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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

【
50
点
】

　
私
た
ち
は
昼
と
夜
を
ま
っ
た
く
別
の
空
間
と
し
て
体
験
す
る
。
と
く
に

夜
の
闇や

み

の
な
か
に
い
る
と
、
空
間
の
な
か
に
闇
が
溶
け
て
い
る
の
で
は
な

く
、
逆
に
闇
そ
の
も
の
が
空
間
を
形
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え

て
く
る
。
闇
と
空
間
は
一
体
と
な
っ
て
私
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け
る
。

ミ※
１

ン
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
夜
の
闇
を
昼
の「
明
る
い
空
間
」に
対
立
さ
せ
た
う

え
で
、
そ
の
積
極
的
な
価
値
に
注
目
す
る
。

　
…
…
夜
は
死
せ
る
な
に
も
の
か
で
も
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
そ
れ
に
固

有
の
生
命
を
も
っ
て
い
る
。
夜
に
於お

い

て
も
、
私
は
梟ふ

く
ろ
う

の
鳴
き
声
や
仲

間
の
呼
び
声
を
聞
い
た
り
、
は
る
か
遠
く
に
微か

す

か
な
光
が
尾
を
ひ
く
の

を
認
め
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
す
べ
て
の
印
象
は
、

明
る
い
空
間
が
形
成
す
る
の
と
は
全
然
異
な
っ
た
基
盤
の
上
に
、
繰
り

広
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
盤
は
、
生
け
る
自
我
と
一
種
特
別
な

関
係
に
あ
り
、明
る
い
空
間
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
方
で
、

自
我
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
明
る
い
空
間
の
な
か
で
は
、
私
た
ち
は
視
覚
に
よ
っ
て
も
の
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
と
も
の
の
あ
い
だ
、
私
た
ち
と
空
間
の
あ
い

1

だ
を
距
離
が
へ
だ
て
て
い
る
。
距
離
は
物も

の

差さ
し

で
測
定
で
き
る
量
的
な
も
の

で
、
こ
の
距
離
を
媒
介
に
し
て
、
私
た
ち
は
空
間
と
間
接
的
な
関
係
を
結

ぶ
。
私
た
ち
と
空
間
の
あ
い
だ
を「
距
離
」が
へ
だ
て
て
い
る
た
め
、
空
間

が
私
た
ち
に
直
接
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
一
方
、
Ａ
闇
は「
明
る
い
空
間
」と
は
ま
っ
た
く
別
の
方
法
で
私
た
ち
に

は
た
ら
き
か
け
る
。
明
る
い
空
間
の
な
か
で
は
視
覚
が
優
先
し
、
そ
の
結

果
、
他
の
身
体
感
覚
が
抑
制
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
闇
の
な
か
で
は
、
視
覚

に
か
わ
っ
て
、
明
る
い
空
間
の
な
か
で
抑
制
さ
れ
て
い
た
身
体
感
覚
が
よ

び
さ
ま
さ
れ
、
そ
の
身
体
感
覚
に
よ
る
空
間
把
握
が
活
発
化
す
る
。
私
た

ち
の
身
体
は
空
間
に
直
接
触
れ
合
い
、
空
間
が
私
た
ち
の
身
体
に
浸
透
す

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
空
間
と
私
た
ち
は
ひ
と
つ
に
溶
け
あ
う
。
そ
れ

は「
物
質
的
」で
、「
手
触
り
」の
あ
る
も
の
だ
。
明
る
い
空
間
は
よ
そ
よ
そ

し
い
が
、暗
い
空
間
は
な
れ
な
れ
し
い
。
恋
人
た
ち
の
愛
の
さ
さ
や
き
は
、

明
る
い
空
間
よ
り
も
暗
い
空
間
の
な
か
で
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

　
闇
の
な
か
で
は
、
私
た
ち
と
空
間
は
あ
る
共
通
の
雰
囲
気
に
参
与
し
て

い
る
。
私
た
ち
を
支
配
す
る
の
は
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
私
た
ち
を
包
み
こ
む「
深
さ
」の
次
元
で
あ
る
。

