
 

「
わ
ら
し
べ
長
者
」
の
経
済
学 

関
連
入
試
１
（
二
〇
〇
七
年
・
神
戸
国
際
大
学
） 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

Ａ

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（i

n
c
e
nt
i
v
e

）
と
は
、
「
動
機
づ
け
」
と
か
「
誘
因
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
㋐

シ
ョ
ウ
れ
い
策
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
と
は
、
あ
る
主
体
か
ら
特
定
の
行
動
を
引
き
出
す
た
め
の
エ
サ
（
あ
る
い
は
罰
則
）
や
、
そ
の
エ
サ
が
与
え
ら
れ
る
仕
組
み
を
指
す
。
個
人
が
あ
る
行
動
を

と
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
理
由
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。 

 

社
会
経
済
現
象
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
各
個
人
が
直
面
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
を
考
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
本
質
的
な
理
解
は
得
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
書
く
と
た
い
そ
う
大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
の
だ
が
、
実
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
経

験
か
つ
実
行
し
て
い
る
も
の
だ
。
む
し
ろ
、
た
い
て
い
の
人
は
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

 

推
理
小
説
で
は
、
犯
罪
の
捜
査
は
ま
ず
犯
人
の
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
の
が
㋑

ジ
ョ
ウ
せ
き
に
な
っ
て
い
る
。
誰
か
人
が
殺
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

殺
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
の
理
由
か
ら
割
り
出
し
て
怪
し
い
人
を
探
す
わ
け
だ
。「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、
犯
人
に
は

殺
人
を
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
あ
る
人
は
誰
だ
っ
た
の
か
を
め
ぐ
っ
て
捜
査
が
す
す
む
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
サ
ス
ペ
ン
ス
・
ド
ラ
マ
で
も
、
事
件
に
関
係
し
て
い
る
人
々
の
間
に
微
妙
な
利
害
関
係
が
あ
っ
て
、
犯
罪
の
動
機
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
な
る
ほ
ど
と
思
え

る
よ
う
な
も
の
が
面
白
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
が
込
み
入
っ
て
い
る
も
の
ほ
ど
面
白
い
し
、
あ
り
き
た
り
の
動
機
で
は
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
。「
刑
事
コ
ロ
ン
ボ
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
こ
の
あ
た
り
を
Ｂ

巧
妙
に
利
用
し
て
い
る
。
ド
ラ
マ
の
開
始
５
分
で
犯
人
自
体
は
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
刑

事
コ
ロ
ン
ボ
が
犯
人
が
直
面
し
て
い
た
微
妙
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
を
、
し
だ
い
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ド
ラ
マ
の
ま
さ
に
魅
力
に
な
っ
て
い

る
。 

 

経
済
問
題
で
重
要
に
な
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
、
大
き
く
分
け
て
価
格
・
金
銭
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
法
律
や
制
度
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
、
あ
る
い
は

習
慣
や
宗
教
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
分
類
で
き
る
。 

 

価
格
・
金
銭
・
物
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
そ
の
働
き
が
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
動
は
金
や
物
に
す
ぐ
に
影
響
さ
れ
る
か
ら
だ
。 

 

買
お
う
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
た
洋
服
が
、
あ
る
日
み
る
と
バ
ー
ゲ
ン
で
安
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
思
わ
ず
買
っ
て
し
ま
っ
た
。
平
た
く
言
え
ば
安
く
な
っ
た
か
ら
買

っ
た
、
と
い
う
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
、
価
格
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
い
た
、
あ
る
い
は
、
価
格
が
下
が
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
買
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
増
し
た
、
な

ど
と
表
現
す
る
と
よ
い
。
価
格
が
上
が
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
買
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
減
少
す
る
。
単
純
㋒

め
い
カ
イ
で
あ
る
。 

 

新
築
マ
ン
シ
ョ
ン
を
見
学
に
行
く
と
、
お
土
産
を
く
れ
た
り
す
る
。
た
い
し
た
商
品
で
は
な
い
が
、
な
い
場
合
に
比
べ
れ
ば
ち
ょ
っ
と
見
に
行
こ
う
か
と
い
う
気
持

ち
は
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
お
土
産
が
見
学
に
行
く
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
学
で
学
生
の
出
席
率
が
悪
い
の
が
問
題
で
あ
れ
ば
、
出
席

し
た
学
生
に
お
土
産
を
あ
げ
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
見
に
行
こ
う
か
と
い
う
学
生
が
増
え
る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
そ
の
こ
と
、
授
業
料
を
多
め
に
取
っ
て
、
出
席
す
る
た
び
に

学
生
に
現
金
で
１
０
０
０
円
ず
つ
返
金
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
効
果
テ
キ
メ
ン
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
女
性
を
誘
っ
た
男
性
が 

ⓧ 

こ
と
に
も
、
似
た
よ
う
な

効
果
が
期
待
で
き
る
よ
う
だ
。 

 

法
律
や
制
度
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
法
律
に
よ
っ
て
あ
る
行
動
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
楽
に
実
施
で
き
そ
う
だ
が
、
そ
う
で
は
な

い
。
効
果
的
な
罰
則
が
な
い
と
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
罰
則
を
運
用
す
る
コ
ス
ト
を
考
え
れ
ば
、
Ｃ

法
律
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
殺
人
く
ら
い
に
な
る
と
モ
ラ
ル
の
問
題
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
仮
に
法
律
は
殺
人
は

し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
殺
人
に
対
す
る
罰
則
規
定
が
何
も
な
け
れ
ば
、
は
た
し
て
社
会
が
成
り
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
自
信
が
な
い
。 

 

た
い
て
い
の
人
に
と
っ
て
、
違
法
駐
車
を
し
な
い
の
は
、
交
通
モ
ラ
ル
が
す
ぐ
れ
て
い
る
た
め
で
も
道
路
交
通
法
の
①

