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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

【
50
点
】

　
人
間
が
こ
の
世
に
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
を
取
り
巻
く
環
境
の
な
か
で
、
う
ま
く
生
き
て

ゆ
く
た
め
に
は
、
環
境
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
知
り
、
そ
の
仕
組
み
を

知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
ア
自
然
科
学
の
知
が
大
き
い
役
割

を
果
た
す
。
自
然
科
学
の
知
を
得
る
た
め
に
、
人
間
は
自
分
を
対
象
か
ら

切
り
離
し
て
、
客
体
を
観
察
し
、
そ
こ
に
多
く
の
知
識
を
得
た
。
太
陽
を

観
察
し
て
、
そ
れ
が
灼し

ゃ
く

熱ね
つ

の
球
体
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
住
ん
で
い
る
地

球
は
自
転
し
つ
つ
、
そ
の
周
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
知
識
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
太
陽
の
運
行
を
説
明
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
の
知
は
、「
自
分
」を
環
境
か
ら
切
り
離
し
て
得

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
誰だ

れ

に
対
し
て
も
１
フ
遍
的
に
通
用
す
る
点
で
、
大

き
い
強
み
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
の
知
は
ど
こ
で
も
通
用
す
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
一い

っ

旦た
ん

切
り
離
し
た
自
分
を
、
全
体
の
な
か
に
入
れ
、
自
分

と
い
う
存
在
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。
な
ぜ
、
自

分
は
こ
の
よ
う
な
太
陽
の
運
行
と
関
連
す
る
地
球
に
住
ん
で
い
る
の
か
。

自
分
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
な
ど
と
考
え
は
じ
め
る
と
き
、

自
然
科
学
の
知
は
役
に
立
た
な
い
。
そ
れ
は
、
出
発
の
最
初
か
ら
、
自
分

を
抜
き
に
し
て
得
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
太
陽
の

12

動
き
や
、
は
た
ら
き
は
、
自
分
と
無
関
係
に
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
他ほ

か

な
ら
ぬ
自
分
と
い
う
存
在
と
、
太
陽
と
は
、
ど
う
か
か
わ
る
か
。

　
太
陽
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
イ
確
た
る
知
を
持
っ
て
生
き

て
い
る
人
た
ち
に
つ
い
て
、
ユ※

１
ン
グ
は
彼
の
自
伝
の
な
か
で
述
べ
て
い
る

（『
ユ
ン
グ
自
伝
Ⅱ
』）。
ユ
ン
グ
が
旅
を
し
て
プ※

２
エ
ブ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

を
訪
ね
て
行
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
、
彼
ら

の
宗
教
的
儀
式
や
祈
り
に
よ
っ
て
、
太
陽
が
天
空
を
運
行
す
る
の
を
助
け

て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
屋
根
に
住
ん
で
い
る

人
間
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は
太
陽
の
息
子
た
ち
。
そ
し
て
わ
れ
ら
の
宗
教

に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
毎
日
、
わ
れ
ら
の
父
が
天
空
を
横
切
る
手
伝
い

を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
全
世
界
の
た

め
な
ん
だ
」と
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
一
人
は
語
っ
た
。
彼
ら
は
全
世
界
の
た

め
、
太
陽
の
息
子
と
し
て
の
勤
め
を
果
た
し
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、ユ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に『
自
伝
』の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。

　「
そ
の
と
き
、
私
は
一
人
一
人
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
み
ら
れ
る
、
静
か

な
た
た
ず
ま
い
と『
気
品
』の
よ
う
な
も
の
が
な
に
に
由
来
す
る
の
か
が
分

か
っ
た
。
そ
れ
は
太
陽
の
息
子
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
。
彼
の
生

活
が
宇
宙
論
的
意
味
を
帯
び
て
い
る
の
は
、
彼
が
父
な
る
太
陽
の
、
つ
ま

り
生
命
全
体
の
保
護
者
の
、
日ひ

毎ご
と

の
出
没
を
助
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

　
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
は
、
彼
ら
の「
ウ
神
話
の
知
」を
生
き
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
ユ
ン
グ
が
羨せ

ん

望ぼ
う

を
禁
じ
得
な
い「
Ｂ
気
品
」を
も
っ
て
生
き
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、近
代
人
は
何
と
せ
か
せ
か
と
生
き
て
い
る
こ
と
か
。

近
代
人
は
エ
豊
か
な
科
学
の
知
と
、
極
め
て
貧
困
な
精
神
と
を
も
っ
て
生

き
て
い
る
。
こ
こ
で
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
た
ち
が
彼
ら
の
神
話
の
知
を
、
太