そ
れ
は
気
配
に
満
ち
、
神
秘
性
を
帯
び
て
い
る
。

 「
深
さ
」は
私
た
ち
の
前
に
あ
る
の
で
は
な
い
。私
た
ち
の
ま
わ
り
に
あ
っ

て
、
私
た
ち
を
包
み
こ
む
。
し
か
も
私
た
ち
の
五
感
全
体
を
つ
ら
ぬ
き
、
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身
体
全
体
に
浸
透
す
る
共
感
覚
的
な
体
験
で
あ
る
。

　
近
代
の
空
間
が
失
っ
て
き
た
の
は
、
実
は
深
さ
の
次
元
で
あ
る
。
近
代

建
築
が
め
ざ
し
て
き
た
の
は
明
る
い
空
間
の
実
現
で
あ
っ
た
。ピ※

２
ロ
テ
ィ
、

連
続
窓
、
ガ
ラ
ス
の
壁
、
陸
屋
根
は
、
近
代
建
築
が
明
る
い
空
間
を
実
現

す
る
た
め
に
開
発
し
た

１
ソ
ウ
チ
で
あ
る
。
人
工
照
明
の
発
達
が
そ
れ
に

２
ハ
ク
シ
ャ
を
か
け
る
。
明
る
い
空
間
が
実
現
す
る
に
つ
れ
、
Ｂ
視
覚
を

中
心
に
し
た
身
体
感
覚
の
制
度
化
が
す
す
ん
だ
。
視
覚
は
も
の
と
空
間
を

対
象
化
す
る
。
空
間
は
測
定
可
能
な
量
に
還
元
さ
れ
、
空
間
を
支
配
す
る

の
は
距
離
で
あ
り
、
ひ
ろ
が
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
た
が
い
に
異
な
る
意
味
や
価
値
を
帯
び
た「
場
所
性
」が

空
間
か
ら

３
ハ
イ
ジ
ョ
さ
れ
、
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
は
人
工
的
に
均
質

化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
場
所
に
お
け
る
違
い
を
も
た
な

い
ユ※

３
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
均
質
空
間
が
で
き
あ
が
る
。

　
深
さ
は
、空
間
的
に
は
水
平
方
向
に
お
け
る
深
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

幅
に
対
す
る
奥お

く

行ゆ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
均
質
化
さ
れ
た
近
代
の
空
間
に
は

こ
の
奥
行
が
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
均
質
空
間
は
ど
の
場
所
も
無
性

格
で
取
り
換
え
可
能
だ
か
ら
、
奥
行
は
横
か
ら
見
ら
れ
た
幅
で
あ
り
、
奥

行
と
幅
は
相
対
化
さ
れ
た
距
離
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
均
質
空

間
で
は
、
幅
も
奥
行
も「
距
離
」と
い
う
次
元
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、そ
こ
に
あ
る
の
は
空
間
の
ひ
ろ
が
り
だ
け
で
あ
り
、深
さ
が
な
い
。

　
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
が
深
さ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
空

間
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
般
に
西
洋
で
は
、
深
さ
は
水
平
方
向

567

に
お
け
る
深
さ
で
あ
り
、
純
粋
に
空
間
的
な
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
深
さ
は
水
平
方
向
に
お
け
る

深
さ
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
間
的
な
長
さ
を
も
意
味
す
る
。
深
さ
は
空
間

的
で
あ
る
と
と
も
に
時
間
的
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
を
端
的
に
あ
ら
わ
し

た
こ
と
ば
が「
奥
」で
あ
る
。奥
は
日
常
的
に
も
よ
く
使
わ
れ
る
こ
と
ば
だ
。

　
た
と
え
ば
来
客
を
家
の
な
か
に
案
内
す
る
さ
い
、
よ
く「
奥
へ
ど
う
ぞ
」

な
ど
と
い
う
。
具
体
的
に
座
敷
と
か
応
接
間
と
い
わ
ず
に「
奥
」と
い
う
。

こ
の
場
合
の「
奥
」と
は
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
具
体
的
な
部
屋
を
指
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
座

敷
へ
ど
う
ぞ
」「
応
接
間
へ
ど
う
ぞ
」と
い
わ
れ
れ
ば
、
部
屋
の
イ
メ
ー
ジ

を
頭
に
思
い
描
く
こ
と
も
で
き
る
。
だ
が
奥
と
い
わ
れ
る
と
、
少
し
お
お

げ
さ
に
い
え
ば
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
つ
れ
て
行
か
れ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う

一
抹
の
不
安
が
心
を
よ
ぎ
る
。
奥
は
漠
然
と
し
て
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な