趣
旨
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
も
な
く
、
単

に
駐
車
違
反
を
と
ら
れ
た
場
合
の
金
銭
的
出
費
が
違
法
駐
車
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
違
法
駐
車
に
対
す
る
罰
則
規
定

が
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
交
通
の
混
乱
は
②

必
至
で
あ
る
。
駐
車
禁
止
の
取
り
㋓

シ
ま
り
が
ま
れ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
よ
り
多
く
の
違
法
駐
車
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の

事
実
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
場
合
の
法
律
の
役
割
は
、
違
反
者
に
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
罰
金
）
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
刑
事
事
件
の
場
合
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
㋔

ち
ょ
う
エ
キ
の
形
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
律
と
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
を

明
文
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
法
律
は
必
要
と
す
る
金
銭
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
関
係
を
考
慮
し
て
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な

の
だ
。
世
の
中
に
は
金
を
与
え
て
解
決
す
る
こ
と
を
嫌
う
③

風
潮
が
あ
る
が
、
法
律
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
自
体
、
金
で
解
決
す
る
部
分
が
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

習
慣
や
Ｄ

宗
教
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
い
っ
た
ん
動
き
は
じ
め
る
と
コ
ス
ト
も
か
か
ら
ず
㋕

チ
ョ
ウ
ほ
う
で
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
合
理
的
に
は
機
能
し
な

い
の
が
問
題
で
あ
る
。
た
い
て
い
の
宗
教
は
殺
人
を
禁
じ
て
い
て
、
殺
人
を
し
た
も
の
は
神
様
が
罰
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
信
者
が
神
の
罰
を
恐
れ
る
た

め
、
あ
る
い
は
神
の
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
に
、
宗
教
が
殺
人
を
犯
さ
な
い
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
神
様
が
与
え
る
罰
則
を
機
能
さ
せ
る

た
め
に
は
牢 ろ

う

獄
さ
え
必
要
で
な
い
た
め
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
費
用
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
宗
教
に
よ

る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
非
常
に
効
率
的
だ
と
い
え
る
。
残
念
な
が
ら
、
罰
則
は
宗
教
の
違
う
人
々
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
か
な
ら
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
ら
し
い
の

で
、
宗
教
の
力
を
過
信
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。 

（
梶
井
厚
志
「
戦
略
的
思
考
の
技
術
」
に
よ
る
） 

 

問
一 

太
線
部
㋐
～
㋕
の
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
さ
れ
た
部
分
に
使
用
す
る
漢
字
を
、
次
の
各
群
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。 

㋐ 

シ
ョ
ウ
れ
い 

 

１ 

奨 
 

２ 

賞 
 

３ 

省 
 

４ 

称 
 

５ 

将 

㋑ 

ジ
ョ
ウ
せ
き 

 

１ 

城 
 

２ 

定 
 

３ 

上 
 

４ 

乗 
 

５ 

常 



 

㋒ 

め
い
カ
イ 

 
 

１ 

界 
 

２ 

解 
 

３ 

快 
 

４ 

戒 
 

５ 

海 

㋓ 

シ
ま
り 

 
 

 

１ 

締 
 

２ 

閉 
 

３ 

絞 
 

４ 

占 
 

５ 

刺 
㋔ 
ち
ょ
う
エ
キ 

 

１ 

益 
 

２ 

液 
 

３ 

易 
 

４ 

疫 
 

５ 

役 

㋕ 

チ
ョ
ウ
ほ
う 

 

１ 

重 
 

２ 

徴 
 

３ 

超 
 

４ 

長 
 

５ 

眺 

 

問
二 

二
重
線
部
①
～
③
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。 

① 

趣
旨 

 
 
 

１ 
主
要
な
内
容 

 

２ 

作
っ
た
人
の
考
え 

 

３ 

対
象
と
な
る
事
柄 

 

４ 

法
律
の
条
文 

 

５ 

主
な
ね
ら
い 

② 

必
至
で
あ
る 

１ 
緩
和
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る 

 

２ 

ま
ち
が
い
な
く
生
じ
る 

 

３ 

遠
く
な
い
将
来
に
起
き
る 

４ 

た
い
へ
ん
な
も
の
に
な
る 

 
 

５ 

死
に
も
の
狂
い
で
対
処
す
る 

③ 

風
潮 

 
 
 

１ 

皆
が
正
し
い
と
認
め
て
い
る
考
え 

 
 
 

２ 

道
徳
的
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
思
想 

 

３ 

風
に
よ
っ
て
発
生
す
る
潮
の
流
れ 

４ 

世
間
の
常
識
と
な
っ
て
い
る
固
定
観
念 

 

５ 

時
代
と
と
も
に
変
わ
る
世
の
中
の
傾
向 

 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（i

n
c
e
n
t
iv
e

）
と
は
、
『
動
機
づ
け
』
と
か
『
誘
因
』
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
」
と
あ
る
が
、
何
ら
か
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
作
用
し
た
結
果
と
見
な
し
難
い
も
の
は
ど
れ
か
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

１ 

寒
い
部
屋
で
う
た
た
寝
を
し
て
い
た
ら
風
邪
を
ひ
い
た
。 

 

２ 

会
議
で
心
中
で
は
反
対
意
見
を
抱
い
て
い
た
が
黙
っ
て
い
た
。 

３ 

翌
日
が
学
校
の
試
験
な
の
で
夜
遅
く
ま
で
勉
強
を
し
た
。 

 

４ 

近
所
の
の
ら
猫
が
ひ
も
じ
そ
う
な
の
で
エ
サ
を
あ
げ
た
。 

５ 

バ
イ
ク
に
乗
る
と
き
に
は
必
ず
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
「
巧
妙
に
利
用
し
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

び
な
さ
い
。 

１ 

視
聴
者
は
最
初
に
犯
人
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
わ
か
る
の
で
、
犯
人
の
立
場
や
気
持
ち
の
動
き
に
感
情
移
入
し
や
す
い
。 

