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■
凡
例

１

①
②
…
は
形
式
段
落
番
号
。
◆
は
、
設
問
。

２

▽
は
、
本
文
の
追
跡
・
分
析
。

３

▼
は
、
読
解
に
関
す
る
技
法
。

４

☆
は
、
記
述
に
関
す
る
技
法
。
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■
前
提

『
現
代
文
キ
ー
ワ
ー
ド
』
第
二
章
「
科
学
」

■
追
跡

①

生
命
倫
理
の
問
題
が
起
こ
っ
て
き
た
の
は
、
決
し
て
そ
ん
な
に
古
い
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
バ
イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
【bioethics

】
生
命
科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
出
生
と
死
へ
の
人
為
的
介
入
が

可
能
に
な
っ
た
結
果
生
じ
た
、
新
し
い
倫
理
的
諸
問
題
に
対
処
す
る
応
用
倫
理
学
の
一
分
野
。
人
工

受
精
・
妊
娠
中
絶
・
脳
死
な
ら
び
に
臓
器
移
植
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
。
患
者
の
自
己
決
定

権
な
ど
を
め
ぐ
る
医
療
倫
理
と
も
関
連
。
生
命
倫
理
。（
大
辞
林
）

②

も
ち
ろ
ん
、
医
療
倫
理
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
、「
ヒ
ポ
ク

ラ
テ
ス
の
誓
い
」
な
ど
、
医
療
者
の
倫
理
と
い
う
問
題
意
識
は
常
に
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、

私
た
ち
が
今
直
面
し
て
い
る
生
命
倫
理
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
◆
問
１
伝
統
的
な
職
能
に
関
わ
る
倫

理
と
は
意
味
合
い
が
違
い
ま
す
。
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
い
や
、
議
論
だ
け
で
は
な
く
て
早

急
に
決
断
を
下
す
必
要
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
で
す
。

▽
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
を
現
代
的
な
言
葉
で
表
し
た
の
がW

M
A

（
世
界
医
師
会
）
の
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
宣
言
（1948

年
）。「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
宣
言
」
医
師
と
し
て
、
生
涯
か
け
て
、
人
類
へ
の
奉
仕
の
為
に

さ
さ
げ
る
、
師
に
対
し
て
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
持
ち
続
け
る
、
良
心
と
尊
厳
を
も
っ
て
医
療
に

従
事
す
る
、
患
者
の
健
康
を
最
優
先
の
こ
と
と
す
る
、
患
者
の
秘
密
を
厳
守
す
る
、
同
僚
の
医
師
を

兄
弟
と
み
な
す
、
そ
し
て
力
の
及
ぶ
限
り
、
医
師
と
い
う
職
業
の
名
誉
と
高
潔
な
伝
統
を
守
り
続
け

る
こ
と
を
誓
う
（
日
本
医
師
会

よ
り
）

H
P

◆
問
１
「
伝
統
的
な
職
能
に
関
わ
る
倫
理
」
と
は
？

文
字
通
り
言
い
換
え
れ
ば
、
昔
か
ら
伝
わ
る
職
業
上
の
倫
理
。
例
を
足
し
た
解
答
例
を
示
す
。

（
解
答
例
）「
医
療
者
に
ギ
リ
シ
ア
時
代
か
ら
伝
わ
る
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
」
の
よ
う
な
、〔
特

定
の
職
業
共
同
体
の
中
で
〕
昔
か
ら
伝
わ
る
職
業
上
の
倫
理
。」

③

言
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
の
生
命
倫
理
の
問
題
が
展
開
さ
れ
る
背
景
に
は
、
科
学
技
術
の
急
速
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な
発
展
が
あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
、
生
物
学
、
生
理
学
、
医
学
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
諸
領
域
が
、

今
で
は
「
ラ
イ
フ
・
サ
イ
エ
ン
ス
（
生
命
科
学
）
」
と
い
う
言
葉
で
括
る
し
か
な
い
ほ
ど
広
範
囲
か

つ
複
雑
に
か
か
わ
り
あ
い
、
進
化
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
そ
こ
に
お
け
る
倫
理
観
と
い
う
も
の
を
、

科
学
者
た
ち
自
身
は
必
ず
し
も
ヒ
リ
ヒ
リ
と
し
た
現
実
感
覚
の
中
で
感
じ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の

で
す
。

④

そ
れ
は
、
科
学
者
共
同
体
が
一
般
社
会
と
隔
絶
し
な
が
ら
科
学
を
進
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
と
、