い
。
奥
は
具
体
的
な
対
象
物
を
指
す
こ
と
ば
で
は
な
く
、
漠
然
と
あ
る
な

に
も
の
か
を
暗
示
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
日
本
語
に
固

有
な
奥
と
い
う
こ
と
ば
の
深
い
意
味
が
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
こ
ろ
み
に
辞
書
を
引
い
て
み
る
と
、
奥
に
は
次
の
よ
う
な
意
味
が

あ
る
。

「
外（
と
）」「
端（
は
し
）」「
口（
く
ち
）」の
対
。
オ
キ（
沖
）と
同
根
。
空
間

的
に
は
、
入
口
か
ら
深
く
入
っ
た
所
で
、
人
に
見
せ
ず
大
事
に
す
る
所

を
い
う
の
が
原
義
。
そ
こ
に
と
ど
く
に
は
多
く
の
時
間
が
経
過
す
る
の

で
、
時
間
の
意
に
転
ず
る
と
、
晩（
お
そ
）い
こ
と
。
ま
た
、
最
後
・
行
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く
先
・
将
来
の
意
。〈
空
間
的
に
場
所
に
つ
い
て
〉入
口
か
ら
深
く
入
っ

た
所
。最
も
深
く
て
人
の
ゆ
か
な
い
、神
秘
的
な
所
。末
尾
。〈「
道
の
奥
」

の
意
で
〉奥
州
。
み
ち
の
く
。
奥
ま
っ
た
部
屋
。〈
心
理
的
に
大
切
に
す

る
所
の
意
で
〉心
の
底
。
芸
の
秘
奥
。
貴
人
の
妻
の
居
室
。
貴
人
の
妻
。

奥
方
。
夫
人
。〈
時
間
に
転
用
し
て
〉晩（
お
そ
）い
こ
と
。
ま
た
、最
後
。

将
来
。
行
く
先
。

　
要
す
る
に
、
奥
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
到
達
し
が
た
い
最
終
的
な

場
所
、
時
間
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
奥
義
、
奥
伝
と
い

う
こ
と
ば
が
あ
る
よ
う
に
、奥
に
は
空
間
的
、時
間
的
な
意
味
の
ほ
か
に
、

深
遠
で
は
か
り
が
た
い
と
い
う
心
理
的
な
意
味
も
あ
る
。Ｃ
奥
は
空
間
的
、

時
間
的
、
心
理
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
含
み
な
が
ら
ひ
ろ
く
日
本
の
文

化
を
支
え
て
い
る
。

　
奥
を
具
体
的
に
体
験
で
き
る
場
所
に
日
本
の
古
い
神
社
が
あ
る
。
神
社

の
境
内
は
鎮
守
の
森
と
よ
ば
れ
る
深
い
森
に
つ
つ
ま
れ
、
そ
の
森
を
分
け

入
る
よ
う
に
長
い
参
道
が
続
い
て
い
る
。
参
道
は
社
殿
に
向
か
っ
て
ま
っ

す
ぐ
に
の
び
て
い
る
の
で
は
な
い
。
右
に
左
に
折
れ
曲
が
り
、
つ
ま
先
あ

が
り
の
坂
道
に
な
っ
た
り
険
し
い
石
段
に
な
っ
た
り
、
実
に
変
化
に
富
ん

で
い
る
。
参
道
の
両り

ょ
う

脇わ
き

に
は
鳥
居
や
献け

ん

燈と
う

が
い
く
つ
も
な
ら
び
、
う
っ

そ
う
と
し
た
木
立
や
苔こ

け

む
し
た
庭
石
な
ど
と
と
も
に
巧
み
に
配
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
手て

水み
ず

舎や

、
回
廊
、
拝
殿
、
玉
垣
、
正
殿
へ
と
続
く
が
、
神
社

の
中
心
で
あ
る
正
殿
に
は
仏
教
寺
院
の
よ
う
に
偶
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
神
の
依よ

り

代し
ろ

と
し
て
の
鏡
が
あ
る
く
ら
い
だ
。

9

※
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仏
教
寺
院
の
中
心
は
仏
像
と
そ
れ
が
安
置
し
て
あ
る
本
堂
だ
が
、
神
社
に

