
（
二
〇
二
一
年
度
一
般
選
抜
C
） 

 

国
語
問
題
（
六
〇
分
）（
こ
の
問
題
冊
子
は
十
一
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。）  

受
験
に
つ
い
て
の
注
意 

 

一
、 

監
督
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
を
開
い
て
は
な
ら
な
い
。  

二
、 

携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
電
源
は
切
る
こ
と
。 

三
、 

時
計
に
組
み
込
ま
れ
た
ア
ラ
ー
ム
機
能
、
計
算
機
能
、
辞
書
機
能
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

四
、 

試
験
開
始
前
に
、
監
督
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
ら
、
解
答
用
紙
の
受
験
番
号
欄
の
番
号
が
自
分
の
受
験
番
号
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。 

五
、 

解
答
用
紙
は
三
枚
あ
る
。
解
答
は
解
答
欄
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
何
も
書
い
て
は
な
ら
な
い
。 

六
、 

監
督
か
ら
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
問
題
の
冊
子
が
、
上
に
記
し
た
ペ
ー
ジ
数
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
。 

七
、 

筆
記
具
は
、
Ｈ
、
Ｆ
、
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
限
る
。
万
年
筆
や
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
、
消
し
ゴ
ム
で

丁
寧
に
消
す
こ
と
。
消
し
く
ず
は
き
れ
い
に
取
り
除
く
こ
と
。 

八
、 

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。 

九
、 

試
験
時
間
中
に
退
場
し
て
は
な
ら
な
い
。 

十
、 

問
題
冊
子
と
解
答
用
紙
を
持
ち
帰
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

以
上 
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以
下
の
文
章
は
、
昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
に
発
表
さ
れ
た
岸
田

き

し

だ

國
士

く

に

お

（
劇
作
家
・
小
説
家
・
評
論
家
・
翻
訳
家
）
に
よ
る
「
外
国
語
教
育
」
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
つ
い

て
、
下
記
の
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

最
近
、
従
来
の
外
国
語
教
育
が
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
例
え
ば
、
外
国
語
教
育
が
偏
重
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
方
か
ら
、
授
業
時
間
の
（
ア
）

さ
く
げ
ん 

な
ど
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
外
国
語
が
果
し
て
偏
重
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
む
し
ろ
今
日
の
時
局
（
注
１
）
な
れ
ば
こ
そ
外
国
語
の
教
育

は
な
お
一
層
こ
れ
を
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
方
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
わ
た
く
し
自
身
の
見
解
は
、
や
は
り
外
国
語
の

教
育
は
一
層
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
―─
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
重
要
視
す
る
に
し
て
も
、
今
日
ま
で
の
教
育
方
法
が
か
な
り
根
本
的
に
改
革
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
即
ち
、
外
国
語
教
育
に
お
い
て
真
に
そ
の
成
果
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
教
育
方
法
に
は
い
く
つ
か
の
重
大
な
欠
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で

あ
る
。 

（ 

あ 

）
日
本
人
が
外
国
語
を
学
ぶ
目
的
を
も
っ
と
明
確
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
は
、
専
門
的
な
知
識
を
習
得
す
る
た
め
に
、
外
国
語
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国

の
文
化
に
触
れ
て
こ
れ
を
（
１
）
摂
取 

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
外
国
語
を
学
ぶ
最
も
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
更
に
一
つ
の
大
き
な
目
的
は
、
実
用
的
に
外
国
人
と
あ
る
程

度
ま
で
自
由
に
意
志
の
（
２
）
疎
通 

が
で
き
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
般
に
中
等
学
校
（
注
２
）
で
外
国
語
を
学
ぶ
場
合
に
は
、
将
来
い
ま
述
べ
た
よ

う
な
意
味
で
外
国
語
を
実
際
に
活
用
す
る
よ
う
な
職
業
に
進
む
も
の
以
外
は
―─
即
ち
そ
の
数
に
お
い
て
大
部
分
の
も
の
は
―─

常
識
と
し
て
一
通
り
初
歩
的
な
外
国
語
を
習

得
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
、
例
え
ば
看
板
の
横
文
字
だ
と
か
新
し
い
外
来
語
の
意
味
ぐ
ら
い
は
解
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
も
っ
と
（
イ
）
こ
っ
け

い 

な
例
を
い
う
と
、
女
学
校
な
ど
で
は
、
横
文
字
が
読
め
な
く
て
は
缶
詰
の
使
い
方
が
わ
か
ら
な
い
と
か
、
は
な
は
だ
他
愛
の
な
い
こ
と
が
、
し
か
も
公
然
の
理
由
に
な
っ
て
い