関
係
し
て
い
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
今
日
、
生
命
科
学
に
の
ぞ
ん
で
も
、
科
学
者
が
自
ら
の
う
ち
に

見
出
だ
す
倫
理
観
と
い
う
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
時
代
の
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
」
と
同
じ
く
仲
間

内
の
行
動
規
範
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
科
学
者
自
身
も
社
会
の
側
も
、
当
た
り
前
の
よ

う
に
し
て
、
こ
う
い
う
状
況
を
歴
史
の
中
で
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
◆
問
２
綻

び
―
―
と
い
う
言
葉
が
適
切
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
―
―
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
も
っ
と
も

顕
著
な
部
分
の
一
つ
が
、
生
命
科
学
の
展
開
に
伴
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
な
っ
て
き
た
、
Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ｉ
（
倫

理
的
・
法
的
・
社
会
的
問
題
）
と
言
わ
れ
る
問
題
で
す
。

◆
問
２
「
綻
び
」
と
は
？

辞
書
で
は
、
比
喩
的
な
意
味
と
し
て
「
現
実
に
合
わ
な
く
な
っ
て
く
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
が
示

さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
を
含
む
一
文
を
、
指
示
内
容
な
ど
を
補
っ
て
言
い
換
え
る
と
、

「
科
学
者
自
身
も
、
社
会
の
側
も
、
こ
う
い
う
状
況
＝
科
学
者
共
同
体
が
一
般
社
会
と
隔
絶
し
て
い

る
状
況
を
歴
史
の
中
で
ご
く
自
然
に
受
け
入
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
綻
び
＝
現
実
と
は
合
わ
な
い
事
態

が
生
ま
れ
て
き
た
。」。
☆
傍
線
部
延
長
・
指
示
内
容
補
填
。
答
案
は
こ
れ
を
使
っ
て
、

（
解
答
例
）
「
こ
れ
ま
で
、
科
学
者
共
同
体
は
、
一
般
社
会
と
隔
絶
し
て
い
る
も
の
だ
と
受
け
止
め

ら
れ
て
来
た
が
、
そ
の
状
況
で
は
、
現
在
の
生
命
倫
理
の
問
題
に
は
対
応
で
き
な
い
事
態
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。」

⑤

私
は
、
こ
こ
で
、
【
読
解
問
題
１
】
か
な
り
大
き
な
歴
史
的
な
転
換
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

⑥

科
学
化
さ
れ
た
社
会
に
「
公
共
的
課
題
」
と
い
う
べ
き
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

Ｅ
Ｓ
細
胞
や
臓
器
移
植
、
生
殖
医
療
の
研
究
や
実
験
に
際
し
て
、
生
命
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
そ

こ
で
何
を
や
っ
て
よ
く
、
何
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
、
従
来
の
よ
う
な
科
学
的

な
判
断
で
は
な
く
、
公
共
的
な
判
断
と
し
て
、
答
え
を
迫
っ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

⑦

こ
の
点
で
、
従
来
の
考
え
方
で
い
け
ば
、
非
常
に
簡
単
な
わ
け
で
す
。
何
か
判
断
に
迷
う
よ
う

な
事
柄
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
分
野
の
科
学
者
共
同
体
に
遡
れ
ば
、
か
な
ら
ず
裁
断
権
が
あ
る
、

と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
の
根
拠
は
、「
専
門
性
の
優
位
」
で
あ
り
「
科
学
的
合
理
性
」
と
言
っ
て

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
政
治
権
力
を
媒
介
に
し
て
、
研
究
の
結
果
が
一
般
社
会
に
影
響
す
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
も
、
政
府
な
ど
に
お
い
て
は
現
在
で
も
、
こ
の
専
門
性
に
優
位
を
置
く
考
え
方
が
残

っ
て
い
ま
す
。
公
聴
会
や
円
卓
会
議
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
を
さ
か
ん
に
試
み
ま
す
が
、
そ
れ
は
◆
問

３
一
種
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
落
と
し
ど
こ
ろ
は
専
門
家
の
裁
断
権
に
委
ね
る
、
と

い
う
発
想
で
す
。
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▽
「
公
共
的
（
社
会
的
）
」
と
「
科
学
的
（
専
門
的
）
」
と
い
う
対
比
を
チ
ェ
ッ
ク
。
「
み
ん
な
で
」