２ 

視
聴
者
は
最
初
に
犯
人
が
わ
か
る
の
で
、
犯
人
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
犯
行
に
及
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
が
集
中
し
や
す
い
。 

３ 

視
聴
者
に
は
最
初
に
犯
人
が
わ
か
る
の
で
、
製
作
者
は
退
屈
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
に
趣
向
を
凝
ら
す
こ
と
に
な
る
。 

４ 

視
聴
者
は
最
初
に
犯
人
が
わ
か
る
の
で
、
誰
が
犯
人
か
と
頭
を
使
っ
て
考
え
な
く
て
も
気
楽
に
ド
ラ
マ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

視
聴
者
は
最
初
に
犯
人
が
わ
か
る
の
で
、
自
動
的
に
犯
人
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
わ
か
る
こ
と
に
な
り
、
テ
ン
ポ
よ
く
ス
ト
ー
リ
ー
を
楽
し
め
る
。 

 

問
五 

空
欄
ⓧ
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

１ 

や
さ
し
く
す
る 

 

２ 

食
事
代
を
も
つ 

 

３ 

身
な
り
を
整
え
る 

 

４ 

自
動
車
で
迎
え
に
来
る 
 
５ 
甘
い
こ
と
ば
を
さ
さ
や
く 

 

問
六 

傍
線
部
Ｃ
「
法
律
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
う

ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

１ 

法
律
と
し
て
政
府
が
禁
止
事
項
を
決
め
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
は
そ
れ
に
従
う
の
で
有
効
で
あ
る
。 

２ 

法
律
を
破
っ
た
と
き
の
罰
則
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
な
い
と
有
効
で
な
い
か
ら
意
味
が
な
い
。 

３ 

法
律
は
他
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
の
組
み
合
わ
せ
が
な
け
れ
ば
十
分
に
有
効
に
は
な
ら
な
い
。 

４ 

法
律
よ
り
も
金
銭
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
ほ
う
が
有
効
な
の
で
補
助
的
に
し
か
意
味
が
な
い
。 

５ 

法
律
は
人
々
の
道
徳
心
が
高
い
と
き
に
は
有
効
で
あ
る
が
、
現
在
は
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
。 

 

問
七 

傍
線
部
Ｄ
「
宗
教
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
１
～
５
の
う

ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

１ 

コ
ス
ト
が
か
か
ら
な
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
そ
の
分
有
効
で
な
く
な
る
の
も
早
い
の
で
万
能
で
は
な
い
。 

２ 

世
の
中
に
は
ど
の
宗
教
に
も
属
し
て
い
な
い
人
が
い
る
か
ら
、
全
員
に
は
有
効
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
限
界
が
あ
る
。 

３ 

同
じ
宗
教
の
信
者
同
士
で
し
か
通
用
し
な
い
上
に
、
合
理
的
で
な
い
部
分
が
存
在
す
る
の
で
有
効
性
に
は
限
度
が
あ
る
。 

４ 

宗
教
に
よ
る
教
え
を
や
ぶ
っ
て
も
、
実
際
に
は
神
様
か
ら
の
罰
は
下
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
知
っ
た
人
に
は
有
効
で
な
く
な
る
。 

５ 

宗
教
の
違
う
人
々
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
、
他
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
よ
り
も
か
え
っ
て
危
険
で
あ
る
。 

 

問
八 

本
文
の
内
容
に
最
も
よ
く
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
５
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

１ 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
各
種
の
も
の
が
あ
る
が
、
宗
教
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
コ
ス
ト
の
面
で
は
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。 

２ 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
人
々
の
行
動
を
決
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
各
種
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
を
理
解
す
る
の
が
重
要
で
あ
る
。 

３ 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
、
「
刑
事
コ
ロ
ン
ボ
」
の
よ
う
な
推
理
ド
ラ
マ
を
十
分
に
楽
し
む
こ
と
は
で
き
な
い
。 

４ 

価
格
・
金
銭
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
ら
れ
て
人
々
が
行
動
を
決
め
る
の
は
、
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
や
め
た
ほ
う
が
よ
い
。 

５ 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
面
か
ら
考
え
て
も
、
世
の
中
で
は
法
律
や
宗
教
よ
り
も
金
銭
の
力
の
ほ
う
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。 



 

【
解
答
】 

問
一 
㋐ 

１ 
 

㋑ 

２ 
 

㋒ 

３ 
 

㋓ 

１ 
 

㋔ 

５ 
 

㋕ 

１ 

問
二 
① 
５ 

 

② 

２ 
 

③ 

５ 

問
三 

１ 

問
四 

２ 

問
五 

２ 

問
六 

３ 

問
七 

３ 

問
八 

２ 

 【
解
説
】 

問
三 

１
の
「
風
邪
を
ひ
い
た
」
と
い
う
結
果
は
う
た
た
寝
を
す
る
と
い
う
行
動
を
引
き
出
す
「
エ
サ
」
ま
た
は
「
罰
則
」
に
あ
た
ら
な
い
。
４
が
紛
ら
わ
し
い
が
、

結
果
と
し
て
猫
が
な
つ
く
こ
と
へ
の
期
待
や
、
エ
サ
を
あ
げ
る
と
い
う
行
為
自
体
へ
の
楽
し
み
が
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
の
直
前
の
「
こ
の
あ
た
り
」
は
、
前
の
「
サ
ス
ペ
ン
ス
・
ド
ラ
マ
で
も…

が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
」
の
二
文
の
内
容
を
指
す
。
そ
の
内
容
を

踏
ま
え
、
直
後
の
一
文
か
ら
、「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
過
程
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
点
が
「
巧
妙
」
で
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
る
。 

