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問
題
一

文
化
と
い
う
も
の
も
、
一
種
の
生
命
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
あ
る
時
代
を
生
き
る
ら
し
い
。

い
ま
ラ
フ
ァ
エ
ロ
風
の
絵
を
描
い
た
画
家
が
い
て
も
、
そ
れ
は
一
種
の
模
作
で
あ
っ
て
、
現
代
の
美
術
と
は
認
め
ら
れ
ま
い
。

数
学
の
よ
う
な
も
の
で
さ
え
、
初
等
幾ア
何
学
で
お
も
し
ろ
い
定
理
を
見
つ
け
た
と
こ
ろ
で
、
幾
何
好
き
は
い
ま
で
も
い
る
か
ら
話
題

に
は
な
る
が
、
学
会
で
発
表
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
し
か
、
そ
の
時
代
の
文
化
と
し
て
生
き
ら

れ
な
い
。

こ
の
初
等
幾
何
と
い
う
の
は
、
歴
史
の
恐
ろ
し
さ
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
と
い
っ
て
も
千
年
ぐ
ら
い
あ
る
の
だ
が
、
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
だ
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
だ
の
と
い
う
の
は
、
そ
の
ま
ん
な
か
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
幾
何
学
は
そ
の
後
の
数
百

年
に
わ
た
っ
て
栄
え
た
。

　

Ａ　

、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
こ
ろ
は
わ
り
と
あ
り
ふ
れ
た
定
理
だ
っ
た
の
だ
が
、
メ
ネ
ラ
ウ
ス
だ
の
パ
ッ
プ
ス
だ
の
の
名
を 

与
え
ら
れ
た
凝イ
っ
た
定
理
は
そ
の
後
の
数
百
年
の
ほ
う
に
あ
る
。
不
思
議
な
お
も
し
ろ
い
発
見
は
む
し
ろ
そ
ち
ら
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
い
ま
か
ら
考
え
る
と
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
こ
ろ
だ
け
で
十
分
間
に
合
っ
て
ま
す
、
と
い
う
気
分
な
の
だ
。

こ
れ
と
同
じ
気
分
を
、
若
い
こ
ろ
に
凝
っ
て
い
た
江
戸
音
楽
で
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
技
巧
を
こ
ら
し
た
り
趣
向
の
お
も
し
ろ
い
の

は
、
文
化
文
政
か
ら
の
十
九
世
紀
な
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
に
、
十
八
世
紀
の
宝
暦
明
和
ご
ろ
だ
け
で
、
も
う
十
分
間
に
合
っ
て
ま
す
、

と
い
う
気
分
が
し
て
き
た
の
だ
。

文（
１
）化

と
し
て
の
枠
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
あ
と
は
そ
の
枠
の
な
か
で
こ
と
が
進
行
す
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
趣
味
と
し
て
お
も
し
ろ
い

の
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
オ
タ
ク
の
世
界
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
文
化
と
し
て
セａ
ン
レ
ン
さ
れ
た
と
言
お
う
が
、
爛
熟
し
た
と

言
お
う
が
、
生
命
力
と
い
う
点
で
は
先
細
り
の
よ
う
に
思
う
の
だ
。

現
代
の
文
化
に
し
て
も
、
美
術
に
し
ろ
科
学
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
生
活
の
ス
タ
イ
ル
に
し
ろ
、
枠
と
し
て
完
成
し
て
い
る
も
の
ほ
ど
、

そ
の
生
命
力
に
つ
い
て
の
疑
念
を
感
じ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
文
化
が
衰
退
し
て
い
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。　

Ｂ　

、
そ
の

枠
の
な
か
で
繁ウ
栄
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
に
、現
実
に
そ
の
な
か
に
い
る
と
、枠
は
あ
ま
り
意
識
で
き
な
い
。
そ
し
て
、結
構
そ
れ
は
凝
っ

