
と
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
日
本
人
は
も
っ
と
過
去
の
失
敗
に
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

論
理
性
を
高
め
る
教
育
の
重
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
そ
の
際
「
論
理
性
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
、
よ
り
広
く
深
く
考
え
直
し
て
み
る
べ
き
な
の
だ
。
そ
う

い
う
真
剣
な
努
力
が
、
三
島
の
恐
れ
た
亡
国
の
危
機
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救
う
の
で
あ
る
。

（
西
垣

通
、
『
毎
日
新
聞
』
二
〇
二
二
年
三
月
三
日
朝
刊
「
科
学
技
術
と
人
間
」
よ
り
）
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Ⅱ
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学
力
検
査
問
題

[

国
語]

(

そ
の
六)

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
せ
よ
。

問
一

傍
線
部
①
～
③
に
つ
い
て
、
本
文
に
お
け
る
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
記
せ
。

①

喝
破

②

脅

③

斬
新

問
二

傍
線
部
（
１
）
「
デ
ー
タ
は
二
十
一
世
紀
の
石
油
だ
」
に
つ
い
て
、
同
じ
修
辞
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

「
大
切
な
の
は
、
普
通
の
こ
と
ば
で
非
凡
な
こ
と
を
言
う
こ
と
だ
」
（
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
）

イ

「
想
像
力
は
、
知
識
よ
り
も
っ
と
大
切
な
も
の
で
あ
る
」
（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
）

ウ

「
人
生
は
、
一
行
の
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
」
（
芥
川
龍
之
介
）

し

エ

「
死
に
至
る
病
と
は
、
絶
望
の
こ
と
で
あ
る
」
（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）

オ

「
約
束
を
守
る
一
番
い
い
方
法
は
、
決
し
て
約
束
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
」
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
）

問
三

傍
線
部
（
２
）
「
数
行
の
パ
ズ
ル
を
解
く
能
力
」
、
同
（
３
）
「
人
間
に
し
か
で
き
な
い
論
理
的
能
力
」
に
つ
い
て
、
同
じ
よ
う
な
意
味
の
表
現
を
、
文
中
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
十
字
程
度
で
抜
き
出
せ
。

問
四

傍
線
部
（
４
）
「
人
間
社
会
で
大
事
な
論
理
は
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
次
元
に
は
な
い
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五

本
文
の
表
題
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
記
せ
。

ア

三
島
由
紀
夫
の
残
し
た
も
の

イ

日
本
の
失
敗

ウ

国
語
改
革
の
必
要
性

エ
「
論
理
」
に
学
ぶ

オ
「
論
理
性
」
を
考
え
直
す
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般
Ⅱ

番
号

１
問
一

①

②

③

④

問
二

問
三

Ｂ

Ｃ

問
四

(

ａ)

問
五

(

ｂ)

問
六

問
七

２
問
一

①

②

③

④

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

３
問
一

①

②

③

問
二

(

２)

問
三

(

３)

問
四

問
五
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般
Ⅱ

番
号

１
問
一

①

②

③

④

問
二

問
三

Ｂ

Ｃ

問
四

(

ａ)

問
五

(

ｂ)

問
六

問
七

２
問
一

①

②

③

④

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

３
問
一

①

②

③

問
二

(

２)

問
三

(

３)

問
四

問
五

留

死
骸

空
洞

墜
落

エ神

仏

指
摘
し
て
い
る

生

と

死

の

世

界

の

連

続

性

死

は

生

の

営

み

で

あ

る

日

常

生

活

を

断

絶

さ

せ

る

残

酷

な

も

の

で

あ

る

。

宇

宙

・

自

然

の

秩

序

人

間

に

と

っ

て

万

が

一

の

死

は

宇

宙

や

自

然

の

秩

序

か

ら

す

れ

ば

あ

た

り

ま

え

の

こ

と

に

す

ぎ

ず

、

あ

き

ら

め

て

受

け

入

れ

る

し

か

な

い

と

い

う

死

生

観

。

概
念

セ
イ
コ
ウ

変
容

抗

肝

経

験

の

厚

み

と

直

感

の

深

み

誰

か

に

伝

え

た

い

と

い

う

意

識

が

欠

如

し

て

い

る

哲

学

。

他

者

の

異

な

る

考

え

方

に

ふ

れ

る

こ

と

で

、

こ

れ

ま

で

の

自

分

と

は

別

の

視

点

を

手

に

入

れ

る

点

。

す

ぐ

れ

た

哲

学

に

は

ひ

と

へ

の

呼

び

か

け

が

必

要

だ

イ

ア

ウ

か
っ
ぱ

お
び
や

ざ
ん
し
ん

ウ

形

式

的

な

記

号

操

作

高

度

な

推

論

や

判

断

の

能

力

人

間

社

会

に

必

要

な

論

理

能

力

と

は

、

デ

ー

タ

処

理

の

能

力

と

異

な

り

、

感

性

や

想

像

力

に

よ

る

高

度

な

判

断

能

力

で

あ

る

と

い

う

こ

と

。

オ