問
六 

「
法
律
に
よ
っ
て
あ
る
行
動
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
」
場
合
、「
効
果
的
な
罰
則
が
な
い
と
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
し
な
い
」
と
あ
る
。
２
は
「
意
味
が

な
い
」
が
言
い
す
ぎ
。 

問
七 

「
宗
教
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
は
、
「
か
な
ら
ず
し
も
合
理
的
に
は
機
能
し
な
い
の
が
問
題
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
宗
教
の
違
う
人
々
を
殺
害
し
た
場
合
」

な
ど
は
罰
則
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
る
た
め
、
「
過
信
す
る
の
は
危
険
」
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
無
宗
教
の
人
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い

の
で
２
は
不
適
。
「
他
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
と
比
べ
て
「
危
険
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
５
も
不
適
。 

問
八 

２
段
落
の
一
文
目
に
着
目
す
る
。
１
に
つ
い
て
は
、「
法
律
や
制
度
に
よ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
、「
宗
教
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
は
コ

ス
ト
が
か
か
ら
な
い
こ
と
は
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
比
較
し
て
「
宗
教
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
が
「
最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」

と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
不
適
。 



 

「
わ
ら
し
べ
長
者
」
の
経
済
学 

関
連
入
試
２
（
二
〇
〇
九
年
・
甲
南
大
学
） 

 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。 

  

「
や
ば
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
の
語
源
に
は
諸
説
あ
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
は
下
品
な
隠
語
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
『
大
辞
林
第
三
版
』

に
よ
れ
ば
、
「
や
ば
い
」
と
は
「
や
ば
」
と
い
う
言
葉
が
形
容
詞
化
し
た
も
の
で
、
も
と
は
、
盗
人
・
香
具
師

や

し

が
使
用
し
た
隠
語
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
「
や
ば
」
と

は
危
険
な
さ
ま
や
不
都
合
な
様
子
を
指
す
形
容
動
詞
で
、
『
膝
栗
毛
』
に
は
「
お
ど
れ
ら
、
や
ば
な
こ
と
は
た
ら
き
く
さ
る
な
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
そ
う
だ
。
現
代

語
に
訳
せ
ば
、
「
お
ま
え
ら
、
そ
れ
は
や
ば
い
よ
」
と
な
ろ
う
か
。
盗
人
た
ち
の
隠
語
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ま
っ
と
う
な
人
間
が
使
う
べ
き
で
は
な
い
、
下
品

な
言
葉
と
み
な
す
に
も
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

盗
人
言
葉
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
や
ば
い
」
と
さ
れ
る
対
象
は
、
あ
ま
り
合
法
的
と
は
い
え
な
い
活
動
を
指
し
た
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
人
目
を
避
け
て
い
か

が
わ
し
い
場
所
に
忍
び
入
り
、
少
々
や
ん
ち
ゃ
な
悪
さ
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
誰
か
に
見
つ
か
り
そ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
ん
な
と
き
に
、
「
こ
れ
は
や
ば
い
」

と
表
現
す
る
の
は
、
語
源
か
ら
し
て
正
当
な
用
法
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。 

 

い
く
ら
全
国
に
ａ

フ
キ
ュ
ウ
し
辞
書
に
も
採
用
さ
れ
た
言
葉
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
語
感
が
上
品
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
は
し
な
い
。
現
在
で
も
、
良
識
あ
る

大
人
が
公
に
使
う
べ
き
表
現
で
は
な
か
ろ
う
と
私
は
心
得
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
若
者
の
間
で
は
「
や
ば
い
」
の
意
味
が
、
最
近
変
化
を
ｂ

ト
げ
つ
つ
あ
る
ら
し
い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
や
居
酒
屋
で
情
報
収
集
の
た
め
に
神
経
を
研
ぎ
澄
ま

し
て
い
る
と
、
「
こ
れ
、
や
ば
い
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
耳
に
す
る
。
し
か
も
妙
齢
の
女
性
が
下
品
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
言
葉
を
公
の
場
で
平
然
と
使
う
も
の

だ
か
ら
、
私
な
ど
は
少
な
か
ら
ず
驚
い
て
し
ま
う
。 

 

い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
再
び
『
大
辞
林
第
三
版
』
に
よ
れ
ば
、
「
や
ば
い
」
に
は
自
身
の
心
情
が
強
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
ほ
ど
す
ご
い
、
と
い
う

意
味
が
発
生
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
肯
定
の
意
味
に
も
否
定
の
意
味
に
も
使
わ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
女
の
子
が
「
こ
れ
は
や
ば
い
」
と
叫
ん
で
い
た
ら
、
そ
れ
が 
Ｘ 

と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
も
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
だ
。
私
が
気
に
入
っ
て
い
る
路
地
裏
の
あ
や
し
げ
な
飲
み
屋
に
行
っ
て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
は
た
い
て
い
見
る
か
ら
に
や
ば
い
店
構
え
を
し
て
い
る
わ
け
だ

が
、
「
こ
の
店
は
や
ば
い
で
す
ね
」
と
連
れ
が
言
っ
た
と
す
る
と
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
と
て
も
や
や
こ
し
い
。 

 

新
し
い
「
や
ば
い
」
の
使
い
方
が
登
場
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
こ
の
よ
う
に
１

入
り
組
ん
だ
状
態
に
ア

陥
る
危
険
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
「
や
ば
い
」

の
正
確
な
用
法
を
学
ぶ
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
を
試
み
る
と
、
「
と
て
も
す
ご
い
」
と
い
っ
た
意
味
の
形
容
詞
と
し
て
、
す
で
に
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
い
く
ら
調
べ
て
も
私
自
身
の
違
和
感
は
ま
っ
た
く
イ

払
拭
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
他
方
で
使
い
手
の
間
で
あ
か
ら
さ
ま
な
不
都
合
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
な
い
。 

 