た
お
も
し
ろ
さ
に
満
ち
て
い
る
。

生
命
を
連
想
す
る
な
ら
、
壮エ
年
は
成
長
の
停
止
で
あ
っ
て
も
老
化
を
意
識
し
な
い
の
と
似
て
い
る
。
た
だ
し
、
未
成
熟
の
青
春
を 

サｂ
ン
ビ
す
る
気
は
な
い
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
こ
え
よ
う
な
ど
と
、
枠
の
外
へ
と
あ
が
い
て
も
、
枠
は
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も

の
だ
か
ら
、せ
い
ぜ
い
が
悪
あ
が
き
だ
。
そ
の
う
え
に
ぼ
く
な
ど
は
、い
く
ら
か
衰①
退
の
気
分
の
あ
る
文
化
に
思
い
い
れ
を
し
て
し
ま
っ

た
り
も
す
る
。
老
い
も
ま
た
、
ち
ょ
っ
と
い
い
も
ん
だ
。

そ
れ
で
も
こ（
２
）の

こ
と
は
、
文
化
的
伝
統
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
逆
説
的
な
状
況
を
語
っ
て
い
る
。
時
代
を
生
き
る
た
め

に
は
、
そ
の
時
代
と
し
て
の
枠
が
な
け
れ
ば
安
定
し
な
い
。
し
か
し
伝
統
が
安
定
を
志
向
し
だ
す
と
、
枠
の
な
か
だ
け
で
充
足
す
る
よ

う
に
な
る
。
新
奇
な
も
の
が
つ
け
加
わ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
伝
統
の
枠
の
な
か
の
世
界
の
物
語
に
す
ぎ
な
い
。

学
問
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
あ
る
分
野
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
て
学
派
を
も
た
ら
す
こ
ろ
に
は
、
論
文
生
産
が

リｃ
ュ
ウ
セ
イ
で
あ
ろ
う
と
、も
う
そ
の
あ
た
り
で
十
分
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
学
派
の
繁
栄
は
続
く
し
、伝
統
は
守
ら
れ
よ
う
と
す
る
が
、

時
代
を
生
き
る
こ
と
か
ら
は
、
と
り
残
さ
れ
て
い
く
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ギ
リ
シ
ア
幾
何
学
に
せ
よ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
に
せ
よ
、
江
戸
音
楽
に
せ
よ
、
そ
の
生
産
に
た
ず
さ
わ
っ

て
い
な
い
現
代
か
ら
見
て
、
や
は
り
い
い
も
の
だ
。
た
だ
、
い
ま
の
時
代
の
も
の
で
は
な
い
。
机（
３
）の

奥
か
ら
出
て
き
た
、
お
じ
い
さ
ん

の
古
い
写
真
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
、
時
代
を
こ
え
て
い
る
か
ら
い
い
。
お
じ
い
さ
ん
は
も
う
死
ん
で

し
ま
っ
た
の
だ
が
、そ
の
生
命
の
流
れ
と
し
て
現
代
の
ぼ
く
が
生
き
て
い
る
。
死
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、現
代
の
枠
を
こ
え
て
い
る
の
が
、

古
典
と
い
う
も
の
だ
。
そ
し
て
、
お
じ
い
さ
ん
は
死
ん
で
く
れ
な
く
っ
ち
ゃ
、
生
命
の
流
れ
が
続
か
な
い
。

　

Ｃ　

、
古
典
的
伝
統
の
ケｄ
イ
シ
ョ
ウ
な
ん
て
こ
と
に
深
刻
に
な
る
気
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
現
代
文
化
だ
っ
て
永
続
し
な



− 2 −

い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
生
命
の
原
理
だ
。
現
代
に
生
き
て
い
る
と
き
、
生
の
な
か
に
死
を
見
い
だ
す
こ
と
、
そ
れ
が
古
典
と
い

う
も
の
の
い
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
を
生
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
大
事
な
こ
と
な
の
だ
か
ら
。

そ
れ
に
、
文
化
と
い
う
も
の
の
現
代
で
の
繁
栄
の
し
か
た
は
、
と
き
に
は
キｅ
ミ
が
悪
く
な
る
。
文
化
の
一
つ
の
形
で
あ
る
、
民
族
だ

