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解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な

る
場
合
が
あ
る
。

試
験
終
了
の
指
示
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
、
築
記
用
具
を
置
き
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
、
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

例） 3 8 2 5番

g 

□言］ーロ

(
4
)
受
験
番
号
は
右
詰
め
で
記
入
し
、
余
白
が
生
じ
る
場
合
で
も
受
験
番
号
の
前
に
「

O
」
を
記
入
し
な
い
こ
と
。

5

記
述
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(
l
)
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
欄

(
2
カ
所
）
に
、
氏
名
お
よ
び
受
験
番
号
を
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。

(
2
)
所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

(
3
)
受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
数
字
見
本
に
し
た
が
い
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る

こ
と
。

数

字

見

本

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

問
題
は

2
i
l
l
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
貝
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

解
答
は
す
べ
て
、

H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
。

4

マ
ー
ク
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(
l
)
印
刷
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
自
分
の
受
験
番
号
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
氏
名
櫂
に
氏
名
を

記
入
す
る
こ
と
。

(
2
)
所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

(
3
)
マ
ー
ク
欄
に
は
は
っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。
ま
た
、
訂
正
す
る
場
合
は
、
消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に
、

い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と
。
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取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
こ
と
は
な
い
、
と
。

理
的
に
欠
如
し
て
い
る
よ
う
な
超
越
物
な
ど
は

合
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
何
ら
か
の
超
越
物
な
ど
は

―
つ
の
全
く
無
根
拠
な
想
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
合
を
原

づ
け
る
こ
と
。

第
二
に
、
こ
の
知
覚
像
が
、

る
の
だ
が
、
そ
の
根
本
構
図
は
ど
こ
ま
で
も
明
解
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は

フ
ッ
サ
ー
ル
が

「イ
デ
ー
ン
」

て
み
よ
う
。

を
逆
転
さ
せ
る
。

で
自
ら
行
な
っ
て
い
る
現
象
学
的
還
元
の
中
心
点
を
、

た
と
え
ば
目
の
前
に

「机
」
が
あ
る
と
し
よ
う
。

ふ
つ
う
の
も
の
の
見
方

(II

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
私
の

「意
識
」
に
机
の
知
覚
像
が
現
わ
れ
る
、
と
み
な
さ
れ
る
。
「
還
元
」

の
見
方
は
、
こ
こ
で
の
原
因
と
結
果

つ
ま
り、

「
私
の
意
識
に
机
の
知
覚
像
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
私
は
机
が
現
実
存
在
す
る
と

い
う
確
信
を
も
つ
」
と
な

る
。
こ
こ
で
は
意
識
与
件
が
原
因
で
あ
り
、
机
が
た
し
か
に
存
在
す
る
と
い
う
「
確
信
」
が
結
果
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

、

こ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
「
存
在
確
信
」

が

「
意
識
」

に
お
け
る
対
象
の
与
え
ら
れ
方

(11
所
与
性
）
を
根
拠
と
し
て
形
成

(
II

「
構
成
」
）
さ
れ
る
、
と
い
う

―

a
一
の
変
換
が
、
「
現
象
学
的
還
匹
の
概
念
の
要
諦
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ

れ
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
認
識
」
（
確
信
の
不
可
疑
性
）

は
、
ど
の
よ
う
な
意
識
内
の
条
件
に
お

い
て
「
構
成
」
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
の

設
定
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
設
定
に
よ
っ
て
現
象
学
は
、
世
界
認
識
の一

般
構
成
の
原
理
論
と
な
る
の
で
あ
る。

象
学
的
還
元
）
を
、

的
庭
、

「イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
、
対
象
確
信
の
成
立
の
構
造
に
つ
い
て
の
内
省
、
本
質
観
取
、
純
粋
記
述
の
作
業
（
つ
ま
り
現

お
そ
ろ
し
く
詳
細
な
仕
方
で
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
確
信
構
成
の
基
本
構
造
を
、
顕
在
性
、
地
平
性
、
射
映
、
背
景

ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
、
内
在
ー
超
越
、
と
い
っ
た
多
く
の
用
語
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
煩
雑
さ
が
読
者
の
理
解
を
大
き
く
阻
ん
で
い

つ
苔
の
二
点
に
要
約
し
よ
う
。

ー

第
一

に
、
「
意
識
」
に
知
覚
像
が
現
出
す
る

フ
ッ
サ
ー
ル
が
取
り
出
し
て
い
る

「事
物
対
象
」
の
確
信
構
成
の
根
本
条
件
を
、

（
所
与
さ
れ
る
）
こ
と
。

―
つ
の
対
象
意
味

(
11
こ
れ
は
机
だ
）
を
与
え
、
さ
ら
に
そ
れ
が
時
間
的
な
「
連
続
的
調
和
」
を
維
持
し
つ

言
い
換
え
れ
ば
こ
う
な
る
。
も
し
私
の

「
意
識
」
に
、
「
机
」
の
知
覚
像

（
想
起
や
想
像
で
は
な
く
）
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が

「
机
」
と

い

う
対
象
意
味
を
私
に
与
え
、
し
か
も
時
間
的
に
こ
の
知
覚
像
＋
対
象
意
味
の
統

一
が
失
わ
れ
な
い
で
ず
っ
と
持
続
し
て
い
る
か
ぎ
り
（
そ
の

、
、
、
、

間
中
は
）
、
私
は
こ
の
対
象
を
、
実
際
に
現
実
存
在
す
る
「
机
」
で
あ
る
と
確
信
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。

つ
け
加
え
る
と
、
机
の
知
覚
像
は
、
意
識
に
現
わ
れ
出
る
体
験
流
だ
か
ら
、

取
り
出
せ
ば
、

つ
ね
に
同
一
で
は
な
く
微
妙
に
変
化
し
て
い
く
（
こ
れ
が
ノ

ェ
シ
ス
）
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、2

_
 

ノ
エ
マ
）
を
与
え
続
け
る
。
こ
れ
が

「
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
」
構
造
と
呼
ば
れ
る
。

も
う
一
っ
、
「
意
識
」
の
体
験
流
の
現
出
（
所
与
）
と
い
う
ノ
エ
シ
ス
の
側
面
は
、
私
に
と
っ
て
本
質
的
に
不
可
疑
な
も
の
で
、
ほ
ん
と

こ
の
連
続
的
変
化
の
中
で
、
そ
れ
は
た
え
ず
「
―
つ
の
机
」
で
あ
る
と
い
う
確
信
（
こ
れ
が
対
象

う
に
そ
う
現
わ
れ
て
い
る
の
か
と
問
う
こ
と
が
無
意
味
だ
が
、
「
こ
れ
は
机
だ
」
と
い
う
構
成
さ
れ
た
「
確
信
」

(
J
エ
マ
）
は
、
時
間
の
経

緯
の
う
ち
で
、
「
そ
う
だ
と
思
っ
た
が
じ
つ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
現
わ
れ
う
る
可
疑
性
を
必
然
的
に
も
つ
。
こ
れ
が

「
内
在
ー
超
越
」
の
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が

「イ
デ
ー
ン
j

一
般
読
者
は
驚
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
余
計
な
も
の
を
す
べ
て
取
り
除
い
て
核
心
点
だ
け
を

で
行
な
っ
た
事
物
対
象
の
現
象
学
的
還
元
の
要
諦
は
、
こ
れ
で
ほ
ぽ
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
は
、
最
も
重
要
な
箇
所
の
一
っ
、
知
覚
像
は
た
え
ず
変
化
し
つ
つ
現
わ
れ
る
が
、
し
か
し
つ
ね
に
「
机
」
と
い
う
同
一
の
対
象
意
味