た
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
一
、
第
二
の
目
的
は
、
外
国
語
習
得
の
理
由
と
し
て
、
か
な
り
ハ
ッ
キ
リ
も
し
て
い
る
し
、
ま
た
納
得
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
第
三
の
い
わ
ゆ

る
常
識
と
し
て
―─

と
い
う
考
え
は
、
今
後
は
ぜ
ひ
と
も
（
３
）
一
掃 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
欧
米
依
存
の
精
神
の
現
わ
れ
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
日
本
人
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の
生
活
の
到
る
と
こ
ろ
に
欧
米
（
ウ
）
す
う
は
い
、
あ
る
い
は
欧
米
依
存
の
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
事
実
に
お
い
て
、

中
等
学
校
だ
け
の
外
国
語
な
ど
は
殆
ん
ど
な
ん
の
役
に
も
立
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
述
の
缶
詰
の
使
用
法
を
読
み
こ
な
せ
る
だ
け
の
力
で
さ
え
、
果
し
て
充
分
に

つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
問
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
た
だ
英
語
を
習
っ
た
と
い
う
安
易
な
自
己
満
足
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
有
様
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
中
等
学
校
卒
業
者
が
外
国
語
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
無
知
で
あ
っ
て
い
い
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
殊
に
外
来

語
な
ど
も
か
な
り
日
本
語
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
る
の
だ
し
、
ま
た
こ
れ
か
ら
も
そ
う
い
う
傾
向
が
全
く
な
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
か
に
つ
け
て
外
国
語
に

関
す
る
知
識
は
国
民
と
し
て
や
は
り
あ
る
程
度
は
有も

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
の
考
え
で
は
、
従
来
の
よ
う
に
、
外
国
語
と
い
え
ば
す
ぐ
英
語
だ
と
考

え
る
よ
う
な
態
度
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
中
等
学
校
全
体
を
通
じ
て
、
日
本
と
関
係
の
あ
る
諸
外
国
の
言
葉
を
教
え
る
、
そ
し
て
ど
の
程
度
の
数
に
い
ず
れ
の

外
国
語
を
教
え
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
計
画
的
に
や
っ
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
思
う
。
ま
た
、
日
常
生
活
を
通
じ
て
日
本
人
が
触
れ
る
可
能
性
の
あ
る
外
国
語
を
、
―─

こ
れ

は
新
し
い
方
法
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
が
―─

例
え
ば
、
各
国
語
の
簡
単
な
発
音
だ
と
か
、
同
じ
意
味
の
言
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
国
に
依
っ
て
ど
う
異
な
る
か
と
か
、
そ

う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
中
等
学
校
で
教
え
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
見
分
け
方
ぐ
ら
い
覚
え
て
お
く
と
ず
い
ぶ
ん
役
に
立
つ
。
こ
れ
は
外
国
語
に
た
い
す
る
知
識

を
与
え
る
た
め
の
、
い
く
ぶ
ん
新
し
い
方
式
で
あ
り
、
考
え
方
で
あ
ろ
う
と
思
う
。 

○
 

中
等
学
校
だ
け
で
や
め
る
も
の
は
そ
れ
と
し
て
、
今
度
は
専
門
学
校
以
上
に
進
む
も
の
の
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
、─

─

こ
れ
は
前
述
の
中
等
学
校
の
教
育
法
を
そ
の
ま
ま
適

用
し
て
い
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
で
、
例
え
ば
上
級
学
校
（
注
３
）
に
ゆ
く
た
め
の
中
等
学
校
と
然
ら
ざ
る
も
の
（
注
４
）
と
を
区
別
す
る
―─

こ
れ
は
学
制
全
体
の
改

革
に
属
す
る
問
題
だ
が
―─

の
も
一
つ
の
ゆ
き
方
だ
と
思
う
。
さ
ら
に
上
級
学
校
で
外
国
語
を
習
得
す
る
場
合
、
従
来
と
根
本
的
に
や
り
方
を
違
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ

る
。
即
ち
、
こ
れ
ま
で
は
話
す
こ
と
と
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
と
が
、
全
然
目
的
を
異
に
す
る
か
の
如
く
バ
ラ
バ
ラ
に
教
え
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
会
話
の
た
め
の
英
語
だ
と