の
国
家
だ
の
と
い
う
の
が
、
こ
の
ご
ろ
は
少
し
繁
栄
し
す
ぎ
て
い
る
。
民
族
だ
っ
て
国
家
だ
っ
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
簡
単
に
滅
び
た
ほ

う
が
い
い
。
そ
の
滅
び
の
歌
は
、
古
典
と
し
て
死
者
の
ア
ル
バ
ム
に
カｆ
ザ
っ
て
お
け
ば
よ
い
。

と
い
う
わ
け
で
、
ぼ（
４
）く

は
こ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
時
代
を
生
き
る
こ
と
に
、
い
く
ら
か
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
人
間
は
、
そ

の
時
代
を
生
き
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
も
の
だ
。
文
化
的
に
時
代
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
。　

Ｄ　

、
う
ん
ざ
り
し
な
が
ら
時
代
と
寝

る
こ
と
に
し
て
い
る
。

時
代
と
い
う
浮
気
女
は
、
そ
の
時
代
と
寝
る
男
た
ち
を
裏
切
り
、
彼
ら
を
埋
葬
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
生
命
と
い
う
も
の
だ
。
裏

切
り
を
恐
れ
て
反
時
代
的
に
な
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

で
も
、
文
化
だ
の
伝
統
だ
の
と
い
っ
た
も
の
が
、
偶②
然
の
は
か
な
い
糸
で
し
か
つ
な
が
っ
て
い
か
ぬ
こ
と
ぐ
ら
い
は
覚
悟
し
て
お
こ

う
。
文
化
は
連
続
し
て
い
る
か
と
い
う
問
い
は
、
生
命
は
連
続
し
て
い
る
か
と
い
う
問
い
に
似
て
い
る
。
そ
こ
で
血
縁
幻
想
は
う
っ
と

う
し
い
。
そ
れ
に
、こ
の
地
球
の
生
命
に
と
っ
て
、人
間
な
ん
て
ほ
ん
の
一
部
分
で
、ま
し
て
そ
の
文
化
な
ん
て
ど
う
と
い
う
こ
と
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
ぼ
く
は
、
こ
の
時
代
の
文
化
に
よ
り
か
か
っ
て
生
き
て
い
る
。

（
森
毅『
考
え
す
ぎ
な
い
ほ
う
が
う
ま
く
い
く
』）

設
問
一　
傍
線
部
ア
か
ら
エ
の
漢
字
を
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
二　
傍
線
部
ａ
か
ら
ｆ
の
片
仮
名（
カ
タ
カ
ナ
）を
漢
字
に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
三　
　

Ａ　

～　

Ｄ　

に
は
、
ど
ん
な
接
続
詞
（
つ
な
ぎ
こ
と
ば
）
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
語

を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
語
は
二
度
以
上
使
わ
な
い
こ
と
。

ア　

む
し
ろ　
　

イ　

そ
れ
で　
　

ウ　

し
か
も　
　

エ　

だ
か
ら

設
問
四　
傍
線
①
「
衰
退
」
と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア　

保
養　
　

イ　

最
高　
　

ウ　

急
病　
　

エ　

開
閉

設
問
五　
傍
線
②「
偶
然
」の
対
義（
反
対
の
意
味
を
表
す
）と
な
る
二
字
の
熟
語
を
書
き
な
さ
い
。

設
問
六　
傍
線（
1
）「
文
化
と
し
て
の
枠
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
あ
と
は
そ
の
枠
の
な
か
で
こ
と
が
進
行
す
る
」と
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
文
化
を
、
筆
者
は
何
と
表
現
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
本
文
中
か
ら
十
字
以
上
、
十
五
字

以
内
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

設
問
七　
傍
線
（
2
）「
こ
の
こ
と
は
、
文
化
的
伝
統
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
逆
説
的
な
状
況
を
語
っ
て
い
る
」
と
は
、

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
四
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

