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次
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

問
一　

次
の
①
～
③
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

①　

絶
体
絶
命

②　

夏
炉
冬
扇

③　

南
船
北
馬

ア　

六
日
の
菖あ

や
め蒲

、
十
日
の
菊

イ　

愚
者
も
一
徳

ウ　

轍て
っ

鮒ぷ

之の

急き
ゅ
う　

エ　

目
か
ら
鼻
へ
抜
け
る

オ　

東
奔
西
走

カ　

栴せ
ん

檀だ
ん

は
双
葉
よ
り
芳
し

キ　

燕え
ん

雀じ
ゃ
く

安い
ず
く

ん
ぞ
鴻こ
う

鵠こ
く

の
志
を
知
ら
ん
や

問
二　

次
の
①
～
④
の
中
で
、
例
の
よ
う
に
（　

）
内
の
漢
字
を
適
切
な
順
序
で
組
み
合
わ
せ
る
と
二
字
熟
語
で
漢
字
の
し
り
と
り
が
で
き
る
も
の
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

例　
（
作　

動　

律　

法
）　
（
動
作
→
作
法
→
法
律
→
律
動
→
動
作
）

①　
（
心　

用　

信　

配
）

②　
（
賞　

則　

反　

計
）

③　
（
告　

言　

発　

論
）

④　
（
転　

錯　

誤　

射
）

ア　

①
と
②　
　

イ　

①
と
③　
　

ウ　

①
と
④　
　

エ　

②
と
③　
　

オ　

②
と
④

第
1
問
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問
三　

次
の
季
語
の
う
ち
季
節
が
異
な
る
も
の
を
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

流
氷　
　

イ　

山
眠
る　
　

ウ　

枯
野　
　

エ　

時
雨

問
四　

次
の
文
学
者
の
う
ち
、
Ａ
思
潮
、
Ｂ
ジ
ャ
ン
ル
、
Ｃ
代
表
作
品
の
組
み
合
わ
せ
が
正
し
い
も
の
を
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

与
謝
野
晶
子　
　

Ａ　

浪
漫
派　
　
　
　

Ｂ　

歌
人　
　
　

Ｃ　
「
に
ご
り
え
」

イ　

斎
藤
茂
吉　
　
　

Ａ　

ア
ラ
ラ
ギ
派　
　

Ｂ　

俳
人　
　
　

Ｃ　
「
竹
乃
里
歌
」

ウ　

有
島
武
郎　
　
　

Ａ　

白
樺
派　
　
　
　

Ｂ　

小
説
家　
　

Ｃ　
「
或
る
女
」

エ　

太
宰　

治　
　
　

Ａ　

新
現
実
主
義　
　

Ｂ　

小
説
家　
　

Ｃ　
「
斜
陽
」

問
五　

次
の
各
文
の
「
よ
う
な
」
を
文
法
的
な
意
味
に
よ
っ
て
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
場
合
の
分
け
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

①　

あ
の
白
い
雲
は
綿
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。

②　

彼
の
よ
う
な
善
人
は
ま
れ
で
あ
る
。

③　

夢
の
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
。

④　

雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
な
気
配
が
す
る
。

ア　
（
①
）　
（
②
）　
（
③
・
④
）

イ　
（
①
）　
（
②
・
③
）　
（
④
）

ウ　
（
①
・
②
）　
（
③
）　
（
④
）

エ　
（
①
・
③
）　
（
②
）　
（
④
）

問
六　

次
の
熟
語
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。

ア　

拘
泥　
　

イ　

返
戻　
　

ウ　

営
巣　
　

エ　

必
定
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次
の
文
章
は
あ
る
本
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
は
、
句
読
点
・
符
号
も
一
字
に
数
え
る
。

現
代
に
お
い
て
心
を
問
題
と
す
る
と
き
、
そ
れ
を
脳
と
い
う
身
体
器
官
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
心
の

さ
ま
ざ
ま
な
は
た
ら
き
が
脳
と
い
う
器
官
と
何
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
い
ま
や
自
明
の
理
に
属
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
科
学
が
未
発
達
で

あ
っ
た
長
い
間
、
心
の
在
り
処か

は
心
臓
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
い
ま
や
心
臓
は
そ
の
地
位
を
脳
に
ａ
ユ
ズ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
心
臓
」
と
い
う
言
葉

