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注
意
事
項

①

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

②

解
答
に
は
Ｈ
Ｂ
ま
た
は
Ｂ
の
黒
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
は
Ｈ
Ｂ
ま
た
は
Ｂ
の
芯
で
あ
れ
ば
使
用
可
）
を

使
用
し
な
さ
い
。

③

マ
ー
ク
シ
ー
ト
の
解
答
用
紙
に
は
、
氏
名
、
受
験
番
号
、
科
目
を
記
入
す
る
欄
と
受
験
番
号
、
解
答
科
目
を

マ
ー
ク
す
る
欄
が
あ
り
ま
す
。

④

解
答
方
法
は
、
マ
ー
ク
式
（
解
答
番
号
を
選
択
す
る
方
式
）
で
す
。
マ
ー
ク
シ
ー
ト
の
解
答
用
紙
に
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。

例
え
ば
、

と
表
示
の
あ
る
問
い
に
対
し
て
③
と
解
答
す
る
場
合
は
、
下
の
（
例
）
の
よ
う
に
解
答
番
号

10

の
解
答
欄
の

に
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

10

⑤

試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に
気
付
い
た
場
合

は
、
手
を
高
く
あ
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
な
さ
い
。

（
例
）
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※

問
題
に
使
用
し
た
文
章
の
表
記
は
、
一
部
改
め
た
場
合
が
あ
る
。
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一
次
の
文
章
は
、
筆
者
が
宗
教
に
つ
い
て
解
説
す
る
も
の
で
、「
ハ
ラ
リ
さ
ん
」（
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
学
者
・
哲
学
者
）

の
著
書
（
『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
』
柴
田
裕
之
訳
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

紀
元
前
一
千
年
紀
、（
注
１
）

多
神
教
や
（
注
２
）

一
神
教
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
「
自
然
法
則
を
信
奉
す
る
宗
教
」
が
ア
フ
ロ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
広
が
り
は
じ

め
ま
す
。
そ
の
代
表
格
が
、
古
代
イ
ン
ド
に
誕
生
し
た
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
仏
教
で
す
。
ほ
か
に
も
中
国
で
誕
生
し
た
道
教
や
儒
教
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
古
代
ギ

リ
シ
ア
で
生
ま
れ
た
ス
ト
ア
主
義
や
キ
ニ
ク
主
義
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
な
ど
も
、
こ
の
一
派
に
属
す
る
と
ハ
ラ
リ
さ
ん
は
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
共
通
す

る
の
は
「
世
界
を
支
配
し
て
い
る
超
人
的
秩
序
は
神
の
意
思
や
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
く
自
然
法
則
の
産
物
で
あ
る
」
と
と
ら
え
た
点
で
す
。

す
ぐ
に
仏
教
の
話
に
入
り
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
仏
教
以
外
の
自
然
法
則
を
信
じ
る
宗
教
に
つ
い
て
少
し
だ
け
触
れ
て
お
き
ま
し
ょ

う
。ま

ず
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
仏
教
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
イ
ン
ド
で
誕
生
し
た
宗
教
で
、
仏
教
が
否
定
し
た
苦
行
を
肯
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的

で
す
が
、
基
本
的
な
世
界
観
や
教
義
は
仏
教
と
似
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
業
と
い
う
、
一
種
の
物
質
的
悪
要
素
が
充
満
し
た
世
界
で
生
き
て
お
り
、
私
た
ち
が

ご
う

強
い
意
思
作
用
を
起
こ
す
と
、
自
動
的
に
そ
の
業
が
私
た
ち
の
内
部
に
流
入
し
て
き
て
、
私
た
ち
を
苦
へ
導
く
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
は
、

苦
行
や
正
し
い
生
活
に
よ
っ
て
そ
の
業
を
振
り
払
い
、
二
度
と
流
入
し
て
こ
な
い
よ
う
に
防
御
す
る
こ
と
で
、
真
の
安
楽
に
到
達
で
き
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
世
界
観
に
お
い
て
は
、
ど
こ
に
も
絶
対
神
や
あ
り
が
た
い
救
済
者
は
想
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
世
を

司

っ
て
い
る
の
は
自
然
法

つ
か
さ
ど

則
で
あ
り
、
我
々
は
、
そ
の
法
則
を
熟
知
す
る
こ
と
で
、
真
の
生
活
へ
の
道
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
は
、
宇
宙
を

支
配
し
て
い
る
の
は
神
で
は
な
く
法
則
で
あ
り
、
欲
を
捨
て
て
解
脱
を
目
指
す
こ
と
が
心
の
安
定
に
つ
な
が
る
と
説
き
ま
し
た
。

げ

だ
つ

中
国
に
誕
生
し
た
道
教
の
場
合
な
ら
、
宇
宙
と
人
生
の
根
源
的
な
真
理
を
「
道
（
タ
オ
）
」
と
呼
び
、
人
間
は
そ
れ
に
従
っ
て
無
為
自
然
に
生
き
る
べ
き
だ

と
説
き
、
仙
人
の
よ
う
な
生
活
を
理
想
と
考
え
ま
す
。
一
方
の
儒
教
は
、
い
わ
ば
道
徳
理
論
の
よ
う
な
も
の
で
、
社
会
秩
序
を
重
視
し
礼
を
重
ん
じ
て
仁
義
を

実
践
し
な
が
ら
、
上
下
の
秩
序
を
守
っ
て
生
き
る
こ
と
が
幸
せ
に
つ
な
が
る
と
し
て
い
ま
す
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
の
領
域
な
ら
ば
、
ス
ト
ア
主
義
は
、
「
自
然
に
従
っ
て
生
き
る
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
、
病
や
死
も
自
然
の
中
の
不
変
の
法
則
で
あ
り
、
人

間
が
す
べ
き
こ
と
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
と
言
い
ま
す
。
キ
ニ
ク
主
義
は
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
と
も
言
い
、
無
為
自
然
を
理
想
と
し
て
物
質
的
な
贅
沢
を
否

ぜ
い
た
く

定
し
、
無
欲
、
無
所
有
こ
そ
が
幸
せ
の
要
件
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
も
う
一
つ
の
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
は
、
禁
欲
的
な
ス
ト
ア
主
義
や
キ
ニ
ク
主
義
と
は
異
な

り
、
人
間
の
生
命
も
原
子
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
死
を
恐
れ
る
の
は
無
意
味
だ
と
説
き
、
適
度
な
快
楽
を
求
め
る
の
は
正
し
い
と
説
い
て
い
ま
す
。
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こ
れ
ら
が
「
法
則
を
信
じ
る
一
派
」
と
し
て
Ａ
ハ
ラ
リ
さ
ん
が
挙
げ
た
宗
教
で
す
。
理
想
と
す
る
生
き
方
や
幸
福
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て

い
る
も
の
の
、
ど
れ
も
が
「
神
」
の
存
在
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
示
さ
ず
、
な
ん
ら
か
の
法
則
が
こ
の
世
に
は
存
在
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
が
幸
福

に
つ
な
が
る
と
説
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

仏
教
も
こ
れ
ら
と
同
じ
で
、
神
を
信
じ
る
の
で
は
な
く
、
法
則
性
の
存
在
を
信
じ
る
宗
教
で
す
。
「
で
も
、
仏
教
で
は
お
釈
迦
様
を
神
的
存
在
と
し
て
崇
め

し
ゃ

か

あ
が

て
い
る
の
だ
か
ら
、
仏
教
も
一
神
教
で
は
？
」
と
思
わ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ｘ

現
在
の
仏
教
で
は
、
釈
迦
を
神
格
化
し
仏
像
を
つ
く
っ
て
拝
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
は
本
来
、
釈
迦
を
超
越
者
と
し
て
崇
拝
す
る
の
で
は
な