か
、
或
い
は
た
だ
本
を
読
む
た
め
の
英
語
だ
と
か
、
要
す
る
に 

① 

非
常
に
偏
し
た
外
国
語
の
身
に
つ
け
方 

を
、
ほ
と
ん
ど
総
べ
て
の
も
の
が
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 
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殊
に
大
学
な
ん
か
で
は
、
専
門
の
書
物
が
読
め
れ
ば
い
い
と
い
う
ふ
う
に
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
書
く
こ
と
に
し
て
も
、
専
門
的
な
論
文
が
書
け
れ
ば
い
い
―
―

実
は
専
門
的
な
論
文
は
一
般
に
非
常
に
や
さ
し
い
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
―
―
と
さ
れ
て
い
た
。（ 

い 

）、
そ
う
い
う
ふ
う
な
外
国
語
の
身
に
付
け
方
を
し
た
人
に
は
、
話

す
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
専
門
外
の
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
会
話
な
ど
は
で
き
な
く
て
も
別
に
何
の
不
便
も
感
じ
な
い
。
む
し
ろ
、
会
話
は
外
国
語
習
得
の
最
も
俗
な
分

野
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
さ
え
し
た
。
実
際
ま
た
、
会
話
を
専
門
に
学
ぶ
人
々
、
例
え
ば
外
交
官
と
か
通
訳
と
か
、
或
い
は
外
国
商
館
に
勤
め
よ
う
と
す
る
人
と
か
は
、
た
だ
会
話

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
実
に
つ
ま
ら
ぬ
苦
心
を
払
い
、
肝
心
な
こ
と
が
お
留
守
に
な
る
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
で
い
ま
ま
で
外
国
語
の
教
育

が
行
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
外
国
語
の
習
得
の
仕
方
が
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
半
分
ず
つ
し
か
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
大
学
の
先
生
で
、
専
門
的
な
本
は
か
な
り
読
み
こ
な
せ
る
人
が
、
そ
の
専
門
的
な
学
問
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
欧
米
の
学
者
と
議
論
を
す
る
よ
う
な
場
合
に
、
口
が
自
由
に
利

け
な
く
な
っ
て
ほ
と
ん
ど
用
が
足
り
な
い
こ
と
が
あ
り
、
研
究
に
も
事
を
欠
く
と
す
れ
ば
甚
だ
考
え
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
、
外
国
語
を

通
じ
て
専
門
的
な
知
識
を
身
に
付
け
る
に
は
、
本
さ
え
読
め
れ
ば
い
い
と
い
う
、
い
わ
ば
一
種
の
自
己
弁
護
が
成
り
立
つ
こ
と
に
依
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
そ
も
そ
も
（
Ａ
）

外
国
語
に
対
す
る
間
違
っ
た
考
え
方 

に
原
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
外
国
語
と
い
う
も
の
は
、「
外
国
人
の
よ
う
に
」
喋
っ
た
り
書
い
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ

う
い
う
考
え
方
が
過
去
に
お
い
て
日
本
人
の
頭
に
か
な
り
深
く
浸
み
込
ん
で
い
た
よ
う
に
思
う
。
例
え
ば
、
英
語
な
ら
ば
「
英
米
人
の
よ
う
に
」
書
け
る
、
喋
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
英
語
学
習
の
理
想
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
こ
と
は
馬
鹿
々
々
し
い
こ
と
だ
か
ら
、
よ
ほ
ど
ど
う
か
し
た
人
で
な
い
と
一
生
懸
命
に
は
な
れ
な
い
。
結
局
そ
れ
を
（
エ
）

あ
き
ら 

め
て
、
日
本
人
と
し
て
ま
ず
可
能
な
方
向
に
ゆ
く
、
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。「
外
国
人
の
よ
う
に
」
喋
る
こ
と
が
一
番
う
ま
い
喋
り
方
で
あ
り
、
最
も
理
想
的
な

会
話
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
ま
で
自
信
の
な
い
も
の
は
、
つ
い
喋
る
と
い
う
こ
と
が
自
尊
心
を
傷
つ
け
る
わ
け
だ
か
ら
、
な
る
べ
く
下
手
に
口
を
利
か
な
い
よ
う

に
す
る
。
そ
れ
を
敢
え
て
す
る
も
の
は
最
も
安
易
な
程
度
の
外
国
語
を
「
操
る
」
こ
と
で
満
足
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
る
。
例
え
ば
、
日
常
の
挨
拶
の
仕
方
を
非
常
に
よ
く
心
得