私
の
理
解
で
は
、
「
あ
の
技
は
と
て
も
す
ご
い
」
と
い
う
代
わ
り
に
、
「
あ
の
技
は
や
ば
い
」
と
表
現
で
き
る
。
ま
た
、
「
こ
の
絵
は
す
ご
く
良
い
」
と
書
く
代
わ

り
に
、
「
こ
の
絵
は
や
ば
い
」
と
書
い
て
も
良
い
。
「
す
ご
く
寒
い
」
の
代
わ
り
と
し
て
「
や
ば
い
寒
い
」
と
い
う
表
現
も
発
見
し
た
。
も
っ
と
も
、
意
味
は
と
も
あ

れ
発
音
す
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
せ
め
て
「
や
ば
く
寒
い
」
と
書
い
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
「
や
ば
い
」
に
新
し
い
意
味
が
発
生
し
た
２

か
ら
く
り
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
ま
ず
、
「
心
体
に
不
都
合
が
出
る
く
ら
い
す
ご
い
物
事
」
と
い
う
大

げ
さ
な
表
現
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
中
の
不
都
合
と
い
う
部
分
を
俗
語
変
換
す
れ
ば
、
「
心
体
が
や
ば
く
な
る
ほ
ど
す
ご
い
物
事
」
、
あ
る
い
は
も
っ
と
単
純
に
「
や

ば
く
な
る
ほ
ど
す
ご
い
物
事
」
と
な
る
。
最
後
に
言
葉
を
大
胆
に
省
略
す
れ
ば
、
「
や
ば
い
物
事
」
が
で
き
上
が
る
。 

 

ど
う
や
ら
、
こ
の
新
型
や
ば
い
の
使
い
手
た
ち
は
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
理
解
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
「
や
ば
な
こ
と
」
を
そ
の
ま
ま
現
代
語
に
置
き
換
え

た
旧
型
や
ば
い
と
の
論
理
的
整
合
性
に
は
特
段
の
３

問
題
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
確
信
犯
ら
し
い
。 

 

し
か
し
、
最
後
に
得
ら
れ
た
形
だ
け
を
見
る
と
、
こ
れ
が
省
略
を
ウ

施
し
た
結
果
得
ら
れ
た
新
型
や
ば
い
な
の
か
、
そ
れ
と
も
古
典
的
や
ば
い
な
の
か
は
判
別
で
き

な
い
。
結
局
、
や
ば
い
が
肯
定
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
否
定
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
判
断
す
る
に
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
推
論
す
る
し
か
な
い
の
だ
。 

 

ほ
と
ん
ど
正
反
対
の
意
味
が
共
存
し
得
る
と
い
う
、
言
葉
と
し
て
は
ｃ

チ
メ
イ
的
な
欠
陥
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
や
ば
い
」
の
新
し
い
用
法
が
若
者

た
ち
の
日
常
会
話
を
飛
び
出
し
て
、
辞
書
に
載
る
ほ
ど
ま
で
に
定
着
し
た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
の
理
由
を
考
え
始
め
る
と
、
こ
の
現
象
は
「
あ
り
が
と
う
」
の
変
遷
に
も
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
「
あ
り
が
と
う
」
の
語
源
を
た
ど
れ
ば
、
こ
れ
は
「
有
り

難
し
」
に
行
き
着
く
。
こ
れ
は
、
有
る
こ
と
が
難
し
い
、
す
な
わ
ち
め
っ
た
に
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
と
は
と
言
え
ば
、
「
あ
り
が
た
き
幸
せ
を
喜
ぶ
」
「
あ

り
が
た
き
御
配
慮
に
恐
れ
入
る
」
な
ど
の
よ
う
に
、
め
っ
た
に
な
い
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
幸
せ
を
喜
ぶ
、
め
っ
た
に
な
い
特
別
の
ご
配
慮
に
感
謝
す
る
と
い
う
文
章
形
式

で
使
わ
れ
て
い
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
め
っ
た
に
な
い
物
が
何
で
あ
る
の
か
記
述
す
る
の
を
省
略
し
て
、
４

「
あ
り
が
た
し
」

だ
け
で
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
現
代
語
の
「
あ
り
が
と
う
」
に
至
る
の
で
あ
る
。 

 

め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
こ
と
に
は
、
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
あ
る
は
ず
だ
。
よ
っ
て
、
論
理
を
純
粋
に
追
求
す
る
な
ら
ば
、
「
あ
り
が
と
う
」
だ
け
単
独
で
使
用

さ
れ
た
場
合
に
は
、
肯
定
的
な
意
味
も
否
定
的
な
解
釈
も
あ
り
得
る
。
も
し
「
あ
り
が
と
う
」
が
定
着
す
る
前
の
時
代
に
現
代
人
た
ち
が
紛
れ
込
ん
だ
と
し
た
ら
、
そ

の
人
々
が
「
あ
り
が
と
う
」
だ
け
で
用
を
足
す
の
に
顔
を
し
か
め
、
そ
れ
で
は
良
い
意
味
だ
か
悪
い
意
味
だ
か
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
よ

う
な
人
物
が
生
ま
れ
た
に
違
い
な
い
。 

 

し
か
し
、
現
代
の
日
常
会
話
で
、
「
あ
り
が
た
き
幸
せ
を
喜
ん
で
お
り
ま
す
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
と
、
む
し
ろ
大
げ
さ
す
ぎ
て
く
ど
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
。

単
に
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
ほ
う
が
よ
ほ
ど
感
謝
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
当

然
と
な
る
価
値
判
断
の
部
分
に
か
か
わ
る
記
述
を
省
略
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
気
持
ち
が
伝
わ
る
と
い
う
感
覚
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

で
は
、
５

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
価
値
判
断
を
表
す
根
幹
部
分
の
省
略
が
、
人
々
に
好
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