は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
な
い
。
上※

７
田
篤あ

つ
し

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
神

社
の
中
心
は
む
し
ろ
参
道
で
あ
る
。
見
通
し
の
き
か
な
い
曲
が
り
く
ね
っ

た
参
道
を
一
歩
一
歩

４
フ
み
し
め
な
が
ら
歩
い
て
行
く
と
、
私
た
ち
の
精

神
は
し
だ
い
に
高
揚
し
、
聖
な
る
も
の
に
近
づ
い
て
行
く
よ
う
な
感
じ
を

い
だ
く
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
奥
を
感
じ
る
。
奥
は
最
終
的
な
建
物
で

は
な
く
、
そ
こ
へ
い
た
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
造
形
化
し
た
も
の
だ
と
い

え
る
。

　
奥
に
つ
い
て
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
論
稿
を
発
表
し
た
の
は
槇ま

き

文
彦
氏
で

あ
る
。
槇
氏
は
奥
の
特
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

奥
性
は
最
後
に
到
達
し
た
極
点
と
し
て
、
そ
の
も
の
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
は
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
こ
へ
た
ど
り
つ
く
プ
ロ
セ
ス
に
ド
ラ
マ
と

儀
式
性
を
求
め
る
。
つ
ま
り
高
さ
で
な
く
水
平
的
な
深
さ
の
演
出
だ
か

ら
で
あ
る
。
多
く
の
寺
社
に
至
る
道
が
曲
折
し
、僅わ

ず

か
な
高
低
差
と
か
、

樹
木
の
存
在
が
、
見
え
隠
れ
の
論
理
に
従
っ
て
利
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は

時
間
と
い
う
次※

９
数
を
含
め
た
空
間
体
験
の
構
築
で
あ
る
。

　
奥
は
時
間
的
な
ヨ
ウ

５
ソ
を
含
む
概
念
で
あ
る
。
そ
の
点
、「
間
」と
の

類
似
性
が
考
え
ら
れ
て
興
味
深
い
。
奥
は
純
粋
に
空
間
的
な
意
味
で
の
奥

行
で
は
な
く
、
目
的
へ
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
の
演
出
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
心

の
な
か
に
生
じ
る
心
理
的
な
距
離
感
覚
で
あ
り
、
時
間
感
覚
で
あ
る
。
人

間
の
身
体
感
覚
に
深
く
か
か
わ
る
概
念
だ
と
い
え
る
。
ま
た
槇
氏
は
、
奥
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は「
見
る
人
、
つ
く
る
人
の
心
の
な
か
で
の
原
点
」で
あ
り
、「
見
え
ざ
る

中
心
」だ
と
い
う
。
さ
き
ほ
ど
の「
奥
へ
ど
う
ぞ
」と
い
う
こ
と
ば
に
は
、

案
内
す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
両
者
の
心
の
な
か
の
原
点
に
む
か
っ
て
行
く

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
Ｄ
案
内
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、
す
で
に
奥
の

空
間
体
験
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奥
は
最
終
的
に
到
達
す
べ
き

建
物
や
部
屋
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
こ
へ
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
に
儀
式
と
演

出
を
求
め
る
か
ら
だ
。

（
狩か

の
う野

敏と
し

次つ
ぐ「

住
居
空
間
の
心
身
論—

—

『
奥
』の
日
本
文
化
」に
よ
る
。 

た
だ
し
、
本
文
の
一
部
を
改
変
し
た
）

※
１�　

ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
―
―
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
精
神
科
医
・
哲
学
者
（
一
八
八
五
〜

一
九
七
二
）。
引
用
は
『
生
き
ら
れ
る
時
間
』
に
よ
る
。

※
２�　

ピ
ロ
テ
ィ
、
連
続
窓
、
ガ
ラ
ス
の
壁
、
陸
屋
根
―
―
ピ
ロ
テ
ィ
は
、
二
階
以
上
を
部
屋

と
し
、
一
階
を
柱
だ
け
に
し
た
建
物
の
一
階
部
分
。
連
続
窓
・
ガ
ラ
ス
の
壁
は
、
広
範
な

視
野
を
可
能
に
し
た
近
代
建
築
技
法
。
陸
屋
根
は
、
勾こ
う

配ば
い

が
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
水
平
な

屋
根
。

※
３�　

ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
―
―
紀
元
前
三
〇
〇
年
ご
ろ
の
ギ
リ
シ
ア
の
数
学
者
。
そ
れ
ま
で
の
幾