て
い
る
と
か
、
或
い
は
ま
た
実
に
月
並
な
俗
語
を
連
発
す
る
か
、
要
す
る
に
外
国
人
の
口
真
似
を
す
る
こ
と
が
、
い
わ
ゆ
る
上
手
に
外
国
語
を
操
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
日
本
人
が
日
本
人
と
し
て
の
能
力
で
も
の
を
い
う
よ
り
も
、
非
常
に
単
純
な
低
調
な
こ
と
し
か
い
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
手
紙
な
ど
を
書
く
場
合
も
同
様
で
、
外
国

人
の
よ
う
な
手
紙
を
書
こ
う
と
す
る
か
ら
、
結
局
は
外
国
の
無
学
な
女
か
子
供
の
書
く
よ
う
な
手
紙
に
な
っ
て
し
ま
う
。（ 

う 

）、
吾
々
が
外
国
語
を
習
っ
た
よ
う
な
従
来
の
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習
い
方
で
い
け
ば
、
当
然
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
え
ば
、
や
は
り 

② 

日
本
人
と
し
て
日
本
人
流
に
外
国
語
を
使
い
こ
な
す
、

と
い
う
こ
と
を
目
標
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。 

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
―─

こ
れ
は
少
し
細
か
い
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
―─

外
国
語
の
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
は
正
確
に
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
そ

れ
を
日
本
語
を
使
う
よ
う
な
気
持
で
、
つ
ま
り
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
必
要
な
武
器
と
し
て
用
う
べ
き
で
あ
る
。
も
と
よ
り
文
法
や
語
彙
の
正
確
な
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、

あ
く
ま
で
、「
自
分
の
も
の
」
を
そ
れ
で
伝
え
る
工
夫
を
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
英
米
人
風
の
い
い
廻
し
―─

つ
ま
り
イ
デ
ィ
オ
ム
な
ど
と
い
う
ふ
う
な
も
の
は
、
日
本
人
が
無
理
に

使
う
の
は
不
見
識
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
等
は
こ
う
い
う
い
い
廻
し
は
し
な
い
、
し
か
し
、
い
か
に
も
日
本
人
で
な
け
れ
ば
表
わ
せ
な
い
も
の
の
考
え
方
、
も
の
の

感
じ
方
が
そ
の
表
現
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
る
―─

と
い
う
よ
う
な
英
語
を
使
う
べ
き
で
あ
る
。
か
の
内
村
鑑
三
（
注
５
）
と
い
う
人
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
人

は
実
に
堂
々
と
二
時
間
ぐ
ら
い
続
け
ざ
ま
に
英
語
の
演
説
が
で
き
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
英
語
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
使
う
英
語
で
も
な
け
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
の
英
語
で
も
な
い
、

実
に
独
特
な
英
語
で
あ
つ
た
。
独
特
な
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
彼
が
日
本
人
と
し
て
英
語
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。（ 

え 

）、
そ
の
英
語
は
よ
く
イ
ギ
リ
ス
人

や
ア
メ
リ
カ
人
を
感
動
さ
せ
る
英
語
で
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
聞
い
て
い
る
。
こ
れ
は
も
う
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
本
人
は
今
そ
う
い
う
語
学
力
を
も
っ
た
人

を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
心
構
え
が
教
師
に
も
で
き
、
学
生
に
も
で
き
れ
ば
、
日
本
人
の
外
国
語
教
育
は
、
従
来
に
比
し
て
数
倍
の
効
果
を
挙
げ
得
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。 

そ
れ
に
は
、
ま
ず
語
学
を
試
験
の
た
め
に
勉
強
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
絶
対
に
排
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
た
、
例
え
ば
、
学
生
が
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ

リ
カ
人
の
よ
う
な
作
文
を
書
か
な
く
て
も
、
彼
が
そ
の
学
ん
だ
い
く
つ
か
の
言
葉
を
大
胆
に
駆
使
し
て
、
い
か
に
も
日
本
人
で
な
け
れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
作
文
を
書
け
ば
そ
れ

で
満
点
を
付
け
て
や
る
―─

と
い
う
ふ
う
に
ぜ
ひ
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
た
く
し
自
身
の
経
験
を
い
う
と
、
実
は
わ
た
く
し
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
話
し
た
り
書
い
た
り
す

る
の
は
（
４
）
不
得
手 

で
も
あ
り
、
嫌
い
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
手
紙
を
書
く
の
が
非
常
に
い
や
で
臆
劫
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
ら

で
も
あ
る
が
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
と
て
も
駄
目
だ
と
思
っ
て
、
思
い
き
り
大
胆
に
日
本
語
の
直
訳
み
た
い
な
文
章
で
、
手
紙
な
ど
綴
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
か
ら
急
に
手
紙
を
書