く
、
釈
迦
が
修
行
の
末
に
発
見
し
た
「
こ
の
世
の
真
理
」
を
信
じ
る
宗
教
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
釈
迦
と
い
う
の
は
、
そ
の
真
理
を
発
見
し
、
私
た
ち
に
教

え
て
く
れ
た
偉
人
で
す
が
、
あ
く
ま
で
、
イ
ン
ド
に
実
在
し
た
私
た
ち
と
同
じ
普
通
の
人
間
な
の
で
す
。

で
は
、
Ｂ
釈
迦
が
発
見
し
た
「
こ
の
世
の
真
理
」
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。

釈
迦
は
ま
ず
「
縁
起
の
法
則
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
は
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ま
し
た
。
縁
起
の
法
則
で
は
、
す
べ
て
の
事
柄
や
現
象
は
独
立
し
て
存

え
ん

ぎ

在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
原
因
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
結
果
と
し
て
現
れ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
科
学
で
い
う
因
果
律
と
同
次
元
の
原
理
な
の
で
、
そ
こ
に

は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
絶
対
神
や
霊
的
な
神
秘
性
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
一
切
介
在
し
ま
せ
ん
。

続
け
て
釈
迦
は
、
す
べ
て
の
事
柄
や
現
象
は
縁
起
の
法
則
の
中
で
一
瞬
だ
け
か
た
ち
と
し
て
現
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

と
と
ら
え
ま
し
た
。

「
私
」
と
い
う
存
在
も
同
様
で
す
。
「
私
」
と
か
「
私
の
も
の
」
に
も
実
体
が
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
の
中
で
一
時
的
に
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
、
永
遠

不
変
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

そ
し
て
最
終
的
に
、
釈
迦
は
「
人
間
の
苦
し
み
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
欲
望(

煩
悩)

で
あ
り
、
縁
起
の
法
則
を
理
解
し
、
法
則
を
踏
ま
え
た
う
え
で
正

ぼ
ん
の
う

し
い
生
き
方
を
選
択
す
れ
ば
、
欲
望
は
消
滅
し
、
心
の
ａ
安
寧
が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。

人
間
な
ら
誰
し
も
欲
望
を
持
っ
て
い
て
当
然
で
す
。
性
欲
、
食
欲
、
睡
眠
欲
な
ど
は
人
間
の
本
能
と
し
て
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
す
し
、
ど
ん

な
欲
望
も
、
そ
れ
が
叶
え
ら
れ
れ
ば
喜
び
に
つ
な
が
る
こ
と
を
思
え
ば
、
「
欲
望
＝
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
」
と
も
言
え
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
釈
迦

か
な

は
「
欲
望
を
苦
し
み
の
原
因
」
と
と
ら
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
を
ハ
ラ
リ
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

心
は
た
と
え
何
を
経
験
し
よ
う
と
も
、
渇
愛
を
も
っ
て
そ
れ
に
応
じ
、
渇
愛
は
つ
ね
に
不
満
を
伴
う
と
い
う
の
が
ゴ
ー
タ
マ
（
釈
迦
＝
引
用
者
注
）
の

か
つ
あ
い

悟
り
だ
っ
た
。
心
は
不
快
な
も
の
を
経
験
す
る
と
、
そ
の
不
快
な
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
を
渇
愛
す
る
。
快
い
も
の
を
経
験
す
る
と
、
そ
の
快
さ
が
持
続
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し
、
強
ま
る
こ
と
を
渇
愛
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
は
い
つ
も
満
足
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
落
ち
着
か
な
い
。
痛
み
の
よ
う
な
不
快
な
も
の
を
経
験
し
た

と
き
に
は
、
こ
れ
が
非
常
に
明
白
に
な
る
。
痛
み
が
続
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
た
ち
は
不
満
で
、
何
と
し
て
も
そ
の
痛
み
を
な
く
そ
う
と
す
る
。
だ
が
、

Ｃ
快
い
も
の
を
経
験
し
た
と
き
に
さ
え
、
私
た
ち
は
け
っ
し
て
満
足
し
な
い
。
そ
の
快
さ
が
消
え
は
し
な
い
か
と
恐
れ
た
り
、
あ
る
い
は
快
さ
が
増
す
こ

と
を
望
ん
だ
り
す
る
。
（
下
巻

─

頁
）

28

29

「
渇
愛
」
と
は
仏
教
語
で
、
喉
の
渇
き
に
耐
え
か
ね
た
者
が
激
し
く
水
を
求
め
る
よ
う
な
強
い
欲
望
、
執
着
（
仏
教
で
は
本
来
「

執

著

」
と
書
き
ま
す
）

し
ゅ
う
じ
ゃ
く

を
意
味
し
、
煩
悩
の
中
で
も
き
わ
め
て
強
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
強
い
か
と
い
う
と
、
渇
愛
は
常
に
不
満
を
伴
う
か
ら
で
す
。

何
か
を
求
め
る
気
持
ち
が
あ
る
と
、
そ
れ
が
手
に
入
ら
な
い
と
き
に
私
た
ち
は
不
満
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
、
た
と
え
求
め
て
い
た
も
の
が
手
に
入
っ
て
一

時
的
に
は
満
足
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
快
感
が
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
り
、
さ
ら
に
も
っ
と
強
い
快
感
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
の

で
、
渇
愛
は
さ
ら
な
る
渇
愛
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｙ

釈
迦
は
「
欲
望
に
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
終
わ
り
が
な
い
の
だ
か
ら
、
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
苦
し
み
は
増
す
。
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
方

法
は
、
求
め
る
気
持
ち
を
消
す
こ
と
だ
」
と
考
え
た
の
で
す
。

続
け
て
ハ
ラ
リ
さ
ん
は
、
仏
教
に
説
か
れ
た
「
渇
愛
か
ら
抜
け
出
す
た
め
の
方
法
」
を
こ
ん
な
ふ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

ゴ
ー
タ
マ
は
こ
の
悪
循
環
か
ら
脱
す
る
方
法
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
心
が
何
か
快
い
も
の
、
あ
る
い
は
不
快
な
も
の
を
経
験
し
た
と
き
に
、
物
事

を
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
理
解
す
れ
ば
、
も
は
や
苦
し
み
は
な
く
な
る
。
人
は
悲
し
み
を
経
験
し
て
も
、
悲
し
み
が
去
る
こ
と
を
渇
愛
し
な
け
れ
ば
、
悲
し

さ
は
感
じ
続
け
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
む
こ
と
は
な
い
。
じ
つ
は
、
悲
し
さ
の
中
に
は
豊
か
さ
も
あ
り
う
る
。
喜
び
を
経
験
し
て
も
、
そ
の
喜

び
が
長
続
き
し
て
強
ま
る
こ
と
を
渇
愛
し
な
け
れ
ば
、
心
の
平
穏
を
失
う
こ
と
な
く
喜
び
を
感
じ
続
け
る
。

だ
が
心
に
、
渇
愛
す
る
こ
と
な
く
物
事
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？

ど
う
す
れ
ば
悲
し
み
を
悲
し
み
と
し
て
、

い

喜
び
を
喜
び
と
し
て
、
痛
み
を
痛
み
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
か
？

ゴ
ー
タ
マ
は
、
渇
愛
す
る
こ
と
な
く
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
ら
れ
る

よ
う
に
心
を
鍛
錬
す
る
、
一
連
の
ｂ
瞑
想
術
を
開
発
し
た
。
こ
の
修
行
で
心
を
鍛
え
、
「
私
は
何
を
経
験
し
て
い
た
い
か
？
」
で
は
な
く
「
私
は
今
何
を