何
学
を
集
大
成
し
た
。

※
４�　

辞
書
―
―
こ
こ
で
は
『
岩
波
古
語
辞
典
』
を
指
す
。

※
５�　

手
水
舎
、
回
廊
、
拝
殿
、
玉
垣
、
正
殿
―
―
手
水
舎
は
、
神
社
で
参
拝
者
が
手
を
洗
い
、

口
を
す
す
ぐ
た
め
の
水
盤
を
置
く
建
物
。
ち
ょ
う
ず
や
、と
も
読
む
。
回
廊
、拝
殿
、玉
垣
、

正
殿
は
、
い
ず
れ
も
神
社
を
構
成
す
る
施
設
。

※
６�　

依
代
―
―
神
を
祭
る
際
、
神
霊
の
代
わ
り
と
し
て
据
え
た
も
の
。

※
７�　

上
田
篤
―
―
建
築
家
・
建
築
学
者
。
指
摘
は
『
鎮
守
の
森
』
に
よ
る
。

※
８�　

槇
文
彦
―
―
建
築
家
・
建
築
学
者
。
引
用
は
『
見
え
が
く
れ
す
る
都
市
』
に
よ
る
。

※
９�　

次
数
―
―
文
字
因
数
の
数
（
x²
な
ら
２
、
x³
な
ら
３
）
を
指
す
数
学
用
語
。
こ
こ
で
は

複
雑
さ
の
度
合
い
を
示
す
。

11
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傍
線
部
１
～
５
の
漢
字
と
同
じ
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	

ソ
ウ
チ

① 

直
ち
に
ソ
ウ
サ
ク
隊
を
出
す 

② 

大
き
な
ソ
ウ
ド
ウ
を
引
き
起
こ
す

③ 
鍛
練
で
ソ
ウ
ケ
ン
な
身
体
を
つ
く
る 

④ 

面
接
で
の
フ
ク
ソ
ウ
に
気
を
つ
か
う

⑤ 
古
い
チ
ソ
ウ
か
ら
化
石
を
採
る 

 

２	

ハ
ク
シ
ャ

① 

ハ
ク
リ
ョ
ク
に
欠
け
る 

② 

ハ
ク
ジ
ョ
ウ
な
態
度
を
と
る

③ 

ハ
ク
シ
ュ
を
送
る 

④ 

ハ
ク
シ
キ
を
誇
る

⑤ 

ハ
ク
ジ
ョ
ウ
さ
せ
ら
れ
る 

 

３	

ハ
イ
ジ
ョ

① 

す
ぐ
れ
た
人
材
が
ハ
イ
シ
ュ
ツ
す
る 

② 

少
数
意
見
を
ハ
イ
セ
キ
し
な
い

③ 

フ
ハ
イ
し
た
社
会
を
浄
化
し
た
い 
④ 

ハ
イ
シ
ン
行
為
の
責
任
を
問
う

⑤ 

優
勝
し
て
シ
ュ
ク
ハ
イ
を
あ
げ
る 

 

４	

フ
み
し
め

① 

仮
面
ブ
ト
ウ
会
を
開
く 

② 

改
正
案
を
ケ
ン
ト
ウ
す
る

③ 

注
文
が
サ
ッ
ト
ウ
す
る 

④ 

路
面
が
ト
ウ
ケ
ツ
す
る

⑤ 

旅
先
で
ト
ウ
ナ
ン
に
あ
う 

 

５	

ヨ
ウ
ソ

① 

ソ
セ
ン
を
敬
う 

② 

ソ
ゼ
イ
を
課
す

③ 

ソ
ボ
ク
な
人
柄 

④ 

人
間
関
係
が
ソ
エ
ン
に
な
る

⑤ 

つ
い
に
ソ
シ
ョ
ウ
を
起
こ
す 

問
1

12
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傍
線
部
Ａ「
闇
は『
明
る
い
空
間
』と
は
ま
っ
た
く
別
の
方
法
で
私
た
ち
に
は
た
ら
き
か
け
る
」と
あ

る
が
、
そ
の
は
た
ら
き
か
け
は
私
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
す
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
　
視
覚
的
な
距
離
に
よ
っ
て
へ
だ
て
ら
れ
て
い
た
私
た
ち
の
身
体
と
空
間
と
が
親
密
な
関
係
に
な
り
、
あ
る
共
通
の