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
ノ
エ
マ
）
を
与
え
、
そ
れ
が
連
続
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
対
象
確
信
の
根
本
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
箇
所
の
引
用
で
あ
る
。

調
和
的
な
動
機
づ
け
の
連
関
に
よ
っ
て
、
顕
在
的
な
知
覚
と
い
う
私
の
そ
の
つ
ど
の
領
圏
と
、
以
上
記
述
さ
れ
た
よ
う
な
具
合
に
結

―
つ
の
無
意
味
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

現
象
学
的
還
元
と
は
、
対
象
の
存
在
や
様
態
を
「
意
識
」
に
お
け
る
確
信
形
成
の
構
造
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
が

な
け
れ
ば
、
こ
の
文
章
は
ほ
と
ん
ど
謎
で
あ
ろ
う
。

対
象

(11

「
超
越
物
」
）
は
、
必
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
「
意
識
」
に
、
あ
り
あ
り
と
し
た
知
覚
像
と
そ
の
対
象
意
味
を
連
続
的
な
調
和
を
維
持

し
つ
つ
与
え
て
く
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
仕
方
で
与
え
ら
れ
な
い
対
象
は
、
決
し
て
「
一

b

一
す
る
対
象
」
と
し
て
の
確
信
を

さ
て
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
は
以
下
で
あ
る
。
お
よ
そ
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
現
実
存
在
を
確
信
す
る

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
こ
の
根
本
構
図
は
現
代
哲
学
者
の
み
な
ら
ず
多
く
の
現
象
学
者
た
ち
に
よ
っ

て
も
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
用
語
解
釈
に
つ
い
て
の
大
き
な
混
乱
と
不
明
が
蔓
延
し
て
い
る
。
い
ま
い
く
つ
か
重
要
な
も
の
を

、‘,＇
／一

次
の
文

章

を

読
ん
で
、
あ
と

の
問

い
に
答
え
よ
。

（
 

「自
然
的
態
度
」）
で
は

、、

机
の
現
実
存
在
が
原
因
で
あ

一
般
読
者
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で
要
約
し

2
 



「
意
味
」
の
直
観
的
な
到
来
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
直
接
の
嵩
弟
で
あ
る
オ
イ
ゲ
ン

・
フ
ィ
ン
ク
に
よ
る
、
よ
く
知
ら
れ
た

「
構
成
」
概
念
へ
の
疑
念
。

こ
の
絶
対
的
主
観
性
に
は
、（
略
）
世
界
的
に
存
在
す
る
も
の
の

「
構
成
」
が
帰
せ
ら
れ
る
。
し
か
し

「構
成
」
と
は
何
を
意
味
す

る
の
だ
ろ
う
か
。
（略）

フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
構
成
の
概
念
を
は
じ
め
に
語
の
素
朴
な
使
用
か
ら
受
け
取
っ
て
そ
れ
に
新
し
い
種
類
の
超

越
論
的
意
味
を
割
り
当
て
る
と
き
、
彼
に
と
っ
て
は
、

こ
れ
ら
い

っ
さ
い
の
意
義
は
互
い
に
錯
綜
し
あ
っ
て
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ

フ
ィ
ン
ク
は
、

「構
成
」
の
概
念
だ
け
で
な
く
、
「
現
象
」
「
エ
ポ
ケ
ー
」
「
超
越
論
的
論
理
学
」
と
い
っ
た
用
語
も
明
確
に
定
義
さ
れ
た
も

同
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
て
き
た
根
本
構
医
か
ら
、

「構
成
」
が
、

の
と
い
え
ず
「
操
作
的
概
念
」
と
い
う
ほ
か
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
同
じ
く
龍
接
の
高
弟
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
も
完
全
に
フ
ィ
ン
ク
に

-

C

一以
外
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

つ
ぎ
に
「
純
粋
意
識
」
。
こ
れ
に
も
多
く
の
疑
装
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ロ
マ

ン

・
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
い
う
。

問
題
な
の
は
、
《
本
質
的
な
点
に
お
い
て
充
分
明
確
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
純
粋
意
識
の
概
念
で
あ
る
。

識」

と
い
う
概
念
は
何
を
包
括
す
べ
き
な
の
か
。
（
略
）
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
―
つ
を
確
実
に
選
び
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
》
。
純
粋
意
識

は
、
志
向
的
作
用
、
質
料
的
与
件
、

「
現
実
に
全
き
存
在
領
域
な
の
か
そ
れ
と
も
あ
る
特
有
の
個
別
対
象
な
の
か
」
も
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
、
と
。

現
象
学
の
中
心
的
諸
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
混
乱
と
不
明
は
、

い
く
ら
で
も
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
構
成
」
や

3
 

ぶ
純
枠
意
識
」
の
概
念
は
、
現
象
学
的
還
元
の
方
法
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
対
す
る
疑
義
は
、
現
象
学
的
還
元
の

概
念
自
体
に
対
す
る
根
本
的
無
理
解
を
意
味
し
て
い
る
。

「
現
象
学
的
還
元
」
の
基
本
構
図
を
、
私
は
誰
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
―
つ
の
具
体
例
で
示
し
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
目
を
閉
じ
た
状
態
で
何
か
を
渡
し
て
も
ら
い
、
触
る
だ
け
で
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
言
い
当
て
る
ゲ
ー
ム
を
想
定
し
よ
う
。

私
は
渡
さ
れ
た
も
の
を
手
で
触
っ
て
、
こ
れ
は
た
と
え
ば
自
分
の
愛
飲
の
洋
酒
ボ
ト
ル
だ
、
と
答
え
る
。
だ
が
、
相
手
が
さ
ら
に
、
な
ぜ
そ

れ
が
愛
用
の
洋
酒
ボ
ト
ル
で
あ
る
と
確
信
し
た
か
そ
の
根
拠
を
言
え
、
と
要
求
す
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
私
は
、
自
分
の
触
覚
に
い
っ
そ
う

注
意
を
集
中
し
、
自
分
に
そ
の
確
信
を
与
え
た
手
触
り
の
あ
り
よ
う
を
、
言
葉
で
示
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

4
 

さ
て
、
鋭
敏
な
読
者
は
、
こ
の
単
純
な
現
象
学
的
「
目
隠
し
ゲ
ー
ム
」
か
ら
、
現
象
学
的
還
元
、
純
粋
意
識
、
本
質
観
取
、
純
粋
記
述
と

い
っ
た
概
念
の
意
味
を
、
誰
で
あ
れ
難
な
く
取
り
出
せ
る
こ
と
を
理
解
す
る
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
例
は
、
知
覚
体
験
に
お
け
る
対

象
確
信
の
「
構
成
」
の
本
質
構
造
を
内
省
に
よ
っ
て
誰
も
が
観
取
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

「
純
枠
意
識
」
（
内
在
的
意
識
）
と
は
何
か
。
こ
の
例
で
分
か
る
よ
う
に
、
君
の
内
で
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
確
信
が
形
成
さ
れ
る
「
意
識
」
の

あ
り
よ
う
を
内
省
せ
よ
、
と
い
わ
れ
れ
ば
、
誰
で
あ
れ
五
現
に
あ
る
自
分
の
意
識
の
あ
り
よ
う
ク
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
条

件
を
観
取
し
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
純
粋
意
識
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
こ
の
定
義
以
上
の
識
論
を
重
ね
る
の
は
ま
さ

し
く
ス
コ
ラ
議
論
な
の
で
あ
る
。

ノ
エ
マ
な
ど
の

「す
べ
て
を
指
す
の
か

一
部
を
指
す
の
か
」
よ
く
分
か
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
意
識
流
が