く
気
持
が
楽
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
手
紙
が
却
っ
て
非
常
に
面
白
い
と
ほ
め
ら
れ
た
こ
と
さ
え
あ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
な
ら
ば
、
親
し
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い
情
を
表
わ
す
た
め
に
、
手
紙
の
末
尾
に
「
接
吻

せ
っ
ぷ
ん

を
送
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
記
す
け
れ
ど
も
、
日
本
人
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
と
て
も
気
恥
ず
か
し
く
て
書
け
な
い
。
そ
こ

で
、
そ
ん
な
調
子
で
書
く
よ
り
は
、
や
は
り
日
本
人
ら
し
く
「
頭
を
下
げ
る
」
と
書
く
ほ
う
が
面
白
い
。
つ
ま
り
「
頓
首

と
ん
し
ゅ

」
と
や
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
相
手
に
は
充
分
意
味
も

心
持
も
通
じ
る
し
、
日
本
的
な
味
も
出
る
の
で
あ
る
。 

○
 

吾
々
は
中
等
学
校
か
ら
外
国
語
を
学
ん
で
外
国
の
言
葉
を
覚
え
、（ 

お 

）
外
国
人
の
書
い
た
文
章
に
接
触
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
何
か
し
ら
日
本
人
と
し
て

「
言
葉
」
の
機
能
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で
国
語
の
授
業
で
は
気
が
付
か
な
い
で
い
た
も
の
を
、
は
じ
め
て
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
言
葉
と
い
う
も
の

は
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
、
こ
う
い
う
力
を
有
っ
て
い
る
の
か
、
―─

と
気
が
付
い
た
と
き
か
ら
、
急
に
外
国
語
に
対
す
る
興
味
が
起
っ
て
来
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
文
学

と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
は
じ
め
て
眼
が
展ひ

ら

け
た
時
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
本
来
な
ら
ば
、
国
語
教
育
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ま
で
日
本
の
国
語
教
育
は
ど
う
も
言
葉
と
し
て
の
セ
ン
ス
を
国
民
に
与
え
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
即
ち
現
代
の
日
本
人
の
多
く
は
国
語
を
通
じ
て
文
学
的
な

セ
ン
ス
を
掴つ

か

み
得
な
い
で
、
む
し
ろ
外
国
語
を
通
じ
て
掴
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。
要
す
る
に
、
従
来
は
日
本
人
に
対
し
て
日
本
語
教
育
が
充
分
に
行
わ
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
欠
陥
を
非
常
に
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
外
国
語
教
育
に
よ
っ
て
大
部
分
補
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
殊
に
外
国
の
優
れ
た
文
学
的
作
品
に

接
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
一
層
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
か
つ
て
、
あ
る
時
期
に
は
、
外
国
語
を
や
ら
な
け
れ
ば
新
し
い
現
代
の
文
学
の
（
５
）
真
髄 

に
触
れ
ら
れ
な
い
―─

と
い

う
よ
う
な
、
日
本
人
と
し
て
甚
だ
悲
し
む
べ
き
実
情
に
あ
っ
た
。
将
来
、
国
語
教
育
が
一
層
進
歩
し
て
、
こ
れ
が
日
本
語
の
正
し
い
力
強
い
訓
練
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
ゆ
き
得

た
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
外
国
語
が
今
日
ま
で
に
果
し
て
き
た
そ
う
い
う
一
つ
の
役
割
は
、
外
国
語
教
育
を
担
当
す
る
人
々
が
充
分
に
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る

と
思
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
点
に
相
当
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、
③
今
日
、
外
国
語
教
育
の
問
題
が
い
ろ
い
ろ
政
治
的
に

考
慮
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
も
、
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
即
ち
、
外
国
語
を
通
し
て
触
れ
る
文
学
的
な
も
の
は
、
た
だ
た
ん
に
人
々
を
外
国
に
親
し
ま
せ
る
だ
け

で
な
く
、
や
は
り
文
学
の
本
質
に
触
れ
さ
せ
る
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
そ
の
た
め
に
外
国
を
怖
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○
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最
後
に
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
外
国
語
教
育
の
問
題
か
ら
は
離
れ
る
が
、
日
本
で
は
中
等
学
校
の
殆
ん
ど
全
部
が
英
語
を
教
え
て
い
る
結
果
、
外
国
語
と
い
え
ば
す
ぐ
英
語
の
こ

と
し
か
考
え
な
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
洋
風
と
か
、
西
洋
式
と
か
い
え
ば
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
式
乃
至
ア
メ
リ
カ
風
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
日