と
「
特
定
の
人
で
」
と
い
う
対
比
だ
。

◆
問
３
「
一
種
の
セ
レ
モ
ニ
ー
」
と
は
？

「
セ
レ
モ
ニ
ー
」
＝
儀
式
。
内
実
を
伴
わ
な
い
形
式
的
な
儀
式
、
と
い
う
意
味
合
い
を
含
む
。
公

聴
会
と
は
一
般
の
人
々
の
意
見
を
聞
く
こ
と
。
☆
文
の
形
を
考
え
る
と
、「
形
式
的
に
は
～
だ
が
、

実
質
的
に
は
～
」
と
い
う
対
比
を
思
い
つ
く
。
☆
対
比
的
に
書
く
、
と
、
書
き
落
と
し
を
防
ぎ
、
シ

ャ
ー
プ
に
書
け
る
。
覚
え
て
お
い
て
ほ
し
い
。

（
解
答
例
）「
形
式
的
に
は
一
般
の
人
々
の
意
見
を
聞
く
が
（
そ
れ
は
聞
く
だ
け
で
）、
実
質
的
に
は

専
門
家
の
判
断
に
よ
っ
て
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。」

⑧

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
で
は
、
も
う
少
し
別
の
解
答
が
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。

⑨

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「
社
会
的
合
理
性
」
で
、
必
ず
し
も
専
門
家
に
よ
る
「
科
学
的
合
理
性
」
を

否
定
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

⑩

こ
の
「
社
会
的
合
理
性
」
を
、
社
会
の
成
員
で
あ
る
人
々
に
求
め
る
動
き
が
、
こ
こ
二
、
三
十

年
間
に
世
界
的
に
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
は
じ
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

社
会
の
人
々
の
中
に
は
宗
教
者
も
無
神
論
者
も
唯
物
論
者
も
い
る
わ
け
で
、
そ
の
中
で
絶
対
的
な
「
科

学
的
合
理
性
」
で
は
な
く
相
対
的
な
「
社
会
的
合
理
性
」
を
い
か
に
し
て
求
め
る
か
、
こ
れ
は
言
う

は
易
く
行
う
は
難
し
で
す
。

⑪

公
共
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
）
的
課
題
に
対
し
て
は
、
民
主
（
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
）
的
方
法
で
。
つ

ま
り
専
門
家
も
他
の
ひ
と
と
同
等
の
立
場
で
、
公
共
の
場
で
議
論
し
て
、
そ
の
中
で
落
ち
着
き
ど
こ

ろ
を
見
出
だ
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
多
く
の
一
般
市
民
が
公
共
的
課
題
に
対
す
る
専
門

家
の
関
与
の
仕
方
に
満
足
し
な
い
し
、
し
か
も
現
代
、
専
門
家
が
専
門
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
限

り
な
く
狭
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
物
理
学
会
で
、
あ
る
物
理
学
者
が
自
分
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
隣

を
覗
い
て
み
た
ら
、
こ
れ
が
全
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
細
胞
生
物
学
の
あ
る
学
術
誌
で
通
る
論
文

が
、
同
じ
業
界
の
別
の
雑
誌
で
は
拒
否
さ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
専
門
性
は
細
分
化
し
て
い
て
、
し
か
も

ジ
ャ
ー
ナ
ル
依
存
の
状
況
な
の
で
す
。

⑫

同
じ
領
域
で
さ
え
共
通
理
解
を
も
つ
こ
と
の
難
し
い
研
究
者
が
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
問
題
に
対

し
て
何
ら
か
の
裁
断
権
を
持
つ
な
ん
て
、
ほ
と
ん
ど
◆
問
４
ナ
ン
セ
ン
ス
で
す
。

▽
二
つ
の
考
え
方
。｢

専
門
家
が
正
し
い
と
い
っ
た
ら
正
し
い
」
／
「
専
門
家
＋
一
般
の
人
々
が
議

論
し
て
落
ち
着
い
た
と
こ
ろ
を
正
し
い
と
す
る
」
。
後
者
は
、
な
ん
と
な
く
、
政
治
的
な
議
論
に
似

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
裁
判
員
制
度
と
か
。
医
療
で
も
、
か
つ
て
は
「
医
師
の
判
断
は
絶
対
」
だ
っ

た
が
、
今
は
、
患
者
や
家
族
と
話
し
合
っ
た
上
で
決
定
す
る
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
に
な
っ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、
こ
の
変
化
が
起
き
て
い
る
。

◆
問
４
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
？

「
ど
う
い
う
こ
と
が
ナ
ン
セ
ン
ス
（
無
意
味
）
な
の
か
」
と
問
う
。
答
え
は
、
直
前
、「
同
じ
領
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域
で
さ
え
共
通
理
解
を
も
つ
こ
と
の
難
し
い
研
究
者
が
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
な
問
題
に
対
し
て
何
ら
か