も
う
―
つ
の
重
要
概
念
、
「
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
」
も
ま
た
大
き
な
混
乱
の
う
ち
に
あ
る
。
ダ
ン
・
ザ
ハ
ヴ
ィ
は
『
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
」

の
中
で
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
志
向
性
」
の
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
、
「
西
海
岸
解
釈
」
（
フ
ェ
レ
ス
ダ
ー
ル
、

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
、

イ
ア
な
ど
）
と
「
東
海
岸
解
釈
」
（
ソ
コ
ロ
ウ
ス
キ
、
ド
ラ
モ
ン
ド
、

志
向
性
概
念
の
「
フ
レ
ー
ゲ
的
解
釈
」
で
は
、

だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、
ノ
エ
マ
は
《
主
観
と
客
観
の
仲
介
者
で
は
な
く
、
（
略
）
現
象
学
的
反
省
に
お
い
て
考
察
さ
れ

た
対
象
自
体
（
略
）
、
知
覚
さ
れ
る
と
お
り
の
知
覚
さ
れ
た
対
象
》
と
さ
れ
る
。

た
だ
ち
に
分
か
る
の
は
、
ど
ち
ら
の
陣
営
に
あ
っ
て
も
「
主
観
ー
客
観
」
図
式
が
取
り
払
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
確
信

形
成
（
構
成
）
」
の
内
的
条
件
を
解
明
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
現
象
学
的
還
元
の
方
法
の
要
諦
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
理
解
の
な
い
か
笞
り
、

「
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
」
や
「
内
在
ー
超
越
」
の
概
念
も
ま
た
意
味
不
明
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

先
の
「
目
隠
し
ゲ
ー
ム
」
の
例
で
い
え
ば
、

で
あ
り
、

ほ
か
な
ら
な
い
。

と
い
う
こ
と
を
も
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

。
、つ

る
。

ハ
ー
ト
な
ど
）

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
と
き
「
意

つ
ま
り
、
内
省
的
な
本
質
観
取
の
原
理
的
可
能
性

マ
ッ
キ
ン
タ

の
間
で
生
じ
て
い
る
対
立
を
報
告
し
て
い
る
。
前
者
、

ノ
エ
マ
は
《
作
用
と
対
象
の
間
の
志
向
的
関
係
を
媒
介
す
る
理
念
的
意
義
あ
る
い
は
意
味
》

ノ
エ
シ
ス
は
、
「
意
識
」
に
現
わ
れ
る
生
き
生
き
と
し
た
手
触
り
の
感
触
（
そ
の
体
験
流
）

ノ
エ
マ
は
、
そ
こ
か
ら
形
成
（
構
成
）
さ
れ
る
「
こ
れ
は
洋
酒
ボ
ト
ル
だ
」
と
い
う
対
象
意
味
の
確
信
形
成
（
対
象
ノ
エ
マ
）
に

5
 

フ
ッ
サ
ー
ル
が
ノ
エ
マ
を
し
ば
し
ば
「
意
味
」
と
呼
ぶ
の
は
、
「
こ
れ
は
洋
酒
ボ
ト
ル
だ
」
と
い
う
確
信
が
、
対
象
の

も
う
一
っ
、
し
ば
し
ば
議
論
の
対
象
と
な
る
概
念
に
「
間
主
観
性
」
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
多
く
存
在
す
る
c

フ

3
 



問 る
。

ィ （注
）

ロ

時
空

Iヽ

人
称

価
値

ホ

見
浪
ネ
々

学
的
還
元
に
関
す
る
用
語
。

で
は
理
が
あ
る
の
で、

そ
こ
で
こ
う
定
式
化
で
き
る
。

そ
こ
で
、
人
は
皆
或
る
箱
を
持
っ
て
い
る
、
と
し
よ
う
。
そ
の
中
に
は
、
我
々
が

「か
ぶ
と
虫
」
と
呼
ぶ
或
る
も
の
が
人
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
誰
も
他
人
の
そ
の
箱
の
中
を
覗
く
事
は
出
来
な
い
。
そ
し
て
、
皆
、
自
分
自
身
の
か
ぶ
と
虫
を
見
る
事
に
よ
っ
て
の

み
、
か
ぶ
と
虫
の
何
た
る
か
を
知
る
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

6
 

個
人
の
「
痛
み
」
の
一

d

一
と
交
換
不
可
能
性
に
つ

い
て
述
べ
た
く
だ
り
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、

現
象
学
的

「間
主
観
性
」
の

概
念
の

一
般
モ
デ
ル
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る。

す
な
わ
ち
、
世
界
の
総
体
を
純
粋
意
識
に
遠
元
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。
各
人
は
自
分
だ
け
の
「
世
界
」
（
意
識
世
界
）
を
生
き

て
お
り
、
誰
も
他
人
の

「世
界
」
を
直
接
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
原
理
的
に
交
換
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
人
間
は

「言
語
ゲ
ー
ム
」
を
介
し
て
、
互
い
に
自
分
の

「世
界
」
の
あ
り
よ
う
を
交
換
し
て
い
る
（
伝
え
あ
っ
て
い
る
）
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
誰
も
自
分
の

「世
界
」
し
か
知
り
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
、

例
外
な
く
、
自
分
の
世
界
と
他
人
の
世
界
は

「同

一
の
批
界

（か
ぶ
と
虫
）」

に
違
い
な
い
、
と
い
う
自
然
か
つ
暗
黙
の
確
信
を
も

っ
て

い
る
、
と
c

現
象
学
に
お
け
る
「
間
主
観
性
」
と
は、

私
の
生
き
る
「
世
界
」

は
他
者
が
生
き
る

「世
界」

と
同
一

の
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
と
い
う

「私
の
確
信
」
を
意
味
す
る
。

間
主
観
的
還
元
と
は
、
私
の
主
観
の
う
ち
に
成
立
す
る
こ
の
間
玉ヽ
観
的

一

e
一
の
構
造
を
把
振
す
る
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い°

超
越
論
的
主
観
性
は
じ
つ
は
問
主
観
性
に
先
行
さ
れ
て
い
る、

と
い
っ
た
批
判
は
、
私
の
意
識
は
他
者
関
係
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
点

し
て
お
ら
ず、

一
見
説
得
力
を
も
つ
。
し
か
し
、
現
象
学
の
理
解
と
し
て
は
、

ヽ

そ
の
た
め
暗
黙
に
、
客
観
世
界
が
主
観
世
界
に
先
行
す
る
、

繰
り
返
し
言
え
ば
、
現
象
学
の
中
心
課
題
が
認
識
論
の
解
明
に
あ
る
こ
と
、

象
確
信

(
11
不
可
疑
性
）

の
構
成
の
把
握
に
定
位
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
理
解
し
な
い
か
ぎ
り
、
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
か
ら
取
り
出

し
う
る
も
の
は
何
も
な
い。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
根
本
の
発
想
を
伝
え
る
象
徴
的
な
言
葉
が
あ
る
。

世
界
が
、
絶
え
ず
全
般
的
な
合
致
へ
と
合
流
し
て
ゆ
く
連
続
的
な
経
験
に
お
い
て
、
存
在
す
る
全
体
宇
宙
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
完
全
に
疑
い
を
容
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
生
と
実
証
的
学
と
を
支
え
る
こ
の
不
可
疑
性
を
理
解
し
、

の
不
可
疑
性
の
正
当
性
の
根
拠
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
全
く
別
種
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
・・・・：
現
象
学
を
提
唱
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
哲
学
者
。
主
著
に