本
人
の
外
国
、
特
に
欧
米
の
認
識
を
非
常
に
誤
ら
せ
て
い
る
。
西
洋
と
英
米
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
が
―─

わ
た
く
し
と
し
て
は
も
う
少
し
詳
し
く
い
い
た
い
こ
と
で

あ
る
が
―─

案
外
い
ろ
い
ろ
の
と
こ
ろ
に
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、（
Ｂ
）
日
本
人
の
正
し
い
西
洋
認
識
に
対
し
て
著
し
い
障
碍

し
ょ
う
が
い

を
な
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。
ま
た
吾
々

の
日
常
用
語
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
る
英
語
は
日
本
人
の
生
活
の
な
か
に
か
な
り
い
ろ
い
ろ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
例
え
ば
今
日
、「
教
養
」
と
い
う
日
本
語
が
で
き
て
い
る

に
も
拘
ら
ず
、
カ
ル
チ
ュ
ア
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。
し
か
し
カ
ル
チ
ュ
ア
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
人
的
な
教
養
で
あ
る
。
カ
ル
チ
ュ
ア
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
、
日
本
人
に
カ
ル
チ
ュ
ア
が
有
る
と
か
無
い
と
か
い
う
が
、
こ
れ
で
は
い
か
に
し
て
も
日
本
的
な
教
養
即
ち
「
た
し
な
み
」
を
連
想
さ
せ
な
い
。
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
的
な
教

養
の
形
式
的
輸
入
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
西
洋
的
な
教
養
で
さ
え
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
日
本
人
が
カ
ル
チ
ュ
ア
と
い
っ
て
、
何
か
普
遍
的
な
意
味
を
与
え
よ
う

と
し
て
も
無
理
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
を
ひ
と
つ
改
め
て
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。 

一
般
に
、
専
門
教
育
を
受
け
た
人
々
は
、
こ
れ
は
英
語
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
に
や
っ
た
語
学
を
通
じ
て
、
い
ま
教
養
の
不
統
一
と
い
う
現
象
を

起
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
や
っ
た
人
は
い
く
ぶ
ん
フ
ラ
ン
ス
的
な
教
養
を
身
に
付
け
、
ド
イ
ツ
語
で
や
っ
た
人
に
は
あ
る
程
度
ド
イ
ツ
風
の
教
養
が
し
み
込
ん
で
い
る
。
そ

し
て
お
互
い
に
そ
う
い
う
こ
と
に
気
が
つ
か
な
い
で
、
何
か
お
互
い
の
あ
い
だ
に
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
、
ま
っ
た
く
不
思
議
な
考
え
方
の
対
立
を
み
せ
た
り

し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
の
今
日
の
文
化
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
あ
る
国
の
言
葉
を
少
し
深
く
勉
強
し
、
そ
の
国
の
文
化
に
接
触
す
る
と
、
か
な
り
批
判
的
に
そ
の
国

を
観
て
い
て
も
、
と
か
く
そ
の
国
に
対
し
て
親
し
み
を
も
つ
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
そ
の
国
に
対
し
て
愛
情
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
、
自
分
の
国
に
つ
い
で
そ
の
国
が
好
き
に
な

る
の
は
自
然
の
人
情
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
人
の
場
合
は
、
ど
う
か
す
る
と
病

や
ま
い

膏
盲

こ
う
こ
う

に
入い

っ
て
（
注
６
）
、
自
分
の
好
き
な
国
の
敵
国
は
、
自
分
の
敵
国
の
よ
う
な
気
が
し

て
み
た
り
す
る
。
例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
好
き
な
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
嫌
い
な
民
族
を
フ
ラ
ン
ス
人
と
一
緒
に
な
っ
て
嫌
う
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
民
族
が
日
本
と
非
常
に
近

い
関
係
に
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
日
本
人
と
し
て
一
種
の
矛
盾
を
感
じ
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
仮
り
に
人
情
と
し
て
は
已
む
を
得
な

い
と
し
て
も
、
大
い
に
反
省
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
外
国
語
を
専
攻
す
る
た
め
に
は
そ
の
国
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
、
あ
る
国
を
真
に
理
解
す
る
と
い
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う
こ
と
は
、
そ
の
国
に
た
い
す
る
深
い
愛
情
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
で
従
来
や
や
（
オ
）
お
ぼ 

れ
る
と
い
う
よ
う
な
傾
向
が

無
い
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
個
人
と
し
て
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
日
本
の
国
民
と
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
影
響
は
甚
だ
大
で
あ
る
。
こ

れ
は
将
来
大
い
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。 

 