の
裁
断
権
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
、「
か
ら
」
で
結
ぶ
。

（
解
答
例
）「
同
じ
専
門
領
域
で
さ
え
、（
細
分
化
の
た
め
）
共
通
理
解
を
も
つ
こ
と
が
難
し
い
研
究

者
た
ち
が
、
一
般
的
な
（
社
会
的
な
）
問
題
に
対
し
て
、
一
般
の
人
々
か
ら
共
通
理
解
を
得
ら
れ
る

よ
う
に
裁
断
す
る
力
を
持
つ
こ
と
は
（
と
て
も
）
で
き
な
い
か
ら
。」

⑬
「
生
命
倫
理
」
と
い
う
言
葉
は
、
専
門
家
と
市
民
と
の
間
で
、
受
け
取
ら
れ
方
が
か
な
り
違
う
と

思
い
ま
す
。
専
門
に
よ
っ
て
は
、
生
命
倫
理
に
否
定
的
な
先
入
観
を
持
つ
場
合
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
、
研
究
者
に
は
生
命
倫
理
が
あ
る
種
の
拘
束
と
し
て
映
り
、
「
自
由
な
研
究
を
防
げ
る
」
と
い
う

雰
囲
気
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
社
会
に
充
分
な
「
社

会
的
合
理
性
」
が
見
ら
れ
て
も
、
実
際
に
科
学
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
に
く
い
よ
う
な
、
こ
の
垣
根
の

高
さ
を
し
ば
し
ば
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
◆
問
５
同
時
に
、
市
民
の
間
で
も
、
こ
れ
ま
で
に
メ
デ
ィ

ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
遺
伝
子
治
療
か
ら
生
殖
技
術
、
脳
死
問
題
、
臓
器
移
植
な
ど
、
倫
理
的
な
課

題
に
対
し
て
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
き
議
論
が
成
熟
し
た
も
の
は
決
し
て
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

▽
専
門
家
と
市
民
の
間
に
あ
る
溝
。
双
方
の
問
題
と
は
？

専
門
家
は
、
生
命
倫
理
が
「
自
由
な
研

究
を
防
げ
る
」
の
で
は
と
い
う
危
惧
を
抱
く
。
だ
か
ら
、
市
民
の
意
見
が
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
。
科

学
者
は
、
聞
く
耳
を
持
た
な
い
わ
け
だ
。
市
民
は
市
民
で
、
正
し
い
情
報
に
基
づ
く
、
成
熟
し
た
議

論
が
で
き
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
素
人
の
感
想
の
言
い
合
い
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
っ

た
実
態
が
あ
っ
た
わ
け
。

◆
問
５
「
同
時
に
」
と
は
何
と
同
時
か
。

傍
線
部
よ
り
前
を
ま
と
め
る
。
科
学
者
＝
専
門
家
を
主
語
に
。

（
解
答
例
）
「
科
学
者
が
、
生
命
倫
理
が
自
由
な
研
究
を
防
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
市
民
の

意
見
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
。」

⑭

そ
う
い
う
事
態
の
中
で
、
公
共
的
課
題
に
対
し
て
民
主
的
方
法
で
、
社
会
的
合
理
性
を
求
め
よ

う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
時
、
さ
て
科
学
者
は
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
で
【
読
解
問
題
２
】
科
学
者
は
、

も
は
や
裁
判
官
の
地
位
を
降
ろ
さ
れ
、「
一
人
の
証
人
」
と
し
て
そ
の
現
場
に
立
つ
以
外
に
な
い
の

で
す
。

⑮

そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
た
と
え
ば
宗
教
者
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

⑯

ど
の
宗
教
も
、
あ
る
生
命
倫
理
の
問
題
に
、
教
理
か
ら
演
繹
的
に
裁
断
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
お
そ
ら
く
古
典
的
な
問
題
（
た
と
え
ば
殺
人
）
に
つ
い
て
は

で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
今
日
的
な
問
題
、
た
と
え
ば
臓
器
移
植
や
遺
伝
子
診
断
、
脳
死
は
人
間
の
死

か
、
と
い
う
疑
問
に
宗
教
が
絶
対
的
な
倫
理
的
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
、
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。

⑰

逆
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
倫
理
と
い
う
の
は
、
宗
教
を
離
れ
て
も
存
在
し
得
る
も
の
で
す
。