設
問
八　
傍
線
（
3
）「
机
の
奥
か
ら
出
て
き
た
、
お
じ
い
さ
ん
の
古
い
写
真
」
は
何
の
比
喩
か
。
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、

本
文
中
か
ら
二
字
の
熟
語
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

設
問
九　
傍
線（
4
）「
ぼ
く
は
こ
の
と
こ
ろ
、
こ
の
時
代
を
生
き
る
こ
と
に
、
い
く
ら
か
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
」の
は
な
ぜ
か
。
次

の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

筆
者
は
、
か
つ
て
の
よ
う
に
い
い
も
の
を
生
産
で
き
な
い
現
代
文
化
は
、
き
っ
と
長
続
き
し
な
い
だ
ろ
う
と
、
悲
観

的
に
な
っ
て
い
る
か
ら
。

イ　

筆
者
は
、
現
代
の
文
化
は
ち
ょ
っ
と
オ
タ
ク
の
世
界
の
よ
う
だ
と
感
じ
て
い
て
、
あ
ま
り
面
白
い
も
の
で
は
な
く
な
っ

た
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。
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ウ　

筆
者
は
、
壮
年
に
な
っ
て
も
う
成
長
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
自
分
の
手
で
新
し
い
文
化
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
意

欲
を
持
て
な
く
な
っ
た
か
ら
。

エ　

筆
者
は
、
人
間
が
時
代
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
時
代
が
裏
切
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
か
ら
。
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問
題
二

自
分
の
こ
と
は
自
分
の
力
で
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
と
い
う
負
け
ず
嫌
い
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
自
尊
心
の
高
さ
と

も
言
え
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
う
ま
く
運
べ
ば
、
人
に
は
ま
ね
の
で
き
な
い
技
術
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
と（
１
）き

に
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
孔
子
の
「
わ
た
し
は
あ
る
と
き
三
日
三
晩
寝
な
い
で
考
え
つ
づ
け
た
が
、

な
に
も
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
を
読
ん
で
学
ぶ
に
ま
さ
る
こ
と
は
な
い
」と
い
う
言
葉
が
あ
る（『
論
語
』）。
ま
し
て
、大
学
に
入
っ

た
学
生
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
キａ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
し
、
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

Ａ　

な
か
に
は
「
自
分
は
人
か
ら
影
響
を
受

け
た
く
な
い
の
で
本
は
読
ま
な
い
」と
い
う
学
生
が
い
る
。
言
わ
れ
た
こ
ち
ら
は
愕
然
と
す
る
し
か
な
い
。

負
け
ず
嫌
い
が
さ
ら
に
高ア
じ
る
と
、
人
と
話
し
て
い
る
と
き
、
な
に
か
と
自
分
の
知
識
や
意
見
を
ひ
け
ら
か
す
タ
イ
プ
が
う
ま
れ
る
。

常
に
自
分
が
相
手
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
の
だ
ろ
う
。

「　

Ⅰ　

」と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
支
え
に
な
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
目
に
見
え
る
も
の
、
耳
に
聞
こ
え
る
も
の
な
ど
、
ど
れ
も
疑
お
う
と
す
れ
ば
疑
え
る
が
、
わ
た
し
が
考
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
疑
っ
て
い
る
の
も
自
分
自
身
だ
か
ら
だ
。　

Ｂ　

わ
た
し
が
存
在
す
る

こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
も
ひ
と
え
に
わ
た
し
が
考
え
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

負
け
ず
嫌
い
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
よ
り
も
少
し
で
も
上
を
目
指
し
、
す
こ
し
で
も
自
分
の
位
置
を
高

め
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
い
と
い
う
「　

Ⅱ　

」
を
伴
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
＊
西
研
は
非
常
に
う①
が
っ
た
こ
と
を
述
べ
た

（『
大
人
の
た
め
の
哲
学
授
業
』）。
い
わ
ゆ
る〝
地
方
〟に
生
ま
れ
、〝
封イ
建
的
〟な
土
地
柄
で
育
っ
た
者
は
、少
し
で
も
成
績
を
あ
げ
て〝
中