明
ら
か
に
、
そ
の
よ
う
な
省
略
が
行
わ
れ
て
も
不
都
合
が
生
じ
な
い
た
め
に
は
、
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
価
値
判
断
に
か
か
わ
る
前
提
が
、
お
互
い
に
正
し
く
理
解

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
省
略
部
分
を
正
し
く
補
い
意
味
に
６

齟
齬
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
多
く
の
経
験
と
価
値
判
断
を
共
有
し
て
い
る
同



 

じ
集
団
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
、
お
互
い
に
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 
ま
た
、
省
略
さ
れ
た
部
分
を
意
識
の
下
で
確
認
し
あ
う
と
い
う
行
為
が
、
お
互
い
の
間
で
価
値
観
が
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
解
を
深
め
る
点
も
見
逃
せ
な
い
。

言
葉
の
意
味
に
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
と
き
に
は
、
理
解
す
る
た
め
に
聞
き
手
の
ほ
う
に
は
あ
い
ま
い
な
部
分
を
頭
の
中
で
補
う
必
要
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
７

間
隙
を
共
通
の
言
葉
で
埋
め
る
と
い
う
体
験
を
通
じ
て
、
お
互
い
が
利
害
を
共
有
し
て
い
る
仲
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
っ
そ
う
深
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。 

 

言
葉
の
省
略
と
は
、
お
互
い
が
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
検
査
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
や
ば
い
に
限
ら
ず
、
一
般
に
隠
語
を
共
有
す

る
こ
と
に
独
特
な
喜
び
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
も
、
同
様
な
説
明
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
省
略
さ
れ
た
前
提
を
知
ら
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
隠
語
を
使
い
こ
な
す
こ
と

で
、
共
同
体
感
覚
や
仲
間
意
識
の
再
確
認
作
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

言
葉
を
省
略
す
る
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
言
葉
の
省
略
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
相
手
と
自
分
の
間
の
距
離
を
遠
ざ
け
る
可

能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
エ

示
唆
す
る
。
省
略
を
せ
ず
に
あ
え
て
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
意
味
の
補
完
が
で
き
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
こ

と
の
現
れ
で
あ
る
。
す
る
と
、
当
然
自
分
も
仲
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
人
は
、
自
分
が
相
手
と
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
疑
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
面

白
く
な
い
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
を
考
慮
す
れ
ば
、
お
互
い
の
間
で
わ
か
り
き
っ
て
い
る
は
ず
の
事
柄
は
、
あ
え
て
く
ど
く
説
明
せ
ず
に
省
略
す
る
こ
と
が
、
相
手
と
の
関
係
を
密
に
す
る
た

め
に
有
力
な
戦
略
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仲
間
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
強
調
す
る
た
め
に
、
言
葉
を
で
き
る
だ
け
省
略
し
よ
う
、
あ
る
い
は
極

端
に
前
提
が
省
略
さ
れ
た
隠
語
を
使
い
た
い
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
省
略
と
い
う
点
で
は
「
あ
り
が
と
う
」
と
共
通
項
が
あ
っ
て
も
、「
や
ば
い
」
の
場
合
に
は
旧
型
や
ば
い
に
す
で
に
否
定
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
そ
の
う
ち
に
「
良
い
や
ば
い
」
と
「
悪
い
や
ば
い
」
と
い
う
使
い
分
け
が
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ

う
に
面
倒
な
ど
ち
ら
つ
か
ず
の
言
葉
は
な
お
さ
ら
使
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
で
は
「
や
ば
い
」
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
８

俗
語
の
域
を
出
な

い
だ
ろ
う
。 

 

新
型
や
ば
い
が
そ
の
意
味
を
い
っ
そ
う
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
旧
型
や
ば
い
の
用
法
が
ｄ

ク
チ
ク
さ
れ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
可
能
性

と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
旧
来
の
用
法
を
使
い
こ
な
す
人
が
減
少
す
る
こ
と
で
、
し
だ
い
に
「
や
ば
い
」
と
は
特
別
な
感
動
を
表
す
ほ
う
が
主
た
る
意
味
に
な
っ
て
い

く
こ
と
も
あ
り
得
る
。 

 

道
行
く
人
々
が
、「
今
日
は
本
当
に
や
ば
い
で
す
ね
」
と
あ
い
さ
つ
を
交
わ
す
よ
う
な
図
は
な
か
な
か
私
に
は
思
い
浮
か
ば
な
い
が
、
長
い
歴
史
の
中
で
は
そ
う
い
う

こ
と
も
あ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
に
な
る
と
し
て
も
、
私
の
よ
う
な
旧
型
や
ば
い
の
使
い
手
た
ち
が
死
滅
し
た
後
の
遠
い
将
来

の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
。 

（
梶
井
厚
志
の
文
章
に
よ
る
） 

 

〈
注
〉
『
膝
栗
毛
』 

 

十
返
舎
一
九
の
作
品
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
の
こ
と 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ 

 

動
機
づ
け 

 

問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
片
仮
名
を
漢
字
に
改
め
よ
。 

ａ 

フ
キ
ュ
ウ 

 

ｂ 

ト
（
げ
） 

 

ｃ 

チ
メ
イ 

 

ｄ 

ク
チ
ク 

 

問
二 

二
重
傍
線
部
ア
～
エ
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名

、
、
、
で
記
せ
。 

ア 

陥
（
る
） 

 

イ 

払
拭 

 

ウ 

施
（
し
た
） 

 

エ 

示
唆 

 

問
三 

空
白
部
Ｘ
を
埋
め
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 

が
ま
ん
す
れ
ば
味
わ
え
る 

 
 

２ 

あ
ぶ
な
い
か
ら
動
い
て
は
い
け
な
い 

 

３ 

び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
お
い
し
い 

４ 

ほ
と
ん
ど
味
が
わ
か
ら
な
い 

 

５ 

た
い
へ
ん
あ
や
し
げ
だ 

 