⑱

昔
、
バ
テ
レ
ン
が
日
本
に
き
た
時
、
キ
リ
ス
ト
教
が
支
配
し
て
い
な
い
社
会
で
、
こ
れ
ほ
ど
高
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い
道
徳
が
人
々
の
行
動
を
律
し
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
、
と
あ
る
意
味
で
は
僭
越
な
こ
と
を
ロ
ー
マ

に
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。
今
、
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
が
再
び
人
気
だ
そ
う
で
す
が
、
彼
が
あ

れ
を
書
い
た
の
は
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
「
社
会
を
律
す
る
宗
教
が
な
い
国
の
教
育
で
、
道
徳
な
ど
あ

り
得
る
の
か
？
」
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
動
機
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
倫
理
的
な
価
値

基
準
と
い
う
の
は
宗
教
を
離
れ
て
も
充
分
に
あ
り
得
る
。
日
本
の
そ
う
い
う
倫
理
的
な
価
値
観
が
、

日
本
の
自
然
信
仰
や
神
道
、
仏
教
や
道
教
や
儒
教
な
ど
諸
宗
教
・
哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ

と
も
確
か
で
し
ょ
う
け
れ
ど
。

⑲

そ
う
い
う
意
味
で
、
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
哲
学
も
科
学
も
ほ
か
の
専
門
家
も
、
で
き
る
こ
と
は

何
か
と
い
う
と
、
組
織
的
に
で
な
く
一
個
の
人
間
と
し
て
、
自
ら
の
立
場
（
無
神
論
も
含
め
て
）
に

拠
り
な
が
ら
「
証
言
台
に
立
つ
こ
と
」
以
外
に
、
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

⑳

ド
イ
ツ
の
議
会
が
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
に
か
け
て
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
輸
入
す
る
か
ど
う

か
、
大
議
論
を
し
ま
し
た
。

そ
の
時
に
、
私
は
た
い
へ
ん
感
銘
を
受
け
た
の
で
す
が
、
議
会
、
政
党
は
、
◆
問
６
党
議
拘
束

21を
一
切
外
し
、
議
員
一
人
一
人
に
自
分
の
信
念
に
基
づ
い
て
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
証
言
さ

せ
た
の
で
す
。
中
に
は
医
者
も
神
学
者
も
哲
学
者
も
科
学
者
も
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
証
言
を
聞
い

た
上
で
、
最
後
に
投
票
を
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
は
「
諾
」
が
過
半
数
を
占
め
ま
し
た
。

あ
る
意
味
で
は
、「
ヒ
ト
胚
を
利
用
は
し
な
い
が
、
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
輸
入
す
る
。」
と
い
う
の
は
虫

22の
良
い
話
で
、
ド
イ
ツ
は
、
原
子
力
発
電
も
原
則
廃
止
を
言
い
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
や
ベ
ル
ギ
ー
の

原
発
か
ら
の
電
力
を
使
っ
た
り
し
て
い
る
の
も
併
せ
て
、
結
論
は
い
さ
さ
か
問
題
で
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
一
人
一
人
が
証
言
台
に
立
つ
と
い
う
方
法
は
、
党
議
拘
束
を
外
す
だ
け
で

は
な
く
て
、
宗
教
的
拘
束
も
専
門
的
拘
束
も
外
し
て
、「
人
間
と
し
て
私
は
こ
う
考
え
る
。」
と
発
言

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

▽
繰
り
返
さ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
一
人
一
人
」。
一
人
一
人
が
、
自
分
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
し
が
ら
み
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
単
独
の
、
一
人
の
人
間
と
し
て
考
え
、
判
断
す
る
、

と
い
う
こ
と
。
筆
者
は
そ
の
重
要
性
を
説
く
。

◆
問
６
「
党
議
拘
束
を
一
切
外
し
」
た
の
は
何
の
た
め
か
。

傍
線
部
直
後
を
見
れ
ば
、
「
一
人
一
人
に
自
分
の
信
念
に
基
づ
い
て
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

を
証
言
さ
せ
」
る
た
め
、
と
ま
ず
は
い
え
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
、
こ
の
場
合
の
み
、
党
議
拘
束
を
外

し
た
の
は
な
ぜ
か
、
に
つ
い
て
補
う
必
要
が
あ
る
。
一
般
の
政
策
に
つ
い
て
の
賛
否
な
ら
、
通
常
一

つ
の
党
は
同
じ
考
え
を
持
っ
て
い
る
し
、
異
な
る
考
え
を
持
つ
党
員
が
い
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に