め
い
そ
う

経
験
し
て
い
る
か
？
」
に
も
っ
ぱ
ら
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
心
の
状
態
を
達
成
す
る
の
は
難
し
い
が
、
不
可
能
で
は
な
い
。
（
下
巻

頁
）

29
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私
た
ち
は
苦
し
い
こ
と
や
不
幸
な
こ
と
に
出
会
う
と
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い
と
願
い
ま
す
が
、
そ
の
逃
れ
た
い
と
願
う
の
も
渇
愛
で
す
。
渇
愛
は
、
先
ほ
ど

申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
叶
お
う
が
叶
う
ま
い
が
、
さ
ら
な
る
苦
し
み
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
の

で
は
な
く
、
「
現
実
を
、
渇
愛
の
な
い
状
態
で
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
よ
う
に
」
と
釈
迦
は
説
い
た
の
で
す
。

人
間
は
誰
も
が
老
・
病
・
死
の
苦
し
み
を
背
負
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
苦
し
み
を
感
じ
る
の
は
、
そ
れ
に

抗

お
う
と
す
る
か
ら
で
す
。
縁
起
の
法

あ
ら
が

則
に
従
っ
て
「
永
遠
の
命
な
ど
存
在
せ
ず
、
人
間
は
誰
し
も
老
い
さ
ら
ば
え
て
や
が
て
は
死
ぬ
」
と
考
え
、
そ
れ
を
素
直
に
受
け
止
め
れ
ば
、
死
に
対
す
る
悲

し
い
と
い
う
気
持
ち
は
消
え
ず
と
も
、
心
は
安
定
す
る
―
―
そ
う
言
っ
て
い
る
の
が
、
前
半
部
分
で
す
。

後
半
部
分
で
は
、
仏
教
に
示
さ
れ
た
「
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
」
る
方
法
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
ハ
ラ
リ
さ
ん
は
非
常
に
深
い
こ
と
を

言
っ
て
い
ま
す
。
釈
迦
が
発
見
し
た
の
は
、
心
を
鍛
え
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
法
で
あ
り
、
そ
の
瞑
想
修
行
で
「
私
は
何
を
経
験
し
て
い
た
い
か
？
」
で
は

な
く
、
「
私
は
今
何
を
経
験
し
て
い
る
か
？
」
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
は
鍛
え
ら
れ
る
と
言
う
の
で
す
。
非
常
に
的
確
な
表
現
で
、
こ
ん
な
ふ

う
に
仏
教
を
説
明
で
き
る
人
は
、
お
坊
さ
ん
で
も
な
か
な
か
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

ハ
ラ
リ
さ
ん
は
イ
ス
ラ
エ
ル
出
身
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
す
が
、
仏
教
に
強
い
興
味
を
持
ち
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
瞑
想
指
導
者
サ
テ
ィ
ア
・
ナ
ラ
ヤ
ン
・
ゴ
エ
ン

カ
さ
ん
の
も
と
で
瞑
想
修
行
に
励
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
瞑
想
の
意
味
や
目
的
を
完
璧
に
理
解
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
実
体
験
で
仏
教
を
学
ん

だ
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
さ
ら
に
彼
が
す
ご
い
の
は
、
釈
迦
の
時
代
の
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
成
立
に
至
る
ま
で
の
仏
教
の
流
れ
に
つ
い
て
も
し
っ
か
り
把
握
し
て

い
る
点
で
す
。

（
佐
々
木
閑
『
宗
教
の
本
性

誰
が
「
私
」
を
救
う
の
か
』
に
よ
る
）

（
注
）
１

多
神
教
―
―
神
や
超
越
者
が
多
数
存
在
す
る
宗
教
。
複
数
の
神
々
を
同
時
に
信
仰
す
る
。

２

一
神
教
―
―
神
は
唯
一
だ
と
す
る
宗
教
。
特
定
の
神
だ
け
が
絶
対
の
存
在
と
み
な
さ
れ
，
そ
の
神
の
み
を
信
仰
す
る
。

問
１

Ｘ

、

Ｙ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

１

～

２

。

Ｘ

１

①

要
は

②

し
か
も

③

た
し
か
に

④

た
と
え
ば

⑤

さ
ら
に

Ｙ

２

①

と
こ
ろ
で

②

し
か
し

③

も
ち
ろ
ん

④

つ
ま
り

⑤

た
し
か
に
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問
２

波
線
部
ａ
～
ｂ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

３

～

４

。

「
ａ
安
寧
」

３

①

丁
寧
で
安
心
な
状
態

②

天
候
が
よ
く
安
定
し
た
状
態

③

落
ち
着
い
て
の
ん
び
り
し
た
状
態

④

悠
然
と
あ
わ
て
な
い
状
態

⑤

平
穏
で
安
ら
か
な
状
態

「
ｂ
瞑
想
」

４

①

ま
ぼ
ろ
し
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と

②

心
を
静
め
て
無
心
に
な
る
こ
と

③

思
い
詰
め
て
の
ぼ
せ
る
こ
と

④

あ
れ
こ
れ
と
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と

⑤

心
を
集
中
し
て
思
い
を
凝
ら
す
こ
と

問
３

「
Ａ
ハ
ラ
リ
さ
ん
が
挙
げ
た
宗
教
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
宗
教
」
を
指
す
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

５

。

①

ジ
ャ
イ
ナ
教

②

仏
教

③

ス
ト
ア
主
義

④

キ
ュ
ニ
コ
ス
派

⑤

道
徳
理
論

問
４

「
Ｂ
釈
迦
が
発
見
し
た
『
こ
の
世
の
真
理
』
」
と
あ
る
が
、
「
こ
の
世
の
真
理
」
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

６

。

①

原
因
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
結
果
が
現
れ
る
の
で
、
す
べ
て
の
事
柄
や
現
象
に
は
絶
対
神
や
霊
的
な
神
秘
性
な
ど
が
介
在
し
て
い
る
。

②

釈
迦
を
超
越
者
と
し
て
認
め
、
神
的
存
在
と
し
て
崇
め
る
こ
と
に
よ
り
、
人
間
は
理
想
の
境
地
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
。

③

自
然
法
則
を
踏
ま
え
た
正
し
い
生
き
方
を
選
択
す
れ
ば
、
欲
望
は
消
滅
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
、
そ
の
方
法
と
し
て
瞑
想
法
が
有
効
で
あ
る
。

④

人
の
心
は
い
つ
も
煩
悩
で
渦
巻
い
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
は
現
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑤

世
界
を
支
配
す
る
の
は
超
人
的
秩
序
の
あ
る
神
や
神
の
意
思
や
気
ま
ぐ
れ
で
は
な
く
、
宇
宙
と
人
生
の
根
源
的
な
法
則
で
あ
る
。



国語(推)－9

問
５

「
Ｃ
快
い
も
の
を
経
験
し
た
と
き
に
さ
え
、
私
た
ち
は
け
っ
し
て
満
足
し
な
い
」
と
あ
る
が
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
し
く
み
で
起
こ

る
と
い
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

７

。

①

何
か
を
望
ん
で
そ
れ
が
手
に
入
る
と
、
私
達
は
一
時
的
に
は
満
足
す
る
が
、
そ
の
欲
望
は
消
え
ず
に
残
る
の
で
か
え
っ
て
不
快
に
な
り
、
さ
ら
に
も

っ
と
素
晴
ら
し
い
物
を
手
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
い
と
の
循
環
に
は
ま
り
、
そ
れ
が
快
感
へ
と
変
化
す
る
。

②

何
か
を
望
ん
で
そ
れ
が
手
に
入
る
と
、
私
達
は
一
時
的
に
は
満
足
す
る
が
、
そ
の
快
感
は
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
あ
き
ら
め
る
の
で
、
も