※
出
典 

 

岸
田
國
士
「
外
国
語
教
育
」（
初
出
『
改
造
』
第
二
十
四
巻
第
二
号
、
昭
和
十
七
年
二
月
） 

「
青
空
文
庫
」（https://www.aozora.gr.jp/cards/001154/card44683.html

）
よ
り
引
用
。
引
用
に
際
し
て
は
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に

改
め
、
一
部
省
略
す
る
な
ど
の
編
集
を
加
え
た
。
ま
た
、
今
か
ら
八
○
年
近
く
前
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
た
め
、
今
日
で
は
差
別
表
現
と
し
て
問
題
と
な
る
文
言
も
含
ま
れ
て

い
る
が
、
原
文
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。 

 注
１ 

今
日
の
時
局
＝
日
本
が
ハ
ワ
イ
の
真
珠
湾
を
攻
撃
し
、
ア
メ
リ
カ
に
宣
戦
布
告
し
た
の
は
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
文
「
外
国
語
教

育
」
が
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
戦
争
中
で
あ
り
、
英
語
は
「
敵
国
語
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
中
で
あ
っ
て
も
、
中
学
校

（
男
子
の
み
進
学
で
き
る
）
や
高
等
女
学
校
な
ど
の
中
等
学
校
で
の
英
語
教
育
は
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。 

注
２  

中
等
学
校
＝
い
わ
ゆ
る
旧
制
中
学
校
の
こ
と
。
昭
和
十
四
（
一
九
三
九
）
年
に
教
育
審
議
会
が
出
し
た
中
等
教
育
に
関
す
る
答
申
で
、
男
子
の
み
の
中
学
校
、
実
業
学
校
、

女
子
を
対
象
と
し
た
高
等
女
学
校
を
あ
わ
せ
て
中
等
学
校
と
し
て
い
る
。
入
学
最
低
年
齢
は
十
二
歳
で
、
修
業
年
限
は
四
年
で
あ
っ
た
。 

注
３ 

上
級
学
校
＝
高
等
学
校
の
こ
と
。
入
学
最
低
年
齢
は
十
六
歳
で
、
修
業
年
限
は
三
年
で
あ
っ
た
。
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
に
発
布
さ
れ
た
学
制
で
は
、
中
学
校
卒
業
後

に
高
等
学
校
を
経
て
大
学
へ
進
学
す
る
ル
ー
ト
と
、
そ
れ
以
外
の
教
員
養
成
学
校
や
実
業
学
校
に
進
学
す
る
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
（
文
部
科
学
省
、
学
制
百
年
史 

資
料
編
、

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1318188.htm 
2021/02/10

閲
覧
） 

注
４ 

然
ら
ざ
る
も
の
＝
そ
う
で
は
な
い
も
の
。 
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注
５ 

内
村
鑑
三
＝
明
治
・
大
正
期
に
活
躍
し
た
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
者
、
思
想
家
。
ア
メ
リ
カ
の
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
と
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
神
学
大
学
で
学
び
、
帰
国
後
に
『
余
は

如
何
に
し
て
基
督
教
徒
と
な
り
し
乎
』
を
英
文
で
出
版
し
た
。 

注
６ 

病
膏
肓
に
入
る
＝
中
国
の
故
事
か
ら
、
病
気
が
悪
化
し
治
療
の
施
し
よ
う
が
な
く
な
る
こ
と
。 

趣
味
や
道
楽
に
熱
中
し
す
ぎ
て
ど
う
に
も
手
が
つ
け
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
の
た
と
え
。 

 

   

問
一 

 

傍
線
部
（
１
）
か
ら
（
５
）
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
配
点
各
一
点
） 

  

問
二 

 

傍
線
部
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。（
配
点
各
一
点
） 

  

問
三 

 

（
あ
）
か
ら
（
お
）
に
入
る
語
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。
な
お
、
同
じ
語
が
二
度
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
す 

る
。（
配
点
各
一
点
） 

 

Ａ 

そ
し
て 
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Ｂ 

し
か
し 

Ｃ 

ま
ず 

Ｄ 

し
た
が
っ
て 

Ｅ 
し
か
も 

 

 

問
四 

 

傍
線
部 

① 

非
常
に
偏
し
た
外
国
語
の
身
に
つ
け
方 

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
筆
者
の
考
え
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記 

号
を
記
し
な
さ
い
。（
配
点
五
点
） 

 

Ａ 

外
国
語
で
話
し
が
で
き
な
く
と
も
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
専
門
的
な
論
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