雰
囲
気
に
と
も
に
参
与
さ
せ
ら
れ
る
。

②
　
物
差
で
測
定
で
き
る
量
的
な
距
離
で
空
間
を
視
覚
化
す
る
能
力
が
奪
わ
れ
、
私
た
ち
の
身
体
全
体
に
浸
透
す
る
共

感
覚
的
な
体
験
も
抑
制
さ
せ
ら
れ
る
。

③
　
距
離
を
媒
介
と
し
て
結
ば
れ
て
い
た
私
た
ち
の
身
体
と
空
間
と
の
関
係
が
変
容
し
、
も
っ
ぱ
ら
視
覚
的
な
効
果
に

よ
っ
て
私
た
ち
を
包
み
込
む
深
さ
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

④
　
視
覚
で
は
な
く
身
体
感
覚
で
距
離
が
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
空
間
と
間
接
的
な
関
係
を
結
ぶ
私
た
ち

の
感
覚
が
活
性
化
さ
せ
ら
れ
る
。

⑤
　
視
覚
の
も
つ
距
離
の
感
覚
が
い
っ
そ
う
鋭
敏
に
な
り
、
私
た
ち
の
身
体
と
空
間
と
が
直
接
触
れ
合
い
、
ひ
と
つ
に

溶
け
合
う
よ
う
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。 

問
2
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傍
線
部
Ｂ「
視
覚
を
中
心
に
し
た
身
体
感
覚
の
制
度
化
が
す
す
ん
だ
」と
あ
る
が
、
そ
れ
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
　
身
体
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
視
覚
が
、
身
体
感
覚
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

②
　
身
体
感
覚
相
互
の
優
劣
関
係
が
、
視
覚
を
軸
に
す
る
か
た
ち
で
統
御
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

③
　
視
覚
以
外
の
身
体
感
覚
が
、
人
為
的
な
力
に
よ
っ
て
退
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

④
　
五
感
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
共
感
覚
を
、
視
覚
だ
け
が
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

⑤
　
視
覚
の
特
権
性
や
優
位
性
を
、
人
々
が
自
発
的
に
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
。 

問
3

14
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傍
線
部
Ｃ「
奥
は
空
間
的
、
時
間
的
、
心
理
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
含
み
な
が
ら
ひ
ろ
く
日
本

の
文
化
を
支
え
て
い
る
」と
あ
る
が
、
そ
の「
奥
」の
例
と
し
て
、
筆
者
は
神
社
の
参
道
を
挙
げ
て

い
る
。
神
社
の
参
道
に
お
け
る
体
験
の
ど
の
よ
う
な
点
に
筆
者
は
注
目
し
て
い
る
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
　
神
社
の
参
道
で
は
、
人
は
神
の
依
代
で
あ
る
鏡
を
安
置
し
て
あ
る
正
殿
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の

神
社
独
特
の
距
離
の
長
さ
を
実
感
で
き
る
点
。

②
　
神
社
の
参
道
で
は
、
人
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
鎮
守
の
森
に
分
け
入
っ
て
い
き
、
信
仰
を
求
め
る
心
が
優
し
く
包

み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
点
。

③
　
神
社
の
参
道
で
は
、
人
は
見
通
し
の
き
か
な
い
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
を
正
殿
に
向
か
っ
て
時
間
を
か
け
て
進
み
、

聖
な
る
も
の
に
近
づ
く
高
揚
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
点
。

④
　
神
社
の
参
道
で
は
、
人
は
献
燈
や
庭
石
を
配
し
た
木
立
の
中
に
続
く
石
段
を
の
ぼ
り
、
自
然
と
人
間
の
精
神
と
が

調
和
し
た
環
境
に
身
を
置
く
充
足
感
を
い
だ
く
こ
と
が
で
き
る
点
。

⑤
　
神
社
の
参
道
で
は
、
人
は
最
終
的
な
建
物
で
あ
る
正
殿
を
め
ざ
し
て
ひ
た
す
ら
歩
き
、
正
殿
の
中
の
鏡
に
向
き
合

う
こ
と
で
そ
れ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
。 

問
4
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傍
線
部
Ｄ「
案
内
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、
す
で
に
奥
の
空
間
体
験
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
」と
あ
る
が
、