っ
と
強
い
快
感
を
追
い
求
め
、
快
楽
に
頓
着
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
終
わ
り
の
な
い
苦
し
み
を
引
き
起
こ
す
。

③

何
か
を
望
ん
で
そ
れ
が
手
に
入
る
と
、
私
達
は
一
時
的
に
は
満
足
す
る
が
、
そ
の
快
感
が
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
、
さ
ら
に

も
っ
と
強
い
快
感
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
の
で
、
自
分
の
欲
望
が
尽
き
る
こ
と
な
く
生
み
出
さ
れ
続
け
る
。

④

何
か
を
望
ん
で
そ
れ
が
手
に
入
る
と
、
私
達
は
一
時
的
に
は
満
足
す
る
も
の
の
、
そ
の
快
感
は
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
う

ち
に
、
さ
ら
に
も
っ
と
強
い
快
感
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
快
楽
的
欲
望
が
沸
き
起
こ
り
、
そ
の
欲
望
に
自
我
が
む
し
ば
ま
れ
る
。

⑤

何
か
を
望
ん
で
そ
れ
が
手
に
入
る
と
、
私
達
は
一
時
的
に
は
満
足
す
る
も
の
の
、
そ
の
快
感
は
消
え
な
い
で
続
く
の
に
、
さ
ら
な
る
強
い
快
感
を
追

い
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
沸
き
起
こ
る
の
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
苦
し
み
の
連
鎖
に
陥
っ
て
い
く
。

問
６

文
脈
上
、

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

８

。

①

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
変
化
せ
ず
、
消
滅
す
る
こ
と
も
な
い

②

一
部
の
も
の
は
常
に
移
ろ
い
、
一
部
の
も
の
は
少
し
ず
つ
変
化
し
続
け
て
い
る

③

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
常
に
移
ろ
い
、
変
化
し
続
け
て
い
る

④

一
部
の
も
の
は
移
ろ
う
が
、
そ
の
他
の
も
の
は
変
化
し
続
け
て
い
る

⑤

す
べ
て
の
事
柄
は
ほ
ろ
ぶ
が
、
現
象
は
ほ
ろ
ば
な
い
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問
７

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

９

。

①

釈
迦
は
心
が
何
か
快
い
も
の
、
あ
る
い
は
不
快
な
も
の
を
経
験
し
た
と
き
に
、
不
安
に
な
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
時
、
た
だ
あ
る
が
ま
ま
に
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
苦
し
み
は
な
く
な
り
、
悲
し
み
も
感
じ
な
く
な
る
と
説
い
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
本
来
も
つ
悲
し
さ
の
中
の
豊
か
さ
は
失

わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

②

釈
迦
は
、
す
べ
て
の
事
柄
や
現
象
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
原
因
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
結
果
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
私
た
ち
は

常
日
頃
か
ら
自
身
の
行
動
を
日
々
ふ
り
返
り
、
内
省
を
し
っ
か
り
行
い
日
々
精
進
し
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
た

ち
は
日
々
、
穏
や
か
な
生
活
が
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
。

③

ジ
ャ
イ
ナ
教
は
仏
教
と
似
て
い
て
、
私
た
ち
は
一
種
の
物
質
的
悪
要
素
が
充
満
し
た
世
界
で
生
き
て
い
る
と
さ
れ
、
私
た
ち
が
強
い
意
思
作
用
を
起

こ
す
と
、
私
た
ち
を
苦
へ
導
く
と
説
き
、
こ
の
強
い
意
志
は
煩
悩
と
同
じ
で
、
こ
れ
は
難
行
苦
行
を
行
う
こ
と
で
し
か
絶
対
神
の
い
る
安
楽
の
世
界
に

到
達
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

④

心
は
何
か
を
経
験
し
た
と
き
、
心
に
快
や
不
快
を
感
じ
、
そ
の
快
を
継
続
さ
せ
不
快
を
な
く
し
た
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
が
、
快
い
も
の
を
経
験
す

る
際
に
人
間
は
、
そ
の
快
さ
を
い
っ
た
ん
味
わ
う
と
、
そ
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
て
他
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
く
な
る
性
質
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
教
に

お
い
て
は
、
そ
の
性
質
の
原
因
を
探
り
、
原
因
ご
と
そ
の
性
質
を
心
か
ら
除
去
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
説
か
れ
て
い
る
。

⑤

仏
教
は
、
釈
迦
を
神
格
化
し
仏
像
を
つ
く
っ
て
拝
む
こ
と
か
ら
一
神
教
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
釈
迦
は
イ
ン
ド
に
実

在
し
た
私
た
ち
と
同
じ
普
通
の
人
間
で
あ
る
も
の
の
、
釈
迦
が
単
な
る
人
間
で
な
い
の
は
、
こ
の
世
の
真
理
を
発
見
し
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
た
偉
人

だ
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

精
神
分
析
は
、
そ
の
名
前
の
通
り
「
精
神
（p

s
y
c
h
e

）
」
を
「
分
析
（a

n
a
l
y
s
i
s

）
」
す
る
実
践
方
法
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
の
集
積
で
あ
る
理
論
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
理
論
の
部
分
だ
け
が
不
釣
り
合
い
に
「
輸
入
」
さ
れ
、
精
神
分
析
と
言
え
ば
人
の
心
に
つ
い
て
知
的
に
説
明
す
る
だ

け
で
実
践
に
は
役
に
立
た
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
学
校
現
場
で
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
の
心
理
臨
床
活
動
に
お
い
て
も
、
精
神
分
析
は

「
頭
で
っ
か
ち
」
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
り
ａ
教
条
的
な
心
理
療
法
至
上
主
義
で
あ
っ
た
り
し
て
現
場
が
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
提
供
で
き
な
い
実
践
で

あ
る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
精
神
分
析
の
対
象
で
あ
るp

s
y
c
h
e

と
は
、m

i
n
d

（
認
知
的
な
心
）
と
異
な
り
、
人
の
情
念
の
中
核
を
指
す
。
つ
ま
り
、
精
神
分
析
は
何
よ
り
も
実

際
の
人
間
の
情
念
に
満
ち
た
心
に
触
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
営
み
な
の
で
あ
る
。
学
校
現
場
に
拘
わ
ら
ず
、
心
理
臨
床
の
現
場
は
、
ま
さ
し
く
人
の

か
か

心
の
ど
ろ
ど
ろ
し
た
情
念
が
人
間
関
係
の
中
で
渦
巻
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
場
の
中
に
身
を
委
ね
て
自
ら
の
心
も
動
か
さ
れ
な
が
ら
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る

の
か
考
え
て
い
く
試
み
が
精
神
分
析
な
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
精
神
分
析
実
践
の
中
核
に
は
、
自
由
連
想
法
が
あ
る
。
自
由
連
想
法
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
カ
ウ
チ
（
寝
椅
子
）
に
横
に

な
り
心
に
浮
か
ぶ
こ
と
を
す
べ
て
分
析
家
に
伝
え
る
と
い
う
方
法
を
指
す
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
、
こ
ん
な
考
え
や
気
持
ち
を
口
に
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
関

係
な
い
と
か
、
変
だ
と
か
言
っ
て
黙
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
心
の
中
に
浮
か
ぶ
も
の
を
す
べ
て
分
析
家
に
報
告
す
る
よ
う
に
努
め
る
。
私
た
ち
は
、
「
自
分

は
こ
う
で
あ
る
」
と
か
、
「
こ
う
す
べ
き
で
あ
る
」
と
か
考
え
て
い
る
。
自
分
の
中
の
そ
う
で
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
見
な
い
か
考
え
な
い
こ
と
に
し
が
ち
で

あ
る
。
し
か
し
、
心
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
の
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
て
見
な
い
か
考
え
な
い
で
来
た
こ
と
の
ツ
ケ
が
回
っ
て
く
る
と
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
学
校