Ｂ 

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
よ
う
に
話
せ
る
こ
と
を
目
標
に
、
外
国
語
会
話
を
専
門
的
に
学
ぶ
。 

Ｃ 

文
法
や
語
彙
を
正
確
に
マ
ス
タ
ー
し
、
英
米
人
風
の
い
い
廻
し
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

Ｄ 

外
国
人
と
あ
る
程
度
ま
で
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

Ｅ 

挨
拶
の
仕
方
を
し
っ
か
り
心
得
て
、
日
常
会
話
が
無
理
な
く
で
き
る
よ
う
に
す
る
。 

 

 

問
五 

 

傍
線
部 

② 

日
本
人
と
し
て
日
本
人
流
に
外
国
語
を
使
い
こ
な
す 

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
、
筆
者
の
意
見
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選 

び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。（
配
点
五
点
） 
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Ａ 

日
本
人
ら
し
く
堂
々
と
自
信
を
も
っ
て
流
暢
に
外
国
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
。 

Ｂ 

外
国
語
の
イ
デ
ィ
オ
ム
を
た
く
さ
ん
使
い
こ
な
し
て
、
日
本
の
し
き
た
り
や
慣
習
を
相
手
に
伝
え
る
。 

Ｃ 
イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
メ
リ
カ
人
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
外
国
語
を
話
す
。 

Ｄ 

文
法
や
語
彙
は
間
違
っ
て
も
よ
い
か
ら
、
外
国
人
に
対
し
て
日
本
の
文
化
を
伝
え
る
こ
と
に
努
め
る
。 

Ｅ 

日
本
語
の
直
訳
み
た
い
な
表
現
に
な
っ
て
も
構
わ
ず
に
、
日
本
人
ら
し
い
感
じ
方
を
外
国
語
表
現
の
な
か
に
込
め
る
。 

 
 

 

問
六 

 

傍
線
部 

③ 

今
日
、
外
国
語
教
育
の
問
題
が
い
ろ
い
ろ
政
治
的
に
考
慮
せ
ら
れ
る
に
当
っ
て
も
、
こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う 

に
つ
い
て
、
筆
者
の
意 

見
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。（
配
点
五
点
） 

 

Ａ 

国
語
教
育
は
、
日
本
国
民
と
し
て
の
自
覚
や
思
想
を
涵
養
す
る
た
め
に
、
言
語
よ
り
も
文
化
の
教
育
に
力
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 

Ｂ 

外
国
語
教
育
に
携
わ
る
人
は
、
言
語
そ
の
も
の
に
対
す
る
興
味
関
心
を
高
め
る
授
業
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

Ｃ 

外
国
語
教
育
に
は
、
文
学
の
真
髄
に
目
を
開
か
せ
る
と
い
う
機
能
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
を
考
慮
し
た
教
育
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

Ｄ 

言
語
政
策
は
、
欧
米
に
随
順
す
る
立
場
を
と
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
国
益
に
沿
う
よ
う
多
様
な
言
語
の
で
き
る
人
材
を
計
画
的
に
育
成
す
べ
き
で
あ
る
。 

Ｅ 

文
学
的
セ
ン
ス
は
国
語
教
育
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
国
語
教
育
を
外
国
語
教
育
よ
り
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。 
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問
七 

 

傍
線
部
（
Ａ
）
外
国
語
に
対
す
る
間
違
っ
た
考
え
方 

 

と
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
の
こ
と
か
。
ま
た
、
こ
の
考
え
に
は
ど
の
よ
う
な
弊
害
が
あ
る
か
。
筆
者
の
考
え
を 

六
〇
〜
七
〇
字
で
ま
と
め
な
さ
い
。（
配
点
五
点
） 

  問
八 

 

傍
線
部
（
Ｂ
）
日
本
人
の
正
し
い
西
洋
認
識
に
対
し
て
著
し
い
障
碍
を
な
し
て
い
る 

 

に
つ
い
て
、
次
の
三
つ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
配
点
十
五
点
） 

（
１
）
筆
者
は
、
日
本
人
が
西
洋
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
な
さ
い
。 

（
２
）
筆
者
は
、
ど
う
す
れ
ば
正
し
い
西
洋
認
識
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
。
六
〇
〜
七
〇
字
で
説
明
し
な
さ
い
。 

（
３
）
現
代
日
本
人
の
西
洋
に
対
す
る
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
、
ど
う
思
う
か
。
あ
な
た
の
意
見
を
理
由
を
挙
げ
て
、
六
〇
〜
七
〇
字
で
述
べ
な
さ
い
。 