「イ
デ
ー
ン
』
が
あ
る
。

純
粋
記
述

・

顕
在
性
・

地
平
性

・

射
映

・

背
景
的
庭

・

領
圏

・

志
向
的
作
用

・

質
科
的
与
件
：
’
•

フ
ッ
サ
ー

ル
が
提
唱
し

た
現
象

体
験
流
・

意
識
流
：・…
体
験
や
意
識
が
時
間
的
に
発
展
し
続
け
る
側
面
を
強
調
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
。

エ
ポ
ケ
ー
・・・・・

判
断
を
保
留
す
る
こ
と
。

ス
コ
ラ
議
論
：・：
無
駄
な
議
論
、
織
論
の
た
め
の
議
論
。

超
越
論
的
主
観
：
．．．． 
主
観
ー
客
観
の
構
図
か
ら
超
越
し
た
主
観
。
現
象
学
の
用
語
。

た
と

言
語
ゲ
ー
ム
・9

9

,

：
言
語
活
動
を
ゲ
ー
ム
に
喩
え
た
も
の
。
ウ
イ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
提
唱
し
た。

空
欄
―

a
一に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
檬
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

風
景

人
は
皆
自
分
自
身
に

つ
い
て
こ
う
語
る

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
の
借
用
で
あ
る
。

ッ
サ
ー
ル
の

「間
、
王
観
性
」

（竹
田
青
嗣
の
文
章
に
よ
る
）

の
概
念
は
、
現
象
学
が
あ
く
ま
で
「
超
越
論
的
主
観
」
を
世
界
分
析
の
絶
対
的
起
点
と
す
る
以
上
、
他
者
の
本

質
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ぜ
な
ら
超
越
論
的
主
観
が
そ
も
そ
も
間
主
観
性
に
よ
っ
て
先
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
っ
た
批

判
で
あ
る
（
日
本
の
現
象
学
者
、
新
田
義
弘
、
谷
徹
ほ
か
）
。

こ
れ
に
つ
い
て
も

―
つ
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
ウ
ィ

「私
は
、
私
自
身
の
痛
み
か
ら
の
み
、
痛
み
の
何
た
る
か
を
知
る
の
で
あ
る
！
」

客
観
世
界
の

「
エ
ポ
ケ
ー
」
と

い
う
大
前
提
を
理
解

と
い
う

「主
観
ー
客
観
」

の
構
図
に
舞
い
戻
っ
て
い
る
の
で
あ

そ
の
根
本
方
法
は
、
す
べ
て
の
認
識
を
主
観
の
う
ち
で
の
対そ

4
 



問 問

ホ Iヽ 口
傍
線
部
ー
「
「
意
識
」
に
知
覚
像
が
現
出
す
る

（所
与
さ
れ
る
）
こ
と
」
と
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
を
端
的
に
言
い
表
す
の
に
何
と

い
う
語
句
を
用
い
て
い

る
か。

こ
の
傍
線
部
よ
り
も
前
の
本
文
中
か
ら
漢
字
四
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
記
述
解
答
用
紙
の
解
答
桐
に
記

傍
線
部
2

「
「
ノ
エ
シ
ス
ー
ノ
エ

マ
」
構
造
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―

つ
選
び
、

意
識
と
し
て
知
覚
さ
れ
た
像
が
断
続
的
に
変
化
す
る
中
で
時
間
的
に
推
移
し
て
し
ま
う
た
め
、
何
ら
か
の
統

一
的
な
知
覚
像
を
得

意
識
に
現
わ
れ
続
け
る
知
覚
像
が
連
続
的
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
何
ら
か
の
確
侶
を
持
ち
続
け
ら

窓
識
に
現
れ
、
感
じ
た
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
の
と
同
様
の
仕
組
み
で
、
想
起
や
想
像
に
対
し
て
も
継
続
的
に
確
信
を
持
つ
こ
と
が

想
起
や
想
像
で
は
な
い
知
党
像
を
論
理
的
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
意
味
を
付
与
し
続
け
な
け
れ
ば
、
対
象
を
確
信
で
き

想
起
や
想
像
と
い
う
意
識
が
現
わ
れ
、
そ
れ
が
時
間
的
に
変
化
し
て
も
、
対
象
意
味
の
統

一
が
失
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
こ
の
対
象
を

空
欄
一

b

一に
入
る
語
旬
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
記
述
解
答
用
紙
の
解
答
欄
に
記
せ
。

な
お
、
旬
読
点
や
括
弧
・
記
号
な
ど
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
字
分
に
数
え
、
必
ず

一
マ

ス
用
い
る
こ
と
。

空
欄
一

C

一
に
入
る
適
切
な
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
で
坪
解
不
能
な
構
成

多
く
の
現
象
学
者
が
説
明
す
る
構
成

傍
線
部
3
「
現
象
学
的
還
元
の
概
念
自
体
に
対
す
る
根
本
的
無
理
解
を
意
味
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切

フ
ッ
サ
ー
ル
以
外
の
現
象
学
者
の
多
く
は
、
実
在
性
が
原
因
に
な
り
、

と
い
う
自
然
的
態
度
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

フ
ッ
サ
ー
ル
以
外
の
現
象
学
者
の
多
く
は
、
現
象
学
的
還
元
に
お
け
る
構
成
が
、
多
種
多
様
な
構
成
を
指
す
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル

フ
ッ
サ
ー
ル
以
外
の
現
象
学
者
の
多
く
は
、
現
象
学
の
扱
う
認
識
論
が
、
確
信
の
不
可
疑
性
が
構
成
さ
れ
る
条
件
お
よ
び
構
造
を

問
題
に
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

フ
ッ
サ
ー
ル
以
外
の
現
象
学
者
の
多
く
は
、
純
粋
意
識
の
範
囲
が
、
意
識
流
と
い
う
世
界
認
識
の
一
般
構
成
の
原
理
論
と
し
て
明

確
に
示
さ
れ
て
い
る
点
を
見
落
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

フ
ッ
サ
ー
ル
以
外
の
現
象
学
者
の
多
く
は
、
現
象
学
的
目
隠
し
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
、
現
象
学
的
還
元
の
基
本
構
図
を
誰
で
あ
れ
難

な
く
取
り
出
せ
る
こ
と
に
考
え
が
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
。

が
示
し
た
見
解
を
支
持
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
六

ホ

内
在
的
意
識
に
お
け
る
確
信
の
構
成

Iヽ

操
作
的
概
念
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
構
成

ロ

語
の
素
朴
な
使
用
か
ら
類
推
で
き
る
構
成

イ

問
五

問
四

確
信
で
き
る
と
い
う
構
造
。

ホ
な
い
と
い
う
構
造
。

で
き
る
と
い
う
構
造
。

’‘ れ
る
と
い
う
構
造
c

口
に
く
い
と

い
う
構
造
。

イ 解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。

せ。

そ
の
結
果
と
し
て
意
識
に
対
象
の
知
覚
像
が
現
れ
て
い
る

5
 



問
十

問
八

ホ Iヽ 口 イ

問
十

問
九

Jヽ I¥ 口

が
同
一
で
あ
る
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。

け
れ
ば
歯
界
が
同
一
で
あ
る
と
予
想
で
き
る
か
ら
。

で
言
葉
を
交
わ
さ
な
く
て
も
、
共
通
理
解
が
得
ら
れ
る
か
ら
。

空
欄
＿

d

一に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

1

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

絶
対
的
な
独
自
性

超
越
的
な
客
観
性

基
本
的
な
優
位
性

先
験
的
な
他
者
性

傍
線
部
6

「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
現
象
学
的
「
間
主
観
性
」
の
概
念
の
一
般
モ
デ
ル
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
が
、
そ

れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
c

す
べ
て
の
人
は
王
観
に
依
拠
し
て
世
界
を
認
識
す
る
し
か
な
い
が
、
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
を
通
し
て
、
例
外
な
く
自
分
自
身
の
主
観

的
確
信
の
構
成
が
他
者
の
そ
れ
と
同
一
の
構
造
を
有
す
る
と
確
信
さ
れ
る
か
ら
。

世
界
は
そ
の
総
体
を
純
粋
意
識
に
還
元
で
き
る
の
で
、
各
人
が
自
分
だ
け
の
世
界
は
原
理
的
に
交
換
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
質
的
に
は
他
者
と
自
己
と
の
間
で
同
一
で
あ
る
と
仮
定
で
き
る
か
ら
。

現
実
の
「
か
ぶ
と
虫
」
と
い
う
存
在
は
、
知
覚
像
か
ら
誰
し
も
「
か
ぶ
と
虫
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
、
他
者
と
の
間

人
間
は
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
に
よ
っ
て
多
人
数
が
同
時
参
加
す
る
世
界
に
つ
い
て
の
認
識
を
交
換
で
き
る
た
め
、
通
信
の
遅
延
が
な

各
人
は
自
分
だ
け
の
交
換
不
可
能
な
世
界
を
生
き
て
い
る
た
め
、
自
分
の
認
識
と
他
者
の
認
識
を
同
一
に
す
る
た
め
に
は
、
世
界

空
欄
―

e

一
に
あ
て
は
ま
る
語
旬
を
本
文
中
の
表
現
を
用
い
て
三
字
以
上
、
五
字
以
内
で
記
述
解
答
用
紙
の
解
答
欄
に
記
せ
。

な
お
、
句
読
点
や
括
弧
・
記
号
な
ど
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
字
分
に
数
え
、
必
ず
一
マ
ス
用
い
る
こ
と
。

ホ

感
覚
的
な
志
向
性

口 イ
を
助
け
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。

ホ
意
味
を
表
し
て
い
る
か
ら
。

傍
線
部

5

「
ノ
エ
マ
を
し
ば
し
ば
「
意
味
」
と
呼
ぶ
」
と
あ
る
が
、

知
覚
像

へ
の
作
用
と
確
信
を
与
え
る
対
象
と
の
間
に
あ
る
、
ノ
エ
マ
が
意
味
を
媒
介
す
る
と
い
う
内
在
的
な
働
き
に
よ

っ
て
ノ

エ

対
象
の
存
在
の
確
信
と
そ
の
意
味
の
確
信
は
同
時
に
形
成
さ
れ
る
た
め
、
主
観
に
よ

っ
て
把
握
さ
れ
る
ノ
エ
マ
に
は
対
象
の
意
味

情
報
の
集
約
物
で
あ
る
知
覚
像
が
人
間
に
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

対
象
自
体
を
指
す
ノ
エ
マ
は
、

知
覚
像
と
体
験
の
結
合
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
知
覚
さ
れ
た
物
自
体
が
そ
の
ま
ま
ノ
エ
マ

の

多
義
的
な
知
覚
像
に
対
し
て
、

ノ
エ
マ
が
特
定
の
文
脈
を
指
し
示
す
こ
と
で
、
知
覚
像
に
つ
い
て
の
解
釈
の
幅
を
限
定
し
、
理
解

備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
か
ら。

が
含
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
か
ら
。

マ
と
そ
の
意
味
が
強
く
結
合
し
て
い
る
か
ら
。

イ 中
か
ら
一
っ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ。

ホ

混

じ
り
気
が
な
く
扁
い
集
中
力

現
に
あ
る
洋
酒
ボ
ト
ル
の
手
触
り

Iヽ

他
者
存
在
が
排
除
さ
れ
た
体
験

口

ゲ

ー

ム
か
ら
想
起
さ
れ
た
記
憶

イ

日
を
閉
じ
る
こ
と
で
起
こ
る
覚
醒

適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に

マ
ー
ク
せ
よ
。

問
七

傍
線
部
4

「純
枠
意
識
」
と
あ
る
が
、
現
象
学
的

「目
隠
し
ゲ
ー
ム
」
の
な
か
で
、
何
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
し
て
い
る
か
。
最
も

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

ノ
エ
マ
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
性
質
が

6
 



ヘ ホ Iヽ 口

問
十

Jヽ 口
処
す
れ
ば
、
最
終
的
に
は
倫
理
観
を
伴
っ
た
考
え
方
に
な
る
。

方
で
あ
り
、
私
た
ち
に
対
象
や
世
界
に
つ
い
て
の
確
信
を
与
え
る
。

を
通
し
て
客
観
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

問
十
三

傍
線
部

7

「超
越
論
的
主
観
性
は
じ
つ
は
間
主
観
性
に
先
行
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
批
判
」
と
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
批
判
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
構
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

超
越
論
的
主
観
性
と
間
主
観
性
は
、
表
面
的
な
違
い
は
あ
る
が
、
主
観
性
と
い
う
人
間
の
根
幹
と
な
る
共
通
の
概
念
を
含
ん
で
い

る
た
め
、
こ
う
し
た
批
判
自
体
が
意
味
を
な
さ
な
い
、
と
著
者
は
反
論
し
て
い
る
。

超
越
論
的
主
観
性
が
間
主
観
性
に
先
行
さ
れ
る
と
い
う
批
判
を
受
け
人
れ
た
場
合
、
他
者
を
前
提
と
し
な
い
認
識
は
成
り
立
た
ず
、

確
信
構
成
の
条
件
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
著
者
は
反
論
し
て
い
る
。

現
象
学
の
役
割
は
正
当
性
の
根
拠
の
解
明
な
の
で
、
本
来
的
な
議
論
と
し
て
、
客
観
世
界
が
主
観
世
界
に
先
行
す
る
と
い
う
、
主

観
と
客
観
の
構
図
を
そ
も
そ
も
扱
う
必
要
は
な
い
、
と
著
者
は
反
論
し
て
い
る
。

現
象
学
で
は
他
者
の
確
信
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
対
し
て
さ
え
も
主
観
に
よ
り
確
信
が
与
え
ら
れ
る
た
め
、
主

観
ー
客
観
と
い
う
対
比
自
体
が
成
立
し
な
い
、
と
著
者
は
反
論
し
て
い
る
。

自
分
の
世
界
と
他
者
の
世
界
が
同
一
の
世
界
で
あ
る
に
違
い
な
い
こ
と
は
、
自
然
か
つ
暗
黙
の
確
信
で
あ
る
た
め
、
こ
の
考
え
に

批
判
を
述
べ
る
の
は
哲
学
者
と
し
て
相
応
し
く
な
い
、

と
著
者
は
反
論
し
て
い
る
。

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

現
象
学
的
還
元
の
方
法
は
認
識
に
関
わ
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
釈
論
議
が
生
ま
れ
る
の
は
、

ー
ル
よ
り
後
の
多
く
の
現
象
学
者
た
ち
が
根
本
的
に
誤
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
現
象
学
の
動
機
は
哲
学
の
再
生
に
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
占
い
考
え
方
に
な
っ
て

現
象
学
の
中
心
課
題
は
、
知
覚
像
が
連
続
的
調
和
を
維
持
す
る
こ
と
を
通
し
て
生
じ
る
、
超
越
物
が
存
在
す
る
と
い
う
確
信
が
、

ど
の
よ
う
な
条
件
な
ら
ば
疑
い
な
い
と
言
え
る
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ッ
サ

認
識
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
確
信
の
構
成
と
し
て
行
わ
れ
る
性
質
が
あ
る
た
め
、
知
覚
の
不
確
か
さ
が
常
に
伴
う
人
間
の
認
識