は
党
の
意
見
に
同
調
す
る
よ
う
に
拘
束
を
か
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
―
―
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
輸
入
す

る
か
ど
う
か
―
―
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
政
策
の
次
元
（
社
会
の
選
択
肢
）
の
問
題
で
は
な
く
、
生

命
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
、
一
人
一
人
の
問
題
だ
と
、
ド
イ
ツ
の
議
会
で
は
考
え

た
と
い
う
こ
と
だ
。

（
解
答
例
）
「
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
輸
入
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
生
命
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え

る
か
と
い
う
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
問
題
な
の
で
、
一
人
一
人
が
自
分
の
信
念
に
基
づ
い
て
自
由
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に
証
言
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
党
議
拘
束
を
外
し
た
。」

民
主
的
と
い
い
、
社
会
的
合
理
性
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
ど
こ
か
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て

23い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
社
会
の
中
で
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、
そ
う
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、

実
存
を
か
け
た
自
分
の
証
言
の
塊
の
中
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
の
も
の
が

「
【
読
解
問
題
３
】
社
会
的
合
理
性
」
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
の
で
す
。

■
読
解
問
題

１
「
か
な
り
大
き
な
歴
史
的
な
転
換
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な｢

転
換
」
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

転
換
・
変
化
の
対
比
を
ま
と
め
る
問
い
に
な
っ
て
い
る
の
は
わ
か
る
。
さ
て
、
ど
こ
を
使
う
か
。

候
補
と
な
る
箇
所
を
拾
い
出
そ
う
。
昔
・
こ
れ
ま
で
・
従
来
→
現
在
・
最
近
、
と
い
う
変
化
に
気
を

つ
け
て
。
例
え
ば
、

⑦

こ
の
点
で
、
従
来
の
考
え
方
で
い
け
ば
、
非
常
に
簡
単
な
わ
け
で
す
。
何
か
判
断
に
迷
う
よ

う
な
事
柄
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
分
野
の
科
学
者
共
同
体
に
遡
れ
ば
、
か
な
ら
ず
裁
断
権
が

あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
の
根
拠
は
、
「
専
門
性
の
優
位
」
で
あ
り
「
科
学
的
合
理
性
」

と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

⑧

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
で
は
、
も
う
少
し
別
の
解
答
が
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。

⑨

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「
社
会
的
合
理
性
」
で
、
必
ず
し
も
専
門
家
に
よ
る
「
科
学
的
合
理
性
」

を
否
定
し
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。

⑩

こ
の
「
社
会
的
合
理
性
」
を
、
社
会
の
成
員
で
あ
る
人
々
に
求
め
る
動
き
が
、
こ
こ
二
、
三

十
年
間
に
世
界
的
に
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
は
じ
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

⑪

公
共
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
）
的
課
題
に
対
し
て
は
、
民
主
（
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
）
的
方
法
で
。

つ
ま
り
専
門
家
も
他
の
ひ
と
と
同
等
の
立
場
で
、
公
共
の
場
で
議
論
し
て
、
そ
の
中
で
落
ち
着
き

ど
こ
ろ
を
見
出
だ
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

材
料
は
こ
こ
ら
に
あ
る
が
、
組
み
立
て
の
骨
格
は
独
自
に
考
え
る
方
が
い
い
。
シ
ン
プ
ル
に
間
違

い
な
い
形
・
骨
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
。「
こ
れ
ま
で
は
科
学
者
だ
け
、
こ
れ
か
ら
は
科
学
者
と
一

般
の
人
で
」。
こ
れ
を
崩
さ
ず
。

【
解
答
例
】
「
こ
れ
ま
で
は
、
科
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
分
野
の
科
学
者
共
同
体
の
専
門
家

に
〔
科
学
的
合
理
性
に
基
づ
く
〕
判
断
を
し
て
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
が
、
現
在
は
、
生
命
倫
理
の
よ

う
な
公
共
的
課
題
に
つ
い
て
、
専
門
家
と
一
般
の
人
々
が
公
共
の
場
で
議
論
し
て
、〔
社
会
的
合
理

性
が
あ
る
か
ど
う
か
〕
判
断
す
る
こ
と
が
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
。」

「
科
学
的
合
理
性
」
「
社
会
的
合
理
性
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
対
比
的
に
入
れ
て
み
た
が
、
必
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須
と
も
い
え
な
い
。
「
生
命
倫
理
に
つ
い
て
は
、
科
学
者
だ
け
で
は
対
応
で
き
ず
」
と
い
っ
た
言
葉