現
場
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
「
こ
う
す
べ
き
で
あ
る
」
と
か
「
本
来
こ
う
い
う
も
の
だ
」
式
の
思
考
や
議
論
が
大
変
強
力
に
な
り
が
ち
で
、
「
実
際
は
ど
う

な
の
か
」
と
い
っ
た
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

Ｘ

、
こ
れ
は
例
え
ば
不
登
校
な
ど
で
相
談
に

来
ら
れ
る
親
御
さ
ん
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
「
学
校
に
は
行
く
べ
き
で
あ
る
」
「
こ
ん
な
子
の
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
ば
か
り
で
、
実
際

の
Ａ
子
ど
も
が
ど
ん
な
状
態
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
気
持
ち
な
の
か
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
る
青
年
は
医
師
の
家
庭
に
生
ま
れ
て
こ
の
方
ず
っ
と
自
分
は
医
師
に
な
る
も
の
だ
と
思
い
、
家
族
も
そ
う
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
青
年
期
に
な

っ
て
学
校
に
行
け
な
く
な
っ
た
。
分
析
的
心
理
療
法
を
通
じ
て
、
こ
の
青
年
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
を
ｂ
虚
心
に
見
て
い
く
と
、
医
師
に
な
る
と
い
う
の
は
、

Ｂ
自
分
を
よ
く
見
せ
る
た
め
の
ポ
ー
ズ
で
あ
り
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
青
年
は
ず
っ
と
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
見
せ
れ
ば
親
が
失
望
す
る
と
感
じ
て
い
た
こ
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と
が
判
明
す
る
。
さ
ら
に
自
分
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
せ
ら
れ
な
い
親
に
対
す
る
憤
り
や
憎
し
み
が
渦
巻
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
青
年
は
そ
う
し
た
自
分
を

さ
ら
に
見
せ
ら
れ
な
く
な
り
、
ま
す
ま
す
自
分
を
隠
し
人
に
良
く
思
わ
れ
よ
う
と
頑
張
っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
こ
の
青
年
は
、
学
童
期
は

大
変
適
応
的
で
成
績
も
よ
く
周
り
か
ら
も
好
か
れ
て
い
た
が
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
が
真
に
問
題
に
な
る
中
学
校
以
降
次
第
に
難
し
く
な
り
、
つ

い
に
登
校
で
き
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
青
年
は
心
理
療
法
で
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
と
の
関
係
の
中
で
自
分
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
せ
、
そ
れ
が
受
け

入
れ
ら
れ
る
経
験
を
し
、
新
た
に
自
分
の
生
き
方
を
立
て
直
す
の
に
は
数
年
の
心
理
療
法
の
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
っ
た
。

自
由
連
想
は
、
こ
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
て
い
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
内
省
方
法
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
が
精
神
分
析
実

践
の
基
盤
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
精
神
分
析
実
践
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
分
自
身
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う

し
た
議
論
を
聞
く
と
、
し
ば
し
ば
精
神
分
析
は
カ
ウ
チ
に
横
に
な
っ
て
自
由
連
想
す
る
こ
と
だ
け
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
う
し
た
実
践
な
ど
考
え
ら

れ
な
い
学
校
現
場
で
は
役
に
立
た
な
い
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
カ
ウ
チ
に
横
に
な
ら
な
い
ま
で
も
、
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
、
す
ぐ
に
「
解

決
策
」
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
心
の
中
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
じ
っ
く
り
と
見
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
精
神
分
析
実
践
の
第
一

歩
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
人
の
場
合
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
子
ど
も
は
そ
れ
が
難
し
い
。
ク
ラ
イ
ン
は
、
遊
び
が
子
ど
も

の
内
的
世
界
に
ア
ク
セ
ス
す
る
最
良
の
媒
体
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
大
人
の
自
由
連
想
法
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
遊
戯
技
法
を
子
ど
も
の
分
析
の
た
め
に
開

発
し
た
。
子
ど
も
は
、
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
言
葉
で
は
な
く
、
ご
っ
こ
遊
び
や
人
形
遊
び
、
描
画
な
ど
で
表
現
す
る
。
教
室
で
非
常
に
暴
力
的
に
な
る

あ
る
男
の
子
は
心
理
療
法
に
や
っ
て
来
る
と
、
動
物
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
遊
び
始
め
た
。
彼
が
そ
の
遊
び
で
作
り
出
す
世
界
は
、
動
物
た
ち
は
互
い
に
強
い
者
が

弱
い
者
を
ひ
ど
い
目
に
あ
わ
せ
る
弱
肉
強
食
の
世
界
で
あ
っ
た
。

Ｙ

、
こ
の
男
の
子
が
、
子
ど
も
で
あ
る
彼
を
守
っ
て
く
れ
る
存
在
は
い
な
い
世
界
に

い
る
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
、
彼
の
教
師
に
対
す
る
暴
力
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
母
子
家
庭
で
育
っ
た
こ
の
子
ど
も
は
、
幼
い
こ

ろ
か
ら
母
親
に
よ
る
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
も
し
ば
し
ば
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
言
葉
以
外
の
方
法
で
表
現
す
る
。
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
て
い
く
に
は
、

言
葉
に
よ
る
報
告
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
遊
び
な
ど
の
非
言
語
的
表
現
、
さ
ら
に
は
振
る
舞
い
そ
の
も
の
を
よ
く
見
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
Ｃ
精
神
分
析
実
践
で
は
観
察
が
大
変
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
こ
と
が
そ
の
実
践
の
中
核
に
な
る
。
こ
こ
で
人
の
心
は
人
間
関
係
の

中
で
そ
の
姿
が
現
れ
て
い
く
こ
と
を
認
め
れ
ば
、
精
神
分
析
的
観
察
は
、
第
一
に
関
係
性
の
観
察
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト
の
自
由
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連
想
法
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
方
的
に
自
己
観
察
し
そ
れ
を
分
析
家
に
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
神
経
症
症
状
を
形
成
し
て
い
る
困
難
な
部
分
は

心
の
中
に
浮
か
ん
で
こ
ず
、
分
析
家
と
の
関
係
性
に
具
現
化
す
る
（
こ
れ
は
転
移
と
呼
ば
れ
る
）
こ
と
に
フ
ロ
イ
ト
は
気
づ
い
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
の
心
の
中
身
の
重
要
な
部
分
は
関
係
性
の
中
に
現
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
関
係
性
を
観
察
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
フ
ロ

イ
ト
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
無
意
識
を
理
解
す
る
の
は
分
析
家
の
無
意
識
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
分
析
家
は
自
分
自
身
の
心
（
逆
転
移
と
呼
ば

れ
る
）
を
詳
細
に
観
察
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
精
神
分
析
的
観
察
と
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
言
動
を
観
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
と
分
析
家
と
の
関
係
性
、
そ
し
て
分
析
家
の
心
の
中
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
観
察
を
指
す
。

こ
の
精
神
分
析
的
観
察
の
ス
キ
ル
が
、
精
神
分
析
実
践
、
そ
し
て
学
校
現
場
な
ど
で
の
精
神
分
析
の
応
用
実
践
の
際
に
そ
の
中
核
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観

察
ス
キ
ル
を
訓
練
す
る
目
的
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
の
が
、
タ
ビ
ス
ト
ッ
ク
方
式
乳
幼
児
観
察
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
四
八
年
に
タ
ビ
ス
ト
ッ
ク
・
ク
リ
ニ