机
な
ど
の
対
象
を
意
識
的
に
知
覚
す
る
こ
と
や
自
分
の
世
界
と
他
者
の
世
界
が
同

一
の
も
の
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
、
自
然
な
考
え

主
観
と
客
観
と
の
対
比
関
係
に
基
づ
い
て
人
間
の
認
識
を
理
解
す
る
と
い
う
方
法
に
は
改
善
す
べ
き
点
も
多
い
が
、
こ
れ
ら
に
対

し
ま
っ
た
の
で
、
新
し
い
考
え
に
刷
新
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

D

イ ホ イ
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ホ

乳
母
が
紅
の

i

重
が
さ
ね
を
姫
君
に

乳
母
が
姫
君
を
多
気
の
大
夫
に

ハ
上
童
が
姫
君
を
越
前
守
に

口
上
童
が
金
百
両
を
多
気
の
大
夫
に

イ
上
童
が
紅
の

一
重
が
さ
ね
を
多
気
の
大
夫
に

問
十
五

伊
勢
の
大
補
：
ー・
・
小
含
百
人
一
首
に
入
集
し
て
い
る
女
流
歌
人
で
、
越
前
守
の
妻
。

そ
の
子
の
一
人
に
「
伯
の
母
」
が
い
る
。

皮
籠
・
‘
•
ま
わ
り
に
皮
を
張
っ
た
籠
。

波
線
部
イ
＼
ホ
の
中
で
同
じ
対
象
を
指
し
て
い
な
い
も
の
が

i

つ
あ
る
。
そ
れ
は
ど
れ
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
一

っ
選
び
、
解

傍
線
部
ー
「
盗
ま
せ
て
け
り
」
に
つ
い
て
、
「
誰
」
が
「
何
（
あ
る
い
は
誰
）
」
を

「誰
」
に
盗
ま
せ
た
の
か
。
そ
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
競
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
十
四 （

注
）
愁
ヘ
・
・
・
訴
訟
。

に
心
憂
く
こ
そ
。

ヽJ̀‘
、

.• 

返
し
、
姉
｀

匂
ひ
き
や
都
の
花
は
東
路
に一

a
＿
の
か

へ
し
の
風
の
つ
け
し
は

く
心
憂
し
と
思
へ
ど
も

う

れ

こ

み

今
は
昔
、
多
気
の
大
夫
と
い
ふ
者
の
、
常
陸
よ
り
上
り
て
愁
へ
す
る
比
、
向
ひ
に
越
前
守
と
い
ふ
人
の
も
と
に
経
誦
し
け
り
。
こ
の
越
前

は
（

守
は
、

伯
の
母
と
て
世
に
め
で
た
き
人
、
歌
よ
み
の
親
な
り
。

妻
ぱ
伊
勢
の
大
補
、
姫
君
た
ち
あ
ま
た
あ
る
ぺ
し
。
多
気
の
大
夫
つ
れ
づ
れ

ら
C‘
つ
も
ん

に
党
ゆ
れ
ば
、
聴

闇
に
参
り
た
り
け
る
に
、
御
簾
を
風
の
吹
き
上
げ
た
る
に
、
な
ぺ

て
な
ら
ず
美
し
き
人
の
、
紅
の

一
康
が
さ
ね
看
た
る

を
見
る
よ
り
、

「
こ
の
人
を
妻
に
せ
ば
や
」
と
い
り
も
み
思
ひ
け
れ
ば
、
そ
の
家
の
上
童
を
語
ら
ひ
て
問
ひ
開
け
ば
、
IE
5
8齢
彫
の
、
紅
は

奉
り
た
る
」
と
語
り
け
れ
ば
、

「さ
ら
ば
、

百
両
取
ら
せ
な
ど
し
て
、

「こ
の
姫
君
を
盗
ま
せ
よ
」
と
費
め
言
ひ
け
れ
ば
、

や
が
て
乳
母
う
ち
具
し
て
常
陸
へ
急
ぎ
下
り
に
け
り
。
跡
に
泣
き
悲
し
め
ど
、

そ
の
乳
母
を
知
ら
せ
よ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「
そ
れ
は
、
さ
も
申
し
て
ん
」
と
て
知
ら
せ
て
け
り
。
さ
て

い
み
じ
く
語
ら
ひ
て
金

~
 

さ
る
べ
き
契
り
に
や
あ
り
け
ん
、
盗
ま
せ
て
け
り
。

2
 

か
ひ
も
な
し
。
程
経
て
乳
母
お
と
づ
れ
た
り
。
あ
さ
ま
し

吹
き
返
す
一

a
一
の
か

へ
し
ぱ
身
に
し
み
き
都
の
花
の
し
る
べ
と
思
ふ
に

3
.
 

田
舎
人
と
も
見
え
ず
、

そ
れ
に
語
ら
ひ
つ
き
て
、
「我
に
盗
ま
せ
よ
」
と
い

ふ
に
、
「
思
ひ
か
け
ず
、
え
せ
じ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、

い
ふ
か
ひ
な
き
事
な
れ
ば
、
時
々
う
ち
お
と
づ
れ
て
過
ぎ
け
り
。

伯
の
母
、
常
陸
へ
か
く
い
ひ
や
り
給
ふ
。

て
、
い
み
じ
く
泣
き
合
ひ
た
り
け
り
。

年
月
隔
り
て
、
伯
の
母
、
常
陸
守
の
妻
に
て
下
り
け
る
に
、
姉
は
失
せ
に
け
り
。
女
二
人
あ
り
け
る
が
、
か
く
と
聞
き
て
参
り
た
り
け
り
。

ニ

ホ

い
み
じ
く
し
め
や
か
に
恥
づ
か
し
げ
に
よ
か
り
け
り
。
常
陸
守
の
上
を
、
「
昔
の
人
に
似
さ
せ
給
ひ
た
り
け
る
」

と

み

＂
う
も

K

四
年
が
間
、
名
聞
に
も
思
ひ
た
ら
ず
、
用
事
な
ど
も
い
は
ざ
り
け
り
。

任
果
て
て
上
る
折
に
、
常
陸
守
、
「
無
下
な
り
け
る
者
ど
も
か
な
。
か
く
な
ん
上
る
と
い
ひ
に
や
れ」

と
男
に
い
は
れ
て
、
伯
の
母、

上

る
由
い
ひ
に
や
り
た
り
け
れ
ば
、
「
承
り
ぬ
。
参
り
候
は
ん」

と
て
、
明
後
8
上
ら
ん
と
て

の
日
、
参
り
た
り
け
り
。
え
も
い
は
ぬ
馬
、

か

は

こ

つ
を
宝
に
す
る
程
の
馬
十
疋
づ
つ
、

二
人
し
て
、
ま
た
皮
籠
負
ほ
せ
た
る
馬
ど
も
百
足
づ
つ
、
二
人
し
て
奉
り
た
り
。
何
と
も
恩
ひ
た
ら
ず
、

か
ば
か
り
の
事
し
た
り
と
も
思
は
ず
、
う
ち
奉
り
て
帰
り
に
け
り
。
常
陸
守
の
、
「
あ
り
け
る
常
陸
四
年
が
間
の
物
は
何
な
ら
ず
。
そ
の
皮

4
 

籠
の
物
ど
も
し
て
こ
そ
万
の
功
徳
も
何
も
し
給
ひ
け
れ
。
ゆ
ゆ
し
か
り
け
る
者
ど
も
の
心
の
大
き
さ
広
さ
か
な
」
と
語
ら
れ
け
る
と
ぞ
。