そ
れ
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
　「
奥
へ
ど
う
ぞ
」と
言
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
到
達
し
が
た
い「
奥
」を
、
到
達
点
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
そ
こ
に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
心
理
的
な
距
離
や
時
間
と
し
て
感
じ
る
こ
と
。

②
　「
奥
へ
ど
う
ぞ
」と
言
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
空
間
的
な
意
味
を
も
つ「
奥
」を
、
そ
こ
に
い
た
る
測
定
可
能
な
距
離
と

し
て
だ
け
で
は
な
く
、
明
確
に
限
定
さ
れ
た
時
間
と
し
て
も
感
じ
る
こ
と
。

③
　「
奥
へ
ど
う
ぞ
」と
言
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
深
遠
で
は
か
り
が
た
い「
奥
」を
、
数
量
に
還
元
で
き
る
対
象
と
す
る
こ

と
で
、
無
性
格
で
取
り
替
え
可
能
な
距
離
や
時
間
と
し
て
感
じ
る
こ
と
。

④
　「
奥
へ
ど
う
ぞ
」と
言
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
不
安
に
さ
せ
ら
れ
る「
奥
」を
、
案
内
す
る
側
と
さ
れ
る
側
が
同
じ
対
象

物
を
め
ざ
し
て
一
体
感
を
も
つ
こ
と
で
、
親
密
な
距
離
や
時
間
と
し
て
感
じ
る
こ
と
。

⑤
　「
奥
へ
ど
う
ぞ
」と
言
わ
れ
た
と
き
か
ら
、
闇
に
包
ま
れ
て
気
配
に
み
ち
て
い
る「
奥
」を
、
神
秘
的
な
儀
式
が
行
わ

れ
て
い
る
空
間
と
す
る
こ
と
で
、
人
知
を
超
え
た
心
理
的
な
距
離
や
時
間
と
し
て
感
じ
る
こ
と
。 

問
5

16
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こ
の
文
章
で
は
論
を
進
め
る
う
え
で
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
た
り
、
他
の
文
献
を
取
り
上
げ
た

り
し
て
い
る
。
筆
者
が
そ
の
よ
う
な
論
の
進
め
方
を
す
る
意
図
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
Ａ
群
・
Ｂ
群
の
①
～
④
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。 

（
各
４
点
）

Ａ
群①

　
ピ
ロ
テ
ィ
、
連
続
窓
等
の
例
は
、
空
間
を
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
奥
行
と
い
う
存
在
を
消
し
て
き

た
近
代
建
築
の
価
値
観
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

②
　
ピ
ロ
テ
ィ
、
連
続
窓
等
の
例
は
、
人
工
照
明
の
発
達
に
よ
っ
て
ひ
ろ
が
り
の
あ
る
空
間
の
実
現
を
め
ざ
す
よ

う
に
な
っ
て
き
た
近
代
建
築
の
技
術
的
進
歩
を
評
価
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

③
　
ピ
ロ
テ
ィ
、
連
続
窓
等
の
例
は
、
近
代
建
築
が
闇
の
追
放
に
よ
っ
て
も
た
ら
し
た
空
間
の
均
質
化
が
内
包
す

る
問
題
点
を
引
き
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

④
　
ピ
ロ
テ
ィ
、
連
続
窓
等
の
例
は
、
近
代
建
築
が
明
る
い
空
間
を
め
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
深
さ
と
い
う
次
元
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
誤
り
の
重
大
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

Ｂ
群①

　
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
文
章
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
近
代
に
お
け
る
西
洋
と
伝
統
的
な
日
本
と
の
あ
い
だ
の
、

空
間
の
と
ら
え
方
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

②
　
奥
の
意
味
に
つ
い
て
の
辞
書
の
説
明
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
日
本
語
に
固
有
な
奥
の
意
味
が
、
辞
書
な
ど
で

は
表
し
き
れ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
で
あ
る
。

③
　
上
田
篤
の
指
摘
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
神
社
の
参
道
に
関
す
る
考
え
に
は
共
感
し
つ
つ
、
奥
に
つ
い
て
は
対

立
す
る
見
解
を
も
つ
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。

④
　
槇
文
彦
の
文
章
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
奥
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
論
と
し
て
紹
介
し
解
説
を
加
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
説
の
説
得
力
を
高
め
る
た
め
で
あ
る
。 

問
6
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