ッ
ク
の
児
童
青
年
心
理
療
法
コ
ー
ス
の
訓
練
の
一
環
と
し
て
エ
ス
タ
ー
・
ビ
ッ
ク
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
観
察
訓
練
法
で
あ
る
（B

i
c
k
,
1
9
6
4

）
。
訓
練
生
は
、

経
験
豊
か
な
心
理
療
法
士
が
指
導
す
る
、
五
人
く
ら
い
か
ら
成
る
セ
ミ
ナ
ー
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
の
い
る
家
庭
を
毎
週
き
め
ら
れ

た
曜
日
、
時
間
に
訪
問
し
、
一
時
間
観
察
し
て
く
る
。
記
録
は
観
察
後
に
取
り
、
訓
練
生
は
一
回
分
の
観
察
記
録
を
セ
ミ
ナ
ー
に
持
っ
て
来
る
。
セ
ミ
ナ
ー
で

は
、
そ
の
一
回
分
の
観
察
を
、
主
に
そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
を
中
心
に
一
時
間
以
上
か
け
て
話
し
合
う
。
こ
う
し
た
観
察
─
記
録
─
討
議
と
い
う
営
み

を
赤
ち
ゃ
ん
が
二
歳
に
な
る
ま
で
続
け
る
。
こ
の
訓
練
法
は
、
精
神
分
析
的
観
察
の
ス
キ
ル
が
、
観
察
、
記
録
、
討
議
と
い
う
三
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

（
１
）
観
察

精
神
分
析
的
観
察
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
関
わ
る
人
の
言
葉
だ
け
で
な
く
、
ま
た
表
情
、
雰
囲
気
、
振
る
舞
い
な
ど
非
言
語
的
表
現
に
注
目
す
る
だ
け

で
な
く
、
関
係
性
や
観
察
者
の
心
に
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
。
観
察
者
は
観
察
対
象
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
の
心
の
中
に
起
こ
っ
て
く
る
こ
と

に
も
注
意
を
払
う
の
が
精
神
分
析
的
観
察
の
肝
で
あ
る
。

（
２
）
記
録

記
録
は
、
観
察
に
よ
っ
て
受
け
止
め
た
こ
と
を
言
語
化
す
る
試
み
で
あ
る
。
精
神
分
析
的
観
察
は
、
人
の
心
を
捉
え
る
た
め
に
、
自
分
自
身
の
心
を
感
受
装

置
と
し
て
用
い
る
観
察
実
践
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
感
受
す
る
力
、
感
受
性
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
何
を
感
受
し
た
の
か
把
握
す

る
試
み
が
大
変
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
い
わ
ば
カ
メ
ラ
で
撮
っ
た
写
真
の
現
像
階
段
に
あ
た
る
こ
の
過
程
は
、
こ
の
後
に
続
く
熟
語
や
話
し
合
い
の
基
盤
と
な

る
。
良
い
記
録
が
書
け
る
こ
と
は
臨
床
ス
キ
ル
の
要
な
の
で
あ
る
。
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（
３
）
討
議

言
葉
に
さ
れ
た
観
察
は
、
セ
ミ
ナ
ー
に
持
っ
て
こ
ら
れ
、
セ
ミ
ナ
ー
メ
ン
バ
ー
は
そ
れ
を
も
と
に
、
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
話
し
合
っ
て
い
く
。
そ
の
際
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
何
ら
か
の
理
論
や
概
念
に
飛
び
つ
く
の
で
は
な
く
、
わ
か
ら
な
さ
に
留
ま
り
つ
つ
、
自
分
の
頭
と
心
で
感
じ
考
え
た
こ
と
を
話
し

と
ど

て
い
く
。
一
つ
の
事
象
は
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
観
察
と
討
議
を
続
け
る
こ
と
で

次
第
に
明
瞭
な
パ
タ
ー
ン
が
見
え
始
め
、
そ
の
意
義
が
わ
か
っ
て
く
る
経
験
を
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
で
の
討
議
の
経
験
が
、
精
神
分
析
実
践
に
お

け
る
熟
考
の
基
盤
に
な
る
。
つ
ま
り
、
精
神
分
析
実
践
に
お
け
る
熟
考
と
は
、
わ
か
ら
な
さ
に
留
ま
り
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
次

第
に
一
定
の
定
式
化
が
現
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

タ
ビ
ス
ト
ッ
ク
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は
、
上
記
の
乳
幼
児
観
察
で
培
っ
た
ス
キ
ル
を
、
心
理
療
法
以
外
の
臨
床
現
場
で
の
仕
事
に
応
用
す
る
実
践
を
行
っ
て
お

り
、
そ
れ
は
ワ
ー
ク
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
セ
ミ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
受
講
生
そ
れ
ぞ
れ
の
臨
床
現
場
で
起
こ
る
こ
と
を
詳
細
に

Ａ

し
て
そ
の

Ｂ

を
セ
ミ
ナ
ー
に
持
っ
て
来
、
そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
ど
う
い
う
介
入
が
適
切
な
の
か
話
し
合
っ
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
〈
人
間
関
係
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
中
に
身
を
置
く
自
分
自
身
の
心
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
う
こ
と
を
通
じ
て
（
自

分
の
心
を
感
受
装
置
と
し
て
用
い
て
）
観
察
し
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て
話
し
合
っ
て
い
く
〉
心
理
臨
床
の
実
践
方
法
こ
そ
、
学

校
現
場
な
ど
広
く
臨
床
現
場
で
応
用
で
き
る
精
神
分
析
実
践
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
タ
ビ
ス
ト
ッ
ク
・
モ
デ
ル
の
精
神
分
析
実
践
法

は
、
個
人
心
理
療
法
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
臨
床
の
場
で
実
践
可
能
で
あ
り
、
か
つ
役
に
立
ち
う
る
実
践
法
な
の
で
あ
る
。

（
平
井
正
三
「
学
校
現
場
で
役
に
立
つ
精
神
分
析
」
に
よ
る
）

問
１

Ｘ

、

Ｙ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

～

。

10

11

Ｘ

①

だ
が

②

要
す
る
に

③

さ
て

④

ち
な
み
に

⑤

さ
ら
に

10

Ｙ

①

つ
ま
り

②

し
か
し

③

ま
た

④

と
こ
ろ
で

⑤

た
し
か
に

11
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問
２

波
線
部
ａ
～
ｂ
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

～

。

12

13

「
ａ
教
条
的
な
」

①

時
代
に
即
し
て
柔
軟
に
修
正
し
よ
う
と
す
る

②

場
面
に
よ
っ
て
は
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る

12

③

融
通
を
き
か
せ
ず
厳
密
に
守
ろ
う
と
す
る

④

経
験
に
の
っ
と
っ
て
判
断
し
よ
う
と
す
る

⑤

他
人
の
考
え
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る

「
ｂ
虚
心
に
」

①

む
な
し
い
思
い
で

②

う
そ
と
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に

③

非
常
に
こ
だ
わ
っ
て

13

④

す
な
お
な
気
持
ち
で

⑤

す
き
に
つ
け
こ
ん
で

問
３

「
Ａ
子
ど
も
が
ど
ん
な
状
態
で
あ
る
か
、
ど
ん
な
気
持
ち
な
の
か
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
難
し
い
」
と
あ
る
が
、
親
が
子
ど
も
に
「
目
を
向
け
る
こ
と

が
難
し
い
」
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

。

14

①

親
は
子
ど
も
の
心
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
は
起
こ
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
る
の
で
、
子
ど
も
が
ど
ん
な
気
持
ち
か
さ
っ
ぱ

り
わ
か
ら
な
い
状
態
に
あ
る
か
ら
。

②

親
は
子
ど
も
の
内
面
を
見
な
い
か
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
構
え
が
し
み
つ
い
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
の
心
に
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
て
も
、
余
程
の
状