こ
の
伊
勢
の
大
輔
の
子
孫
は
、
め
で
た
き
さ
い
は
ひ
人
多
く
出
で
来
給
ひ
た
る
に
、
大
姫
君
の
か
く
田
舎
人
に
な
ら
れ
た
り
け
る
、
哀
れ

）
 

-＿

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

（
 

あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

(『
宇
治
拾
遺
物
語
j

に
よ
る
）

※

W
E
B掲
載
に
際
し
、
出
典
を
追
記
し
て
お
り
ま
す
。

日
本
占
典
文
学
全
集
5
0
「
字
治
拾
遺
物
語
」
に
よ
る 8

 



ヘ ホ Iヽ 口 ィ

問
二
十

姿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
自
分
た
ち
へ

の
愛
情
に
感
動
し
て
い
る
。

ホ
て
、
彼
女
た
ち
の
や
さ
し

い
気
立
て
を
発
見
し
て
い
る
。

’‘ 口
す
豪
胆
さ
に
あ
ら
た
め
て
感
心
し
て
い
る
。

イ

傍
線
部
2

「
お
と
づ
れ
た
り
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の

「
お
と
づ
る
」
と
同
じ
意
味
に
な
る
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

空
欄

一

a
一
に
人
る
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ。

遠
風

傍
線
部
3

「
田
舎
人
と
も
見
え
ず
、
い
み
じ
く
し
め
や
か
に
恥
づ
か
し
げ
に
よ
か
り
け
り
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も

娘
た
ち
は、

田
舎
の
人
の
よ
う
に
も
見
え
ず
、
ひ
ど
く
し
と
や
か
で
こ
ち
ら
が
気
後
れ
す
る
ほ
ど
美
し
か
っ
た
。

娘
た
ち
は
、
ふ
だ
ん
は
周
囲
の
住
人
に
顔
を
み
せ
る
こ
と
も
な
く、

娘
た
ち
は
、
田
舎
の
人
の
よ
う
に
は
見
え
な
か

っ
た
が
、

ひ
ど
く
つ
つ
ま
し
く
恥
ず
か
し
そ
う
で
、
好
ま
し
い
様
子
で

ひ
ど
く
し
と
や
か
で
出
し
ゃ
ば
ら
な
い
様
子
が
好
ま
し
か
っ
た
。

娘
た
ち
は
、
周
囲
の
人
々
と
ま
じ
わ
る
こ
と
も
な
く
、
ひ
ど
く
し
と
や
か
で
、
見
る
も
の
が
気
後
れ
す
る
ほ
ど
美
し
か

っ
た
。

娘
た
ち
は
、

田
舎
の
人
の
よ
う
に
も
見
え
ず、

ひ
ど
く
華
や
い
だ
様
子
で
、
周
囲
が
気
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

傍
線
部

4

「
ゆ
ゆ
し
か
り
け
る
者
ど
も
の
心
の
大
き
さ
広
さ
か
な
」
と
あ
る
が
、
こ

の
発
言
か
ら
う
か
が
え
る
常
陸
守
の
娘
た
ち

へ
の
心
情
・
評
価
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ。

自
分
の
妻
の
姪
た
ち
で
あ
り
、
立
派
な
気
構
え
の
人
間
だ
と
思
っ
て

い
た
が
、

任
地
を
離
れ
る
自
分
た
ち
に
豪
勢
な
手
土
産
を
渡

赴
任
の
際
に
再
会
し
た
あ
と
、
叔
母
で
あ
る
自
分
の
妻
を
頼
る
様
子
も
な
く
、
人
情
味
の
な
い
娘
た
ち
だ
と
思
っ
て

い
た
が
、
別

れ
に
当
た

っ
て
、
惜
し
む
こ
と
な
く
贈
り
物
を
す
る
気
持
ち
の
大
き
さ
に
篭
い
て
い
る
。

幼
い
こ
ろ
は
田
舎
育
ち
と
身
な
り
か
ら
品
の
な
い
娘
た
ち
だ
と
思

っ
て
い
た
が
、
常
陸
赴
任
中
の
自
分
た
ち
へ

の
接
し
方
を
通
じ

自
分
が
常
陸
に
来
て
以
来
、
自
分
た
ち
を
顆
っ

て
こ
ず
、
ひ
ど
い
娘
た
ち
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
別
れ
に
当
た
っ
て
の
豪
華
な
贈

り
物
か
ら
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
財
力
の
大
き
さ
を
知
っ
て
納
得
し
て

い
る
。

赴
任
以
来
の
態
度
か
ら
、
人
と
し
て
の
あ
た
た
か
さ
の
な
い
娘
た
ち
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
儀
礼
的
で
は
あ
れ
、
別
れ
を
惜
し
む

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

常
陸
に
下
っ
た
姉
の
娘
た
ち
は
、
伯
の
母
と
面
会
し
た
際
、
京
に
い
た
頃
の
母
親
そ
っ
く
り
に
美
し
く
育
っ
て
い
た
。

常
陸
守
は
、

四
年
の
任
期
が
明
け
て
京
に
帰
っ
た
の
ち
も
、
常
陸
の
姫
君
た
ち
と
長
年
に
わ
た
っ
て
親
し
く
交
流
し
た
。

越
前
守
の
娘
は
、
伯
の
母
と
そ
の
姉
の
二
人
き
り
で
あ
り
、
伯
の
母
は
姉
が
常
陸
に
下
っ
た
際
、
別
れ
を
ひ
ど
く
悲
し
ん
だ
。

乳
母
は
、
多
気
の
大
夫
や
姫
君
と
と
も
に
常
陸
へ
下
っ
た
の
ち
、
都
で
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
の
自
育
の
念
に
苦
し
み
続
け
た
。

常
陸
守
の
帰
京
に
あ
た
っ
て
姉
の
娘
た
ち
が
準
備
し
た
七
産
の
品
は
、
常
陸
守
が
任
期
中
に
得
た
も
の
よ
り
も
豪
華
で
あ
っ
た
。

語
り
手
は
、
娘
た
ち
の
度
晋
に
驚
き
つ
つ
も
、
彼
女
た
ち
の
母
親
が
田
舎
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
。

問
十
九 ホ Iヽ

あ

っ
た。

ロ イ の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。

問
十
八 ィ

ロ

南
風

Iヽ

東
風

微
風

ホ

涼
風

問
十
七 イ

お
と
な
ふ

ロ

か
た
ら
ふ

中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。

問
十
六

ハ

た
づ
ぬ

た
よ
り
す

ホ

と
む
ら
ふ

，
 



（三）

ホ

成

長

し
て
大
人
に
な
る
こ
と

剃
髪
し
た
髪
が
伸
び
る
こ
と

I¥ 

修
行
す
る
期
間
が
延
び
る
こ
と

口
修
行
が
他
者
に
勝
る
こ
と

イ

問
二
十
一

傍
線
部
ー
「
長
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

仲
間
の
頭
と
な
る
こ
と

ら
は
志
を
励
ま
し
て
学
問
を
修
め
た
と
い
う
。

衣
川
之
難
：
．．．． 

奥
州
平
泉
の
衣
川
で
の
戦
い
。

（
注
）
叡
山
・
；
・
：
比
叡
山
。

洛
陽
：
・
・
：
京
都
の
別
名
。

角
僻
カ
・
・
・
，
：
「
齊
力
」
は
、
ち
か
ら
。
「
角
」
は
、
く
ら
べ
る
意
。

み
ず
ら

周
処
：
・
ー
：
晋
代
の
人
。
仕
官
す
る
前
、
村
の
父
老
か
ら
、
南
山
の
白
額
の
猛
虎
、
長
橋
下
の
蚊
、
乱
暴
者
の
お
前
が
除
か
れ
な
い