を
入
れ
て
も
よ
い
。

２
「
科
学
者
は
、
も
は
や
裁
判
官
の
地
位
を
降
ろ
さ
れ
、
「
一
人
の
証
人
」
と
し
て
そ
の
現
場
に
立

つ
以
外
に
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。

前
後
を
よ
く
見
る
。
こ
れ
が
基
本
。

「
⑭

そ
う
い
う
事
態
の
中
で
、
公
共
的
課
題
に
対
し
て
民
主
的
方
法
で
、
社
会
的
合
理
性
を
求
め

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
時
、
さ
て
科
学
者
は
ど
う
な
る
か
。
こ
こ
で
【
読
解
問
題
２
】
科
学
者

は
、
も
は
や
裁
判
官
の
地
位
を
降
ろ
さ
れ
、「
一
人
の
証
人
」
と
し
て
そ
の
現
場
に
立
つ
以
外
に
な

い
の
で
す
。

⑮

そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
た
と
え
ば
宗
教
者
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

｢

そ
う
い
う
事
態
」
と
は
？

「
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
宗
教
者
に
も
言
え
る
」
の
は
な
ぜ
？

「
そ
う
い
う
事
態
」
＝
①
専
門
が
細
分
化
し
て
い
る
事
態
。
②
科
学
者
と
市
民
に
隔
た
り
が
あ
る
事
態
。

「
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
宗
教
者
に
も
言
え
る
」
に
つ
い
て
は
、
⑯
段
落
を
見
よ
。

「
⑯

ど
の
宗
教
も
、
あ
る
生
命
倫
理
の
問
題
に
、
教
理
か
ら
演
繹
的
に
裁
断
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
、
お
そ
ら
く
古
典
的
な
問
題
（
た
と
え
ば
殺
人
）
に
つ
い
て
は

で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
今
日
的
な
問
題
、
た
と
え
ば
臓
器
移
植
や
遺
伝
子
診
断
、
脳
死
は
人
間
の
死

か
、
と
い
う
疑
問
に
宗
教
が
絶
対
的
な
倫
理
的
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
と
、
私
は
思
っ
て

い
ま
す
。」

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
「
科
学
」
に
も
い
え
る
わ
け
だ
。「
宗
教
」
を｢

科
学
」
に
置
き
換
え
れ
ば
、

「
ど
の
分
野
の
科
学
も
、
あ
る
生
命
倫
理
の
問
題
に
、
科
学
的
な
原
理
か
ら
演
繹
的
に
裁
断
で
き
る

で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
古
典
的
な
問
題
（
た
と
え
ば
一
般
的
な
死
の
定
義
）
に
つ
い
て
は
で
き
る

で
し
ょ
う
が
、
今
日
的
な
問
題
、
た
と
え
ば
臓
器
移
植
や
遺
伝
子
診
断
、
脳
死
は
人
間
の
死
か
、
と

い
う
疑
問
に
科
学
が
絶
対
的
な
科
学
的
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。」

生
命
倫
理
の
問
題
に
は
、
そ
の
分
野
の
固
有
の
原
理
だ
け
で
は
結
論
が
出
せ
な
い
。

二
つ
の
要
点
が
あ
る
。

一
つ
は
、
生
命
倫
理
の
よ
う
な
科
学
に
関
係
す
る
現
代
的
な
問
題
は
、
科
学
固
有
の
原
理
か
ら
結

論
を
導
け
な
い
こ
と
。
だ
か
ら
、
他
の
分
野
を
含
む
一
般
の
人
々
も
交
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
―
―
こ
れ
は
、
現
代
的
な
問
題
の
特
徴
に
由
来
す
る
理
由
。

二
つ
目
は
、
科
学
者
の
共
同
体
が
、
そ
の
内
部
で
細
分
化
し
、
か
つ
、
市
民
と
隔
た
っ
て
い
る
点

で
、
科
学
者
共
同
体
の
考
え
方
を
多
数
に
理
解
さ
せ
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
―
―
こ

れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
。

こ
の
二
つ
を
答
案
に
盛
り
込
む
。

傍
線
部
「
科
学
者
は
、
も
は
や
裁
判
官
の
地
位
を
降
ろ
さ
れ
、「
一
人
の
証
人
」
と
し
て
そ
の
現
場
に

立
つ
以
外
に
な
い
」
の
い
い
か
え
、
と
し
て
答
案
を
作
っ
て
い
く
失
敗
が
な
い
。
文
末
は
「
か
ら
。」

【
解
答
例
】
「
科
学
者
は
、
生
命
倫
理
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
、
科
学
固
有
の
原
理
か
ら
結
論
を
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導
く
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
分
野
を
含
む
一
般
の
人
々
も
交
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、