態
で
な
い
か
ぎ
り
気
づ
か
な
い
か
ら
。

③

親
は
子
ど
も
は
こ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
思
考
が
強
い
の
で
、
自
分
の
子
ど
も
が
本
心
を
語
れ
た
ら
う
れ
し
い
と
思
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
そ

れ
を
結
果
的
に
抑
圧
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
。

④

親
は
子
ど
も
の
話
を
聞
く
の
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
の
で
、
子
ど
も
が
自
分
の
思
い
を
自
由
に
語
る
の
が
大
変
こ
わ
く
、
子
ど
も
の
心
を
努
め

て
見
な
い
よ
う
に
し
て
き
た
か
ら
。

⑤

親
は
学
校
に
は
行
く
べ
き
だ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
う
え
、
特
に
親
は
自
分
の
子
へ
の
期
待
も
あ
る
の
で
、
自
分
の
子
の
現
状
を
積
極
的
に
は
受
け
入

れ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
。



国語(推)－16

問
４

「
Ｂ
自
分
を
よ
く
見
せ
る
た
め
の
ポ
ー
ズ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解

答
番
号
は

。

15

①

〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
見
せ
れ
ば
親
が
失
望
す
る
と
ず
っ
と
思
い
込
ん
で
き
た
一
方
で
、
自
分
が
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
せ
れ
ば
親
に
対
す
る

怒
り
が
沸
き
起
こ
り
、
自
分
自
身
が
暴
力
的
に
な
る
の
が
わ
か
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
親
の
期
待
通
り
に
振
る
舞
う
ほ
う
が
家
庭
が
平
和
に
な
る
と
考

え
、
ひ
た
す
ら
本
当
の
自
分
を
見
せ
ず
、
見
せ
か
け
だ
け
「
医
師
に
な
る
」
態
度
を
取
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。

②

親
に
自
分
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
せ
た
い
と
常
に
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
見
せ
れ
ば
親
が
失
望
す
る
と
い
う
考
え
も

あ
る
の
で
、
見
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
お
さ
え
て
親
の
期
待
通
り
に
振
る
舞
う
ほ
う
が
親
が
喜
ぶ
と
考
え
、
本
当
の
自
分
を
見
せ
な
い
で
生
き
て
き

た
結
果
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
の
中
に
「
医
師
に
な
る
」
構
え
が
お
の
ず
と
で
き
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。

③

〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
見
せ
れ
ば
親
が
失
望
す
る
と
ず
っ
と
思
い
込
ん
で
き
た
と
同
時
に
、
自
分
自
身
も
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
親
に
見
せ
れ
ば

親
が
怒
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
自
分
も
暴
力
的
に
な
る
の
が
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
ひ
た
す
ら
本
当
の
自
分
を
隠
す
こ
と
に

努
力
し
て
き
た
結
果
、
自
身
の
偽
り
の
姿
と
し
て
「
医
師
に
な
る
」
意
志
を
見
せ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
。

④

医
師
に
な
り
た
く
な
く
な
っ
た
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
見
せ
れ
ば
、
医
師
に
な
る
の
が
当
然
と
考
え
る
親
が
失
望
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

た
め
、
自
分
自
身
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
が
見
せ
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
憤
り
が
募
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
を
隠
し
人
に
良
く
思
わ
れ
よ
う
と
努
力

を
重
ね
た
結
果
、
親
の
期
待
す
る
「
医
師
に
な
る
」
姿
勢
を
演
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。

⑤

〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
見
せ
れ
ば
親
が
失
望
す
る
だ
ろ
う
と
勝
手
に
思
い
込
み
、
そ
の
う
え
自
分
自
身
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
せ
ら
れ
な
い

親
を
憎
み
、
そ
う
し
た
自
分
の
思
い
を
親
に
悟
ら
れ
な
い
よ
う
ひ
た
隠
し
に
す
る
必
要
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
他
人
を
欺
く
仮
の
姿
と
し
て
、
「
医
師

に
な
る
」
自
分
を
装
っ
て
い
る
う
ち
に
、
医
師
に
な
り
た
い
と
装
う
演
技
が
う
ま
く
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。

問
５

「
Ｃ
精
神
分
析
実
践
で
は
観
察
が
大
変
重
要
な
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
「
観
察
」
の
「
重
要
」
な
点
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中

か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

。

16
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①

精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
た
め
に
、
第
一
に
関
係
性
の
観
察
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
方
的
に
自

己
観
察
し
そ
れ
を
分
析
家
に
報
告
す
る
と
い
う
方
法
で
は
な
く
、
分
析
家
と
の
関
係
性
に
具
現
化
さ
れ
た
手
掛
か
り
や
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
無
意
識
を

理
解
す
る
た
め
の
、
分
析
家
自
身
の
無
意
識
的
な
部
分
を
見
逃
さ
ず
に
観
察
す
る
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

②

精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
た
め
に
、
第
一
に
分
析
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
方
的
に
自
己
観
察
し

そ
れ
を
分
析
家
に
報
告
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
分
析
家
と
の
関
係
性
に
具
現
化
さ
れ
た
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
無
意
識
を
理
解
す
る
に
は
、
分
析

家
の
意
識
的
な
部
分
と
無
意
識
的
な
部
分
を
両
方
重
視
し
て
分
析
し
つ
つ
観
察
す
る
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

③

精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
た
め
に
、
第
一
に
関
係
性
の
観
察
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
方
的
に
自

己
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
分
析
家
に
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
具
現
化
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
分
析
家
と
の
意
識
的
な
も
の
の
関

係
、
そ
し
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
分
析
家
の
無
意
識
的
な
も
の
の
関
係
を
観
察
す
る
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

④

精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
た
め
に
、
第
一
に
無
意
識
の
観
察
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
方
的
に
自

己
観
察
し
そ
こ
で
意
識
し
た
も
の
を
分
析
家
に
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
自
己
観
察
の
中
で
見
い
だ
し
た
は
ず
の
無
意
識

的
な
も
の
を
、
分
析
家
は
関
係
性
の
中
で
具
現
化
さ
せ
、
観
察
す
る
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

⑤

精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
た
め
に
、
第
一
に
関
係
性
の
観
察
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
一
方
的
に
自

己
観
察
し
そ
れ
を
分
析
家
に
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
分
析
家
と
の
関
係
性
に
具
現
化
す
る
こ
と
の
な
い
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
無
意
識
的
な

も
の
を
理
解
す
る
た
め
に
、
分
析
家
の
無
意
識
を
研
ぎ
澄
ま
し
た
上
で
観
察
す
る
こ
と
が
大
変
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

問
６

文
脈
上
、

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
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

。

17

①

Ａ

観
察
、
Ｂ

記
録

②

Ａ

観
察
、
Ｂ

討
議

③

Ａ

記
録
、
Ｂ

観
察

④

Ａ

記
録
、
Ｂ

討
議

⑤

Ａ

討
議
、
Ｂ

観
察

⑥

Ａ

討
議
、
Ｂ

記
録
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問
７

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

。

18

①

精
神
分
析
は
、
そ
の
名
前
の
通
り
「
精
神
（p

s
y
c
h
e

）
」
を
「
分
析
（a

n
a
l
y
s
i
s

）
」
す
る
実
践
で
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
の
集
積
で
あ
る
理
論

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な
ど
学
校
現
場
で
の
精
神
分
析
療
法
は
、
「
頭
で
っ
か
ち
」
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
く
教
条

主
義
的
で
心
理
療
法
至
上
主
義
で
あ
る
と
学
校
現
場
に
は
全
く
向
か
な
い
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
続
け
て
い
た
が
、
最
近
は
、
様
々
な
折
衷
理
論
の
中

で
、
人
の
情
念
を
扱
う
精
神
分
析
は
学
校
臨
床
に
活
用
さ
れ
始
め
た
。

②

観
察
は
、
人
間
関
係
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
の
心
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払