う
ち
は
、
豊
年
で
天
下
太
平
で
も
気
が
休
ま
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
や
、
た
だ
ち
に
虎
を
射
殺
し
、
鮫
を
打
ち
殺
し
、
自

損
出
：
・
・
：
退
け
る
こ
と
、
拒
ま
れ
る
こ
と
。

淑

償
：
・
：
物
事
に
拘
束
さ
れ
な
い
さ
ま
。

（
「桑
華
蒙
求
」
に
よ
る
）

日

之

談

耶

゜

二

難「

シ

テ

ズ

1

一

義

死

殉

レ

君

。

呼念

慶

ノ

且

暴

悪、

リ

テ

ル

ハ

ト

翻

成

二

全

人

「

与6 

晋

周

処

、

同

ス

ウ

成

二

君

臣

之

約

「

爾

後

ク

シ

ヲ

尽
レ
節

シ
致レ

ヲ、
、

中
じ,‘
 

ダ
未ニ

ク
モ

レ

暫

離

＞

ヲ

＂り
。
月1
 
遂二

リ至
子
衣

川

之

到

也

。
慶

チ

シ

キ

テ

シ

テ

フ

ラ

ン

コ

ト
ヲ

忽

力

屈

術

尽

、

拍

頭

乞

レ

降

。

丸

士
口-i--n
 

シ
テ

シ

テ

難

而

後

寛

赦

、

以

稚
弱
、

キ
テ

ヲ

抽
一
大
刀
「

7
 

相

向

。

も
と
ヨ

リ

リ

丸

雅

有

二

奇

術

吋

シ
一9

5

飛

捷

奮

撃

、

非

人

力

所

ヲ

装

刀

「
亦

乞
レ フ

ヲ
之
。

ヒ
．ア

ヘ
―ア

ク

丸

笑

答

日

、

3. 須

角

贅

カ

以

得

之

。

4
ーー

慶

易

少

年

ヒ
テ

フ

自

乞

゜

コ

ク
ハ

レ
テ

フ

多

恐

与

レ

ヲ

之
。

ス

日

遅

コ

遁

牛

若

丸

子

清

水

寺

『

貪

コ

看

其

金

ノ

色

武

器

ヲ

満
千
一
者
、

謂
- J 

ヲ

卜

之

富

「

我

シ

ク

ヲ

宜
レ
得二

千
刀
「

ヘ
シ

-―
 

毎
＞

ル

ノ

プ

ル

ヲ

ヲ

見
――
人

墨

装
刀
―

日

不

拝ぎn

-l
 

闘
。
故

為
レ

ノ

セ

ラ
レ
―ア

リ

ヲ

ス

ニ

衆

損

出

下

レ
山
、
遊
コ
侠

洛

陽

「

ラ

ヘ
ラ
ク

自

謂

人

た
く
は
プ
ル

士
J廿公

一

-

i

 

山「

リ
テ

ノ

ニ

入
二
某

師

室「

ク
シ
ム

ヲ

受一
一

剃
度
「

ー

及
長
、

ニ
シ
テ

2

傲

僅

不

靱

、

与

老

壮

僧

徒

、

武

蔵

坊

が
あ
る
。

弁

慶、

マ

レ

テ

ダ

ナ

ラ

リ

生

未

二

数

月

「

有

二

食

牛

之

気

「

キ
ヵ

時

、

↓
ム

父

無

ジ

一ナ

リ

命

登

二

叡

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
上
、
返
り
点

・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ

10 



ホ Iヽ 口 ィ よ。

傍
線
部

6

「
与
晋
周
処
、
同
日
之
談
耶
」
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

暴
悪
の
人
も
立
派
な
人
と
な
る
と
い
う
点
で
、
中
国
の
晋
の
周
処
の
話
と
軌
を
一
に
し
て
い
る

暴
悪
の
人
も
立
派
な
人
と
な
る
点
が
似
る
が
、
中
国
の
晋
の
周
処
の
話
と
は
時
代
的
に
価
値
が
同
じ
で
な
い

暴
悪
の
人
も
立
派
な
人
と
な
る
話
で
、
中
国
の
晋
の
周
処
の
話
を
真
似
し
て
創
作
し
た
も
の
で
あ
る

暴
悪
の
人
も
立
派
な
人
と
な
る
の
は
稀
な
の
で
、
中
国
の
晋
の
周
処
に
同
じ
<
-
日
で
は
話
し
き
れ
な
い

暴
悪
の
人
も
立
派
な
人
と
な
る
の
は
同
様
だ
が
、
中
国
の
晋
の
周
処
の
話
と
き
っ
か
け
が
異
な
る

問
二
十
六

ホ
非
「
人
力
-
所
レ
到
也

非
レ
人
カ
レ
所
レ
到
也

Iヽ

非
一
「
人
力
所
＞
到
也

ロ イ

り
よ
り
よ
く
を
く
ら
ぶ
る
を
も
ち
ひ
て
も
つ
て
こ
れ
を
え
よ
と

問
二
十
四

傍
線
部
4

「易
」
の
表
す
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

辟
易
す
る

取
っ

て
代
わ
る

問
二
十
五

傍
線
部
5

「非
人
力
所
到
也
」
の
返
り
点
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

非

入

力
所

到
也
i

非
レ
人
力
所
レ
到
也

ホ

交

渉
す
る

占
う

’‘ ロ

あ

な
ど
る

イ ホ

り
よ
り
よ
く
を
く
ら
ぶ
る
を
も
ち
ふ
る
に
こ
れ
を
う
る
を
も
つ

て
せ
よ
と

す
べ
か
ら
く
り
よ
り
よ
く
を
く
ら
べ
て
も
つ
て
こ
れ
を
う
べ
し
と

Iヽ 口

す
べ
か
ら
く
く
ら
ぶ
る
り
よ
り
よ
く
を
も
つ
て
こ
れ
を
え
し
む
べ
し
と

イ よ。
ホ

老
年

・
壮
年
の
僧
徒
の
た
め
に
、
諄
い
を
起
こ
さ
な
い
日
は
無
か
っ
た

老
年

・
壮
年
の
僧
徒
と
の
間
で
、
諄
い
を
起
こ
さ
な
い
日
は
無
か
っ
た

老
年

・
壮
年
の
僧
徒
と
仲
間
に
な
っ
て
、
す
ぐ
に
諄
い
を
起
こ
さ
な
く
な
っ
た

老
年
・

壮
年
の
僧
徒
と
徒
党
を
組
み
、
評
い
を
起
こ
さ
な
い
日
は
無
か
っ
た

問
二
十
三

傍
線
部
3

「須
角
替
力
以
得
之
」
の
書
き
下
し
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

り
よ
り
よ
く
を
く
ら
ぶ
る
を
ま
ち
て
も
つ
て
こ
れ
を
え
ん
と

Iヽ 口

老
年
・

壮
年
の
僧
徒
と
は
、

ご
目
と
経
た
ず
に
詳
い
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
た

イ せ
よ
。

問
二
十
二

〔

以

下

余

白

〕

傍
線
部
2

「
与
老
壮
僧
徒
、
無
日
不
諄
闘
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク

- ll-
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氏

名 ►
 

受

験

番

号

〈R04162019〉

、～臼~•~・＇」了「：

氏

名

（注意）受験番号は右詰めで記入し 、

余白が牛じる場合でも受験番号

の前に「 O」を記入しないこと。

所定欄以外に受験番号・氏名を

記入してはならない。記入した解

答用紙は採点の対象外となる場

合がある。

問
十

問
四

問

国

吾五31 l----• -• --.、-l ロロ

4 

記
51 51 

述
解
答
用
紙
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