問
四 

傍
線
部
１
「
入
り
組
ん
だ
状
態
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 

聞
き
手
に
理
解
し
に
く
い
よ
う
に
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
語
法
を
使
っ
て
話
し
手
が
意
図
的
に
混
乱
さ
せ
る 

２ 

新
し
い
用
法
が
生
ま
れ
た
た
め
に
、
肯
定
的
な
用
法
な
の
か
否
定
的
な
用
法
な
の
か
を
明
確
に
判
断
で
き
な
い 

３ 

従
来
の
用
法
を
参
照
基
準
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
肯
定
の
意
味
と
否
定
の
意
味
が
同
時
に
表
現
さ
れ
て
し
ま
う 

４ 

心
情
を
表
す
主
観
的
な
意
味
と
危
機
的
状
況
を
示
す
客
観
的
な
意
味
が
、
異
な
っ
た
文
脈
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る 

５ 

歴
史
の
あ
る
高
級
な
文
章
語
と
一
部
で
隠
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
低
俗
な
話
し
言
葉
が
、
完
全
に
融
合
し
て
い
る 

 

問
五 

傍
線
部
２
「
か
ら
く
り
」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 

新
し
い
用
法
の
違
和
感
を
な
く
す
た
め
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
使
用
を
広
め
る 

２ 

不
都
合
な
表
現
を
言
い
や
す
い
話
し
言
葉
の
表
現
に
変
え
て
単
純
化
す
る 

３ 

隠
語
を
意
図
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
表
現
効
果
を
高
め
て
言
葉
を
省
く 

４ 

古
い
言
い
方
を
現
代
語
に
改
め
て
複
雑
な
意
味
の
新
し
い
用
法
を
作
り
出
す 

５ 

誇
張
し
た
表
現
を
上
品
で
は
な
い
話
し
言
葉
に
置
き
か
え
て
一
気
に
短
く
す
る 

 



 

問
六 

傍
線
部
３
「
問
題
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
判
断
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中
か
ら
選
び
、
そ

の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 
省
略
さ
れ
た
言
い
方
を
た
だ
聞
い
た
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
新
し
い
用
法
な
の
か
古
い
用
法
な
の
か
を
は
っ
き
り
と
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
識
別
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら 

２ 

俗
語
か
ら
生
ま
れ
た
新
し
い
用
法
は
一
般
に
広
く
用
い
る
に
は
問
題
が
あ
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
だ
と
は
い
え
、
人
々
に
使
わ
れ
て
規
範
と
な
る
辞
書
に
掲

載
さ
れ
た
か
ら 

３ 

新
旧
の
用
法
の
間
に
は
論
理
的
な
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
す
で
に
多
く
の
人
々
が
抵
抗
感
な
く
平
気
で
新
し
い
用
法
を
使
っ
て

い
る
か
ら 

４ 

巧
妙
に
文
脈
を
使
い
分
け
な
が
ら
意
味
の
違
い
が
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
表
現
を
作
り
出
す
こ
と
に
、
新
し
い
言
葉
を
使
う
醍
醐
味
を
見
出
し
て

い
る
か
ら 

５ 

肯
定
的
か
否
定
的
か
と
い
う
意
味
の
違
い
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
さ
を
表
す
と
い
う
点
で
は
新
旧
の
用
法
に
矛
盾
は
な
い
と
考
え
て
い

る
か
ら 

 

問
七 

傍
線
部
４
「
「
あ
り
が
た
し
」
だ
け
で
感
謝
の
気
持
ち
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
現
代
語
の
「
あ
り
が
と
う
」
に
至
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
う
し
た
経
緯
に
ど

の
よ
う
な
事
情
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 

価
値
判
断
の
部
分
を
省
略
し
た
ほ
う
が
、
相
手
に
気
持
ち
が
伝
わ
る
と
い
う
感
覚
が
人
々
の
間
に
存
在
し
て
い
た 

２ 

正
反
対
の
意
味
が
同
時
に
存
在
し
て
い
て
紛
ら
わ
し
い
と
い
う
感
覚
を
解
消
す
る
方
向
に
、
人
々
の
気
分
が
傾
い
た 

３ 

共
同
体
に
属
し
て
い
る
人
々
の
間
で
は
、
省
略
さ
れ
た
部
分
の
意
味
に
つ
い
て
の
教
育
が
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

４ 

く
ど
く
大
げ
さ
な
文
章
形
式
の
言
い
回
し
に
異
議
が
唱
え
ら
れ
、
省
略
し
た
言
い
方
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 

５ 

現
代
の
人
々
に
は
意
味
が
二
重
に
な
る
よ
う
な
用
法
は
紛
ら
わ
し
く
、
抗
議
の
文
章
を
記
す
人
も
徐
々
に
現
れ
て
き
た 

 

問
八 

傍
線
部
５
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
価
値
判
断
を
表
す
根
幹
部
分
の
省
略
が
、
人
々
に
好
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、「
好
ま
れ
る
」
理
由
を
十
五
字
以
内

で
記
せ
。
た
だ
し
、
句
読
点
等
も
字
数
に
含
む
も
の
と
す
る
。 

 

問
九 

傍
線
部
６
「
齟
齬
」
の
意
味
を
五
字
以
内
で
記
せ
。 

 

問
十 

傍
線
部
７
「
間
隙
を
共
通
の
言
葉
で
埋
め
る
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中

か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 

言
葉
が
省
略
さ
れ
た
部
分
の
意
味
を
勝
手
に
想
像
し
て
恣
意
的
に
充
塡
す
る
こ
と 

２ 

省
略
さ
れ
て
あ
い
ま
い
に
な
っ
た
意
味
を
よ
り
一
般
的
で
こ
な
れ
た
言
い
方
に
置
換
す
る
こ
と 

３ 

省
略
に
よ
っ
て
生
じ
た
空
白
を
心
の
中
で
相
手
と
同
じ
言
葉
を
想
起
し
て
補
完
す
る
こ
と 

４ 

使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
言
葉
を
省
略
し
て
相
手
と
の
利
害
関
係
を
一
致
さ
せ
る
こ
と 