う
こ
と
を
通
じ
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て
話
し
合
っ
て
い
く
こ
と
だ
が
、
そ
の
過
程
で
、
心
理
臨
床
の
実
践
方
法
を
学
ぶ

こ
と
こ
そ
が
、
学
校
現
場
な
ど
広
く
一
般
の
臨
床
現
場
で
応
用
で
き
る
精
神
分
析
実
践
的
エ
ッ
セ
ン
ス
と
な
る
の
で
、
カ
ウ
チ
に
寝
転
び
、
自
由
連
想

を
聞
く
モ
デ
ル
と
は
異
な
る
と
は
い
え
、
十
分
に
役
に
立
つ
実
践
で
あ
る
。

③

精
神
分
析
は
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
み
て
い
く
こ
と
が
そ
の
実
践
の
中
核
に
な
る
が
、
人
の
心
は
人
間
関
係
の
中
で
そ
の
本
当
の
姿
が
現
れ

て
い
く
こ
と
が
多
い
の
で
、
フ
ロ
イ
ト
の
自
由
連
想
法
に
お
い
て
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
分
析
家
と
の
心
理
的
関
係
性
の
な
か
に
具
現
化
さ
せ
る
、
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
の
心
の
中
身
の
重
要
な
部
分
を
、
分
析
家
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
心
理
的
関
係
性
を
観
察
し
な
が
ら
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
、
分

析
家
も
自
身
の
心
を
詳
細
に
観
察
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。

④

人
が
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
と
周
囲
が
期
待
す
る
自
分
と
の
ず
れ
に
気
付
い
た
時
、
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
囲
が
そ
れ
に

対
し
て
失
望
す
る
可
能
性
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
姿
を
見
せ
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
り
、
周
囲
へ
の
憤
り
や
怒
り

を
抱
え
、
将
来
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
精
神
分
析
的
心
理
療
法
を
通
じ
て
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
の
自
分
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
経
験

を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
心
理
状
態
は
緩
和
さ
れ
る
。

⑤

大
人
の
場
合
、
自
分
の
心
を
見
つ
め
そ
の
気
持
ち
を
言
語
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
子
ど
も
は
そ
れ
が
難
し
く
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
遊
び
が
子

ど
も
の
内
的
世
界
に
ア
ク
セ
ス
す
る
最
良
の
媒
体
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
大
人
の
自
由
連
想
法
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
子
ど
も
の
ご
っ
こ
遊
び
や
人

形
遊
び
、
描
画
な
ど
を
基
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
人
の
心
の
〈
あ
り
の
ま
ま
〉
を
見
て
い
こ
う
と
し
、
言
葉
に
よ
る
報
告
だ
け
に
た
よ
る
こ
と
な
く
遊

び
な
ど
の
非
言
語
的
表
現
を
こ
と
さ
ら
重
要
に
扱
う
よ
う
に
な
っ
た
。
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三
漢
字
・
語
句
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問

Ａ
～
Ｈ
の
各
傍
線
部
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
は
ど
れ
か
。
ま
た
、
Ｉ
～
Ｊ
の
空
欄
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
語
句
は
ど
れ
か
。
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

～

。

19

28

Ａ

エ
イ
エ
イ
と
築
い
て
き
た
社
会
的
信
用
を
失
う
。

19

①

海
辺
で
ヤ
エ
イ
を
す
る
。

②

エ
イ
リ
な
刃
物
を
扱
う
。

③

勝
利
は
主
君
の
エ
イ
ダ
ン
に
よ
る
。

④

勝
利
の
エ
イ
カ
ン
を
手
に
す
る
。

⑤

調
理
場
は
エ
イ
セ
イ
的
で
あ
る
。

Ｂ

公
平
ム
シ
の
態
度
を
立
派
に
貫
く
。

20

①

シ
ョ
シ
貫
徹
を
め
ざ
す
。

②

教
育
学
の
シ
ソ
で
あ
る
人
物
。

③

シ
ジ
ョ
ウ
を
交
え
ず
に
話
す
。

④

海
外
に
出
て
シ
ヤ
を
広
げ
た
い
。

⑤

こ
の
漫
画
は
フ
ウ
シ
が
利
い
て
い
る
。

Ｃ

彼
は
知
識
量
に
お
い
て
古
今
ム
ソ
ウ
の
男
で
あ
る
。

21

①

箱
根
の
サ
ン
ソ
ウ
に
首
相
を
招
く
。

②

彼
女
ら
は
一
卵
性
の
ソ
ウ
セ
イ
児
だ
。

③

警
視
庁
に
よ
る
ソ
ウ
サ
が
進
む
。

④

彼
の
身
の
上
話
は
み
な
ソ
ウ
サ
ク
だ
。

⑤

旅
立
つ
仲
間
の
た
め
ソ
ウ
ベ
ツ
会
を
開
く
。

Ｄ

組
織
が
ヒ
ダ
イ
す
る
。

22

①

ヒ
ゴ
ウ
の
死
を
と
げ
る
。

②

ヒ
ナ
ン
訓
練
を
実
施
す
る
。

③

ヒ
ロ
ウ
宴
に
招
か
れ
る
。

④

タ
イ
ヒ
を
作
っ
て
畑
に
ま
く
。

⑤

自
分
を
ヒ
ゲ
す
る
必
要
は
な
い
。

Ｅ

ム
ボ
ウ
な
運
転
は
危
な
い
。

23

①

駅
員
に
ボ
ウ
ゲ
ン
を
吐
く
。

②

カ
ン
ボ
ウ
の
流
行
を
防
ぐ
。

③

ボ
ウ
カ
ン
者
で
は
い
け
な
い
。

④

タ
ボ
ウ
な
毎
日
を
送
る
。

⑤

イ
ン
ボ
ウ
論
が
渦
巻
く
。
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Ｆ

不
当
な
レ
ン
バ
イ
は
違
法
で
あ
る
。

24

①

今
の
仕
事
に
ミ
レ
ン
は
な
い
。

②

本
社
と
レ
ン
ラ
ク
を
と
る
。

③

彼
女
に
レ
ン
ボ
の
情
を
抱
く
。

④

レ
ン
キ
ン
ジ
ュ
ツ
を
心
得
た
政
治
家
。

⑤

自
ら
の
セ
イ
レ
ン
潔
白
を
証
明
す
る
。

Ｇ

席
を
カ
え
て
も
ら
う
。

25

①

仕
事
の
タ
イ
マ
ン
を
叱
ら
れ
る
。

②

雪
中
で
タ
イ
カ
ン
訓
練
を
行
う
。

③

フ
タ
イ
テ
ン
の
決
意
を
表
明
す
る
。

④

破
損
品
の
ダ
イ
タ
イ
品
が
届
く
。

⑤

梅
雨
前
線
が
本
州
に
テ
イ
タ
イ
す
る
。

Ｈ

彼
の
失
敗
は
、
選
択
の
ア
ヤ
マ
り
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

26

①

ソ
ウ
ゴ
に
助
け
合
う
。

②

事
実
を
ゴ
ニ
ン
す
る
。

③

人
権
を
ヨ
ウ
ゴ
す
る
。

④

イ
ゴ
を
打
つ
。

⑤

カ
ク
ゴ
を
決
め
る
。

Ｉ

彼
女
の
片
言

は
時
の
宰
相
を
も
左
右
し
た
。

27

①

隻
語

②

積
話

③

少
節

④

半
句

⑤

一
文

Ｊ

ど
う
に
も

に
据
え
か
ね
る
話
だ
。

28

①

頭

②

額

③

腹

④

肝

⑤

足

（
問
題

終
わ
り
）
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（

余

白

）