央
〟の
大
学
に
進
み
、都
会
で
就
職
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て〝
封
建
的
〟な
故
郷
と
は
違
う
世
界
に
で
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
少
し
で
も〝
上
の
ス
テ
ー
ジ
〟に
あ
が
ろ
う
と
す
る
人
に
と
っ
て「　

Ⅲ　

」は
ど
こ
か
遠
い
場
所
に
い
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
十
九
世
紀
以
来
の
近
代
化
、
都
市
化
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
が
あ
る
。〝
中
央
〟
で
満
足
で
き
な
い
者
は
欧
米

に
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
、
近
代
哲
学
の
上
昇
志
向
と
も
相
即
し
て
い
る
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ド
イ
ツ
観
念
論
を
代
表
す
る
十
九
世
紀
の
哲
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヘ
ー
ゲ
ル（
一
七
七
〇
︱
一
八
三
一
）の

「
弁
証
法
」
だ
。
弁
証
法
と
は
、
他
者
と
の
〝
出
会
い
〟
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
よ
り
高
次
の
次
元

へ
と
上
昇
し
て
ゆ
く
ソｂ
ウ
チ
で
も
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
分
一
人
の
力
で
一
人
前
の
存
在
に
な
れ
る
者
は
だ
れ
も
い
な
い
。
ひ
と
は
必
ず
、
そ
う
し
た
自
分
を
認
め

て
く
れ
る
存
在
を
必
要
と
す
る
。
自
分
を
慕ウ
っ
て
く
る
子
分
や
テｃ
シ
タ
、
部
下
の
よ
う
な
存
在
、
あ
る
い
は
教
え
子
や
家
族
な
ど
に
自

分
を
崇あ

が

め
、
尊
敬
し
て
も
ら
っ
て
は
じ
め
て
、
ひ
と
は
一ひ
と

廉か
ど

の
者
と
し
て
の
自
信
を
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
じ
つ
は
両エ
刃
の
剣
で
あ
る
。
当
初
は
、
自
分
が
優
れ
て
い
る
か
ら
、
ひ
と
が
尊
敬
し
て
く
れ
る

と
わ
た
し
は
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
自
分
が
一
廉
の
者
と
し
て
の
自
信
を
持
て
る
の
も
、
ひ
と
え
に
だ
れ
か
が
自
分

を
慕
っ
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
自
分
あ
っ
て
の
子
分
で
は
な
く
、
子
分
あ
っ
て
の
自
分
で
あ
る
。
自
分
は
一
人
前
の
存
在
だ
と
思
っ
て
い

た
ら
、
じ
つ
は
、
子
分
に
イｄ
ゾ
ン
す
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

本
当
に
一
人
前
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
、
ま
た
別
の
道
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
他
人
に
よ
っ
て
認
め
て
も

ら
う
ま
で
も
な
く
、
自
分
で
自
分
を
律
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク
な
あ
り
方
だ
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
あ
り
方
も
他
人
と
マｅ
ジ
わ
る
こ
と
の
で
き

な
い
寂
し
い
あ
り
方
で
あ
り
、
長
く
は
続
か
な
い
。

あ
る
状
態（「
正
」「
定
立
」）が
達
成
で
き
て
も
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ（「
反
」「
反
対
定
立
」）、
よ
り
高
次
の
レ
ベ
ル（「
合
」「
綜
合
定

立
」）
に
進
ん
で
ゆ
く
運
動
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
弁
証
法
」
と
言
う
。
弁
証
法
と
は
け
っ
し
て
Ｃ

上
の
Ｄ

論
で
は
な
く
、
人
間
誰
も

が
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
だ
。

だ
が
、
そ
う
考
え
る
と
逆
に
、
一
つ
の
あ
り
方
に
コｆ
シ
ツ
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
不
思
議
に
思
え
て
く
る
。
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い
ず
れ
に
し
て
も「（
２
）