陽
の
運
行
に
か
か
わ
る「
説
明
」と
し
て
提
出
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
幼
２
チ
さ
を
笑
い
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、Ｃ
そ
れ
を
、

自
分
を
も
入
れ
こ
ん
だ
世
界
を
、
ど
う
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
か
と
い
う
、
コ※

３

ス
モ
ロ
ジ
ー
と
し
て
論
じ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
笑
っ
て
ば
か
り
は
居
ら

れ
な
い
。

　
自
然
科
学
の
知
が
あ
ま
り
に
有
効
な
の
で
、
近
代
人
は
誤
っ
て
、
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
を
さ
え
、
オ
近
代
科
学
の
知
の
み
に
頼
ろ
う
と
す
る
愚
を
犯
し

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
然
科
学
の
知
を
そ
の
ま
ま
自
分
に

「
適
用
」し
て
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
つ
く
る
な
ら
、
自
分
の
３
ヒ
小
さ
、
と
い

う
よ
り
は
存
在
価
値
の
無
さ
に
気
落
ち
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
分
が

い
っ
た
い
何
を
し
た
の
か「
計
量
可
能
」な
も
の
に
よ
っ
て
測
定
し
て
み

る
。
相
当
な
こ
と
を
し
た
と
思
う
人
で
も
、
宇
宙
の
広
さ
に
比
べ
る
と
無

に
等
し
い
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
特
に
、
死
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ

は
ま
す
ま
す
無
意
味
さ
を
増
し
て
く
る
。

　
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
う
す
う
す
気
づ
い
て
く
る
と
、
自
分
の
存
在
価

値
を
見み

出い
だ

す
た
め
に
、
安
易
な「
神
話
」で
も
つ
く
り
出
す
よ
り
仕
方
が
な

く
な
っ
て
、「
若
い
と
き
に
は
」自
分
は
ど
う
し
た
、
こ
う
し
た
、
と
い
う

よ
う
な
安
価
な「
神
話
」を
語
っ
て
、
近
所
迷
惑
な
こ
と
を
す
る
。
あ
る
い

は
、宗
教
家
と
い
う
人
た
ち
も
、コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
語
る
よ
り
は
、

67

安
易
な
道
学
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、「
よ
い
こ
と
」を
、
こ
れ
ほ

ど
沢た

く

山さ
ん

し
て
い
る
、
と
い
う
く
ら
い
の
こ
と
を
誇
り
と
し
な
い
と
、
自
分

の
存
在
価
値
を
示
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
古
来
か
ら
あ
る
神
話
を
、
事
象
の「
説
明
」で
あ
る
と
考
え
、
未
開
の
時

代
の
自
然
科
学
の
よ
う
に
誤
解
し
た
た
め
、
神
話
や
昔
話
な
ど
の
価
値
を

近
代
人
は
ま
っ
た
く
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。確
か
に
自
然
科
学
に
よ
っ
て
、

自
然
を
あ
る
程
度
支
配
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、そ
れ
と
同
じ
方
法
で
、

自
分
と
世
界
と
の
か
か
わ
り
を
見
よ
う
と
し
た
た
め
、
近
代
人
は
ユ
ン
グ

も
指
４
テ
キ
す
る
よ
う
に
、
貧
し
い
生
き
方
、
セ
カ
セ
カ
し
た
生
き
方
を

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
す
ぐ
に
、
プ
エ
ブ
ロ
・
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
多
く
の
こ
と
を
知
り
す
ぎ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
と

し
て
は
、
自
分
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
つ
く
り
あ
げ
る
べ
く
各

人
が
努
力
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
エ※

４
レ
ン
ベ

ル
ガ
ー
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
自
分
の
無
意
識
の
神
話
産
生
機
能
に
頼

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、

古
来
か
ら
あ
る
神
話
や
昔
話
を「
非
科
学
的
」「
非
合
理
的
」と
い
う
こ
と
で

簡
単
に
５
ハ
イ
斥
す
る
の
で
は
な
く
、そ
の
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
形
で
、

そ
の
意
義
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
河か

わ
い合

隼は
や

雄お『
イ
メ
ー
ジ
の
心
理
学
』に
よ
る
）
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※
１ 　

ユ
ン
グ
―
―
ス
イ
ス
の
精
神
医
学
者
（
一
八
七
五
〜
一
九
六
一
）。
分
析
心
理
学
の
創

始
者
。

※
２ 　

プ
エ
ブ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
―
―
北
ア
メ
リ
カ
南
西
部
に
居
住
し
、
定
着
農
耕
を
営
ん