５ 

意
味
の
省
略
に
よ
っ
て
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
言
葉
を
密
に
し
て
丁
寧
に
表
現
す
る
こ
と 

 

問
十
一 

傍
線
部
８
「
俗
語
の
域
を
出
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
左
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
よ
。 

１ 

こ
れ
ま
で
の
用
法
に
限
定
さ
れ
て
発
展
性
が
な
い 

 
 

 

２ 

品
格
が
な
い
言
葉
だ
と
い
う
認
識
が
な
く
な
ら
な
い 

３ 

稚
拙
で
舌
足
ら
ず
の
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
る 

 
 

 
 

４ 

ご
く
普
通
の
あ
い
さ
つ
言
葉
に
な
る
ほ
か
は
な
い 

５ 

話
し
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
も
文
章
語
に
は
な
ら
な
い 



 

【
解
答
】 

問
一 
ａ 

普
及 

 

ｂ 

遂 
 

ｃ 

致
命 

 

ｄ 

駆
逐 

問
二 
ア 
お
ち
い 

 

イ 

ふ
っ
し
ょ
く 

 

ウ 

ほ
ど
こ 

 

エ 

し
さ 

問
三 

３ 

問
四 

２ 

問
五 

５ 

問
六 

５ 

問
七 

１ 

問
八 

（
例
１
）
価
値
観
の
共
有
を
確
認
で
き
る
か
ら
。
（
15
字
） 

 
 

 

（
例
２
）
仲
間
意
識
を
深
く
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。
（
15
字
） 

問
九 

（
例
）
食
い
違
い
（
４
字
） 

問
十 

３ 

問
十
一 

２ 

 【
解
説
】 

問
四 

傍
線
部
１
の
直
前
の
「
こ
の
よ
う
に
」
が
指
す
内
容
を
と
ら
え
る
。
本
来
「
危
険
な
さ
ま
や
不
都
合
な
様
子
」
を
表
し
て
い
た
「
や
ば
い
」
と
い
う
言
葉
に
「
自

身
の
心
情
が
強
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
ほ
ど
す
ご
い
」
と
い
う
意
味
が
発
生
し
た
こ
と
で
、
「
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
な
の
か
と
て
も
や
や
こ
し
い
」
と
い
う
状
態

を
指
し
て
い
る
。 

問
五 

傍
線
部
２
の
直
後
に
「
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。「
大
げ
さ
な
表
現
か
ら
出
発
」
し
て
、
一
部
を
「
俗
語
変
換
」
し
、
最
後
に
「
大

胆
に
省
略
」
す
る
の
で
あ
る
。 

問
六 

「
問
題
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
」
の
は
、「
新
型
や
ば
い
の
使
い
手
た
ち
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
こ
の
あ
た
り
の
事
情
」
を
理
解
し
て
い
る
と
あ
る
。「
こ
の

あ
た
り
の
事
情
」
と
は
、
問
五
で
扱
っ
た
「
か
ら
く
り
」
の
こ
と
。「
新
型
や
ば
い
」
と
は
「
旧
型
や
ば
い
」
の
持
つ
「
不
都
合
と
い
う
部
分
」
を
「
俗
語
変
換
」

し
て
発
生
し
た
に
過
ぎ
ず
、
根
本
的
な
意
味
用
法
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

問
七 

「
あ
り
が
と
う
」
の
例
を
説
明
し
た
最
後
の
ま
と
め
の
一
文
に
、「
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
当
然
と
な
る
価
値
判
断
の
部
分
に
か
か
わ
る
記
述
を
省
略
し
た
ほ
う
が
、

よ
り
気
持
ち
が
伝
わ
る
と
い
う
感
覚
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。 

問
八 

省
略
が
行
わ
れ
て
も
意
味
が
伝
わ
る
た
め
に
は
「
多
く
の
経
験
と
価
値
判
断
を
共
有
し
て
い
る
同
じ
集
団
」
に
属
し
、「
価
値
判
断
に
か
か
わ
る
前
提
」
が
正
し

く
理
解
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
省
略
さ
れ
た
言
葉
を
意
識
下
で
確
認
し
あ
う
こ
と
で
「
仲
間
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
深
く
感
じ
ら
れ
る
と
筆
者
は
分

析
し
て
い
る
。
言
葉
を
省
略
す
る
こ
と
は
「
価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
検
査
」
の
よ
う
な
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
着
目
。 

問
十 

傍
線
部
７
の
直
前
の
「
そ
の
」
と
い
う
指
示
語
に
着
目
し
、
傍
線
部
７
が
「
省
略
さ
れ
た
部
分
を
意
識
の
下
で
確
認
し
あ
う
」「
言
葉
の
意
味
に
あ
い
ま
い
さ
が

あ
る
と
き
に
は
、
理
解
す
る
た
め
に…

あ
い
ま
い
な
部
分
を
頭
の
中
で
補
う
」
の
言
い
換
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
さ
え
る
。 

問
十
一 

「
～
の
域
を
出
な
い
」
と
は
「
～
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
。
本
文
で
「
や
ば
い
」
が
「
語
感
が
上
品
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
は
し
な
い
」「
良
識
あ
る
大

人
が
公
に
使
う
べ
き
表
現
で
は
な
か
ろ
う
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
２
が
適
当
。
３
は
「
稚
拙
で
舌
足
ら
ず
の
表
現
」
が
俗
語
の
性
質
と
は
ぴ

っ
た
り
合
わ
な
い
。
５
は
、
俗
語
が
「
文
章
語
に
は
な
ら
な
い
」
と
は
限
ら
な
い
の
で
誤
り
。 

 