自
分
は
自
分
」と
い
う
思
い
こ
み
は
あ
っ
け
な
く
挫
折
す
る
。（

貫
成
人『
哲
学
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』　

一
部
改
変
）

（
註
）＊
西
研　

日
本
の
哲
学
者
。

設
問
一　
傍
線
ア
か
ら
エ
の
漢
字
を
平
仮
名（
ひ
ら
が
な
）に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
二　
傍
線
ａ
か
ら
ｆ
の
片
仮
名（
カ
タ
カ
ナ
）を
漢
字
に
書
き
換
え
な
さ
い
。

設
問
三　
　

Ａ　

、　

Ｂ　

に
は
、
ど
ん
な
接
続
詞
（
つ
な
ぎ
こ
と
ば
）
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も

の
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ま
し
て　
　

イ　

そ
れ
ゆ
え　
　

ウ　

な
お　
　

エ　

と
こ
ろ
が

設
問
四　
傍
線
①
「
う
が
っ
た
こ
と
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

本
来
は
、
伏
せ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
こ
と

イ　

物
事
の
本
質
を
捉
え
て
い
る
こ
と

ウ　

多
く
の
人
が
正
し
い
と
考
え
て
い
る
こ
と

エ　

多
分
、
そ
う
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
こ
と

設
問
五　
　

Ｃ　

、　

Ｄ　

に
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
を
補
い
、
適
当
な
言
葉
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

設
問
六　
傍
線（
1
）「
と
き
に
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」は
、
筆
者
の
、
何
に
対
す
る
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
を
述
べ
た

も
の
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
「
寝
な
い
で
考
え
つ
づ
け
た
が
、
な
に
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
」と
い
う
孔
子
に
、
同
情
す
る
気
持
ち
。

イ　
「
本
は
読
ま
な
い
」と
い
う
学
生
の
、
は
き
違
え
た
自
尊
心
を
批
判
す
る
気
持
ち
。

ウ　

知
識
や
意
見
を
ひ
け
ら
か
す
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
、
反
省
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
。

エ　

少
し
で
も
上
を
目
指
す
た
め
、
都
会
で
就
職
し
よ
う
と
す
る
者
の
、
短
絡
的
な
考
え
を
あ
ざ
笑
う
気
持
ち
。

設
問
七　
　

Ⅰ　

、　

Ⅲ　

に
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
の
組
み
合
わ

せ
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

Ⅰ　

自
分
は
自
分　
　

Ⅲ　

自
分
自
身

イ　

Ⅰ　

理
想
の
自
分　
　

Ⅲ　

本
当
の
自
分

ウ　

Ⅰ　

自
分
は
自
分　
　

Ⅲ　

本
当
の
自
分

エ　

Ⅰ　

自
分
自
身　
　
　

Ⅲ　

理
想
の
自
分

設
問
八　
　

Ⅱ　

に
は
ど
ん
な
語
句
が
入
る
か
。
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
本
文
中
か
ら
四
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

設
問
九　
傍
線
（
2
）「『
自
分
は
自
分
』
と
い
う
思
い
こ
み
は
あ
っ
け
な
く
挫
折
す
る
」
の
は
な
ぜ
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て

三
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

設
問
十　
本
文
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

負
け
ず
嫌
い
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
は
、
少
し
で
も
上
を
目
指
す
た
め
に
、
つ
ね
に
自
分
自
身
を
疑
っ
て
い
る
。

イ　

十
九
世
紀
以
来
の
近
代
化
、
都
市
化
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
よ
り
、〝
封
建
的
〟
な
故
郷
を
離
れ
て
都
会
で
暮
ら

し
た
い
と
考
え
る
者
が
増
え
た
。

ウ　

一
人
前
の
存
在
に
な
る
に
は
、
他
人
に
認
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
を
律
す
る
ス
ト
イ
ッ
ク

な
生
き
方
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

エ　

他
者
と
の〝
出
会
い
〟に
よ
っ
て
、よ
り
高
次
の
レ
ベ
ル
に
進
ん
で
ゆ
く
力
は
、あ
ら
ゆ
る
人
を
巻
き
込
む
も
の
で
あ
る
。