科
学
者
の
共
同
体
が
、
そ
の
内
部
で
細
分
化
し
、
か
つ
、
市
民
と
も
隔
た
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
考

え
方
を
多
数
に
理
解
さ
せ
納
得
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
（
専
門
家
と
し
て
と
い
う
よ
り
）

一
人
の
人
間
と
し
て
自
分
の
意
見
を
表
明
す
る
し
か
な
い
か
ら
。」

３
筆
者
は
「
社
会
的
合
理
性
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
か
。

直
前
に
ま
と
め
て
書
い
て
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
す
る
。

「
あ
る
社
会
の
中
で
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、
…
実
存
を
か
け
た
自
分
の
証
言
の
塊
の
中
か
ら
、
お
の

ず
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
の
も
の
」。

（
解
答
例
１
）
「
あ
る
社
会
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
が
、
実
存
を
か
け
た
自
分
の
証
言
を
す
る
中
か

ら
、
お
の
ず
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
生
ま
れ
る
。」

「
実
存
を
か
け
た
自
分
の
証
言
を
す
る
」
が
、
わ
か
り
に
く
い
か
な
。

⑲
の
「
組
織
的
に
で
な
く
一
個
の
人
間
と
し
て
、
自
ら
の
立
場
（
無
神
論
も
含
め
て
）
に
拠
り
な

が
ら
「
証
言
台
に
立
つ
こ
と
」」
が
言
い
換
え
に
使
え
る
。

（
解
答
例
２
）
「
あ
る
社
会
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
が
、
組
織
的
に
で
な
く
一
個
の
人
間
と
し
て
、

自
ら
の
立
場
や
信
念
に
基
づ
い
て
発
言
し
、
話
し
合
う
中
か
ら
、
自
然
と
形
作
ら
れ
て
い
く
。」

問
い
方
を
変
え
ら
れ
て
、
例
え
ば
、「
筆
者
は
生
命
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
す

る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
」
と
聞
か
れ
た
ら
ど
う
答
え
る
か
。
問
い
の
角
度
に
よ
っ
て
、
自
在
に

答
え
ら
れ
る
よ
う
に
。

（
参
考
例
）「
生
命
倫
理
の
よ
う
な
公
共
的
課
題
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
に
よ
る｢

科
学
的
合
理
性
」

だ
け
で
は
判
断
で
き
ず
、
社
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
、
一
個
の
人
間
と
し
て
、
自
ら
の
立
場
や
信
念

に
基
づ
い
て
発
言
し
、
話
し
合
う
中
か
ら
、
自
然
と
形
づ
く
ら
れ
て
い
く｢

社
会
的
合
理
性
」
に
よ

っ
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。」

筆
者
は
、
生
命
倫
理
を
例
に
取
り
あ
げ
て
い
た
が
、
現
在
の
科
学
や
技
術
に
関
す
る
問
題
は
、
す

べ
て
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
公
共
的
課
題
」
だ
と
考
え
て
い
い
。
原
発
の
問
題
、
薬
害
の
問
題
、

ネ
ッ
ト
依
存
・
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
の
問
題
…
。

し
か
し
、
問
題
は
、
そ
う
い
っ
た
議
論
に
参
加
す
る
公
共
の
土
台
、
具
体
的
な
場
が
な
か
な
か
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

市
民
参
加
の
判
断
と
い
え
ば
、
裁
判
員
制
度
も
そ
う
だ
が
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
そ
の
肝
心
の

市
民
に
判
断
し
よ
う
と
す
る
主
体
性
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
能
力
や
知
識
の
問
題
と
い
う
よ

り
も
、
真
摯
に
公
共
的
な
問
題
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
だ
。

実
存
（
交
換
不
可
能
な
こ
の
私
）
、
と
い
う
語
が
あ
っ
た
が
、
多
く
の
人
が
関
係
す
る
問
題
に
、

こ
の
自
分
の
判
断
を
賭
け
て
み
よ
う
い
う
意
欲
の
よ
う
な
も
の
が
私
た
ち
に
あ
る
の
か
。

た
ん
な
る
、
交
換
可
能
な
消
費
者
だ
の
キ
ャ
ラ
だ
の
に
は
、
手
に
負
え
な
い
問
題
で
は
あ
る
。