で
き
た
先
住
民
族
の
総
称
。

※
３ 　

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
―
宇
宙
論
。

※
４ 　

エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
―
―
ス
イ
ス
の
精
神
医
学
者
（
一
九
〇
五
年
生
ま
れ
）。『
無
意
識
の

発
見
』
の
著
が
あ
る
。
＊
―
一
九
九
三
年
死
去
（
編
集
部
注
）
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傍
線
部
１
〜
５
は
熟
語
の
一
部
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の

①
〜
⑤
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。 

（
各
２
点
）

１ 

フ
遍
的

①
　
事
実
と
よ
く
フ
合
し
て
い
る
。 

②
　
そ
れ
は
フ
朽
の
名
作
で
あ
る
。

③
　
パ
ソ
コ
ン
が
職
場
に
フ
及
す
る
。 

④
　
税
金
の
フ
担
を
軽
く
す
る
。

⑤
　
事
件
に
フ
随
し
て
問
題
が
起
こ
る
。 

２　

幼
チ

①
　
生
涯
の
チ
己
に
出
会
う
。 

②
　
世
界
大
会
を
誘
チ
す
る
。

③
　
会
議
に
よ
く
チ
刻
す
る
。 

④
　
川
に
チ
魚
を
放
流
す
る
。

⑤
　
厚
顔
無
チ
と
責
め
ら
れ
た
。 

３　

ヒ
小

①
　
ヒ
境
へ
の
旅
を
企
画
す
る
。 

②
　
罪
状
を
ヒ
認
す
る
。

③
　
ヒ
凡
な
才
能
の
持
ち
主
で
あ
る
。 
④
　
ヒ
近
な
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。

⑤
　
安
全
な
場
所
ヘ
ヒ
難
す
る
。 

４　

指
テ
キ

①
　
あ
の
二
人
は
好
テ
キ
手
だ
。 

②
　
汚
職
を
テ
キ
発
す
る
。

③
　
快
テ
キ
な
生
活
が
約
束
さ
れ
る
。 

④
　
内
容
を
端
テ
キ
に
説
明
す
る
。

⑤
　
窓
ガ
ラ
ス
に
水
テ
キ
が
つ
く
。 

５　

ハ
イ
斥

①
　
三
回
戦
で
ハ
イ
退
す
る
。 

②
　
核
兵
器
の
ハ
イ
絶
を
訴
え
る
。

③
　
ハ
イ
気
ガ
ス
が
空
気
を
汚
す
。 

④
　
そ
れ
は
ハ
イ
信
行
為
で
あ
る
。

⑤
　
細
か
な
ハ
イ
慮
に
欠
け
る
。 
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波
線
部
ア
〜
オ
に
用
い
ら
れ
て
い
る「
知
」を
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
ａ
・
ｂ
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

分
け
る
と
す
る
と
、ど
の
よ
う
に
分
け
た
ら
よ
い
か
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
〜
⑥
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

（
6
点
）

① 
ａ
　
自
然
科
学
の
知
、
確
た
る
知
、
豊
か
な
科
学
の
知

　 

ｂ
　
神
話
の
知
、
近
代
科
学
の
知

② 

ａ
　
自
然
科
学
の
知
、
確
た
る
知
、
近
代
科
学
の
知

　 

ｂ
　
神
話
の
知
、
豊
か
な
科
学
の
知

③ 

ａ
　
自
然
科
学
の
知
、
豊
か
な
科
学
の
知
、
近
代
科
学
の
知

　 

ｂ
　
確
た
る
知
、
神
話
の
知

④ 

ａ
　
自
然
科
学
の
知
、
近
代
科
学
の
知

　 

ｂ
　
確
た
る
知
、
神
話
の
知
、
豊
か
な
科
学
の
知

⑤ 

ａ
　
自
然
科
学
の
知
、
豊
か
な
科
学
の
知

　 

ｂ
　
確
た
る
知
、
神
話
の
知
、
近
代
科
学
の
知

⑥ 

ａ
　
自
然
科
学
の
知
、
確
た
る
知

　 

ｂ
　
神
話
の
知
、
豊
か
な
科
学
の
知
、
近
代
科
学
の
知 

問
2
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傍
線
部
Ａ「
確
た
る
知
を
持
っ
て
生
き
て
い
る
」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
①
〜
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

（
８
点
）

①
　
固
有
の
信
仰
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
宙
に
お
け
る
自
己
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

②
　
自
然
科
学
を
無
視
し
て
、
自
ら
を
中
心
と
す
る
宇
宙
観
で
し
か
行
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
。

③
　
自
分
と
自
分
を
取
り
ま
く
宇
宙
と
の
関
係
を
科
学
的
に
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
。

④
　
自
ら
が
な
に
よ
り
も
こ
の
宇
宙
の
中
心
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

⑤
　
自
分
と
い
う
存
在
な
し
に
は
宇
宙
は
あ
り
え
な
い
と
思
い
こ
ん
で
、
自
己
を
賛
美
す
る
と
い
う
こ
と
。 

問
3
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傍
線
部
Ｂ「
気
品
」と
あ
る
が
、
そ
の
気
品
は
、
何
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

（
８
点
）

①
　
自
分
た
ち
が
、
宇
宙
全
体
の
支
え
で
あ
り
、
そ
の
宇
宙
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
自
負
か
ら
。

②
　
自
分
た
ち
は
、
宗
教
的
生
活
を
通
じ
て
世
界
に
役
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
か
ら
。

③
　
自
分
た
ち
が
、
科
学
で
解
明
で
き
な
い
も
の
ま
で
も
す
べ
て
説
明
で
き
る
と
い
う
誇
り
か
ら
。

④
　
自
分
た
ち
は
、
宗
教
や
儀
式
に
よ
っ
て
、
環
境
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
信
仰
か
ら
。

⑤
　
自
分
た
ち
が
、
宇
宙
全
体
を
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
頂
点
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
自
信
か
ら
。 

問
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傍
線
部
Ｃ「
そ
れ
を
、
自
分
を
も
入
れ
こ
ん
だ
世
界
を
、
ど
う
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
か
と
い
う
、
コ

ス
モ
ロ
ジ
ー
と
し
て
論
じ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
笑
っ
て
ば
か
り
は
居
ら
れ
な
い
」と
あ
る
が
、

な
ぜ「
笑
っ
て
ば
か
り
は
居
ら
れ
な
い
」の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①

〜
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

（
9
点
）

①
　「
自
然
科
学
の
知
」の
科
学
性
が
希
薄
に
な
り
、「
神
話
の
知
」の
優
位
性
を
是
認
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

②
　「
自
然
科
学
の
知
」の
非
科
学
性
が
露
呈
し
、「
神
話
の
知
」の
科
学
性
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
。

③
　「
自
然
科
学
の
知
」の
万
能
性
が
崩
壊
し
、「
神
話
の
知
」の
神
秘
性
が
新
た
な
価
値
基
準
に
な
る
か
ら
。

④
　「
自
然
科
学
の
知
」の
限
界
が
意
識
さ
れ
、「
神
話
の
知
」の
存
在
意
義
を
再
確
認
す
る
必
要
が
出
て
く
る
か
ら
。

⑤
　「
自
然
科
学
の
知
」に
依
存
す
る
現
代
社
会
を
否
定
し
、「
神
話
の
知
」を
母
胎
と
し
た
前
近
代
社
会
を
肯
定
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
。 

問
5

15

第
1
講 

評
論
文 



本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
主
張
に
最
も
よ
く
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑤
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。 

（
9
点
）

①
　
自
然
科
学
の
知
は
、
人
類
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
限
界
も
見
え
は
じ
め
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
科

学
へ
の
依
存
を
断
念
し
、
め
い
め
い
が
そ
の
自
然
観
を
確
立
し
、
古
代
へ
と
回
帰
し
な
が
ら
神
話
の
知
を
再
発
見
す

べ
き
で
あ
る
。

②
　
人
間
存
在
の
証あ

か
し

を
求
め
る
神
話
の
知
は
、
自
然
を
客
体
化
し
て
発
達
し
た
自
然
科
学
の
知
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ

て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
そ
の
客
観
性
を
一
層
深
め
、
そ
れ
を
生
命
の
意
義
の
解
明
に
生
か
す
必
要
が
あ
る
。

③
　
人
間
存
在
の
根
源
は
、
自
然
科
学
の
方
法
だ
け
で
は
把
握
し
き
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
神
話
や
昔
話
に
込
め
ら

れ
た
人
間
の
尊
厳
や
価
値
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
察
し
、
め
い
め
い
の
世
界
観
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
　
近
代
の
自
然
科
学
は
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
恩
恵
と
弊
害
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
に
、
古

代
の
神
話
や
昔
話
の
世
界
に
も
ど
っ
て
、
生
命
や
宇
宙
の
原
初
的
な
意
味
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
　
自
然
科
学
が
い
か
に
発
達
し
て
も
、
広
大
無
辺
な
宇
宙
を
解
明
し
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
限
界
を
打
破

す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
生
の
証
と
し
て
の
神
話
の
知
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
明
し
て
わ
れ
わ
れ
は
は
じ
め
て
永
遠
性
を

獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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