を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
臓
器
（
器
官
）
か
ら
な
る
身
体
に
は
、
そ
の
身
体
を
身
体
た
ら
し
め
て
い
る
或あ

る
原
理
が
、
す
な
わ
ち
「
中
心0

」
が
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
の
名
が
「
心0

」
で
あ
り
、
し
か
し
て
そ
の
「
心
」
が
宿
る
臓
器
が
心
臓

0

0

な
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の
言
葉
は
、
身
体
を
（
単
な
る

物
体
と
区
別
し
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
）
身
体
た
ら
し
め
て
い
る
何
ら
か
の
原
理
が
存
在
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
見
通
し
を
す
で
に
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

原
理
を
主
と
し
て
担
う
臓
器
が
従
来
の
予
測
に
反
し
て
〈
身
体
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
っ
て
血
液
を
身
体
中
に
め
ぐ
り
わ
た
ら
せ
る
あ
の
ポ
ン
プ
〉
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
の
成
り
立
ち
か
ら
言
え
ば
、
い
ま
や
脳
こ
そ
が
心
臓
と
呼
ば
れ
て
然し

か

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
い
ま
や
、
身
体
を
身
体
た
ら
し
め
て
い
る
原
理
の
宿
る
と
こ
ろ
は
脳
で
あ
る
。
脳
が
身
体
の
中
心0

で
あ
り
、
心
の
座
な
の
だ
。
そ
し
て
問
題
は
、
こ
こ

で
の
「
宿
る
」
や
「
座
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
っ
た
い
脳
と
心
の
間
の
ど
の
よ
う
な
関
係
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
〈
心
と
は
身
体
を
身
体
た
ら
し
め
て
い
る
原
理
に
与
え
ら
れ
た
名
だ
〉
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
こ
で
言
う
身
体
と
は
、
私
た
ち
人
間
の
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
人
間
以
外
の
哺
乳
類
も
、
さ
ら
に
は
爬は

虫ち
ゅ
う

類る
い

も
ｂ
コ
ウ
カ
ク
類
も
昆
虫
も
、
お
よ
そ
あ

ら
ゆ
る
動
物
が
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
を
も
つ
。
こ
れ
ら
の
身
体
は
、
一
面
で
は
確
か
に
「
も
の
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
が
何
ら
か
の
仕
方
で
組

織
化
（
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
組
織
化
の
原
理
そ
れ
自
体
は
「
も
の
（
物
質
）」
で
は
な
い

0

0

と
い
う
洞
察
が
、
こ
の
原
理
を
（「
も

の
」
と
区
別
し
て
）「
こ
こ
ろ
」
と
呼
ば
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
、
動
物
ば
か
り
で
な
く
植
物
も
身
体
を
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
植
物
も
ま
た
単
な
る
「
も
の
（
物
質
）」
で
は
な
く
、
物
質
が
或
る
種
の
仕
方
で
組

織
化
さ
れ
た
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
も
の
（
物
質
）」
が
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
そ
れ
自
体
は
も
は
や
「
も
の
」
で
は
な
い
原
理
に
よ
っ
て
組
織
化

（
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
）
さ
れ
た
存
在
が
有
機
体
（
オ
ー
ガ
ニ
ズ
ム
）
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
組
織
化
に
先
立
つ
単
な
る
「
も
の
」
が
非
―有
機
体
、
つ
ま
り
無
機

物
な
の
だ
。
物
質
同
士
の
結
合
を
、
同
じ
物
質
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
説
明
し
尽
く
せ
る
も
の
が
無
機
物
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
こ
で
登
場
し
た
有
機
化
の
原
理
の
名
が

「
こ
こ
ろ
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る
動
物
は
「
こ
こ
ろ
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
す
べ
て
の
植
物
も
ま
た
「
こ
こ
ろ
」
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
「
こ
こ
ろ
」
は
、
先
に
（
注
１
）
本
論
が
「
意
識
」
と
同
義
に
用
い
た
「
心
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア

リ
や
ハ
エ
が
、
ま
し
て
や
植
物
全
般
が
、
私
た
ち
の
下
で
意
識
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
も
つ
と
は
、
ふ
つ
う
誰
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

第
2
問
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し
か
し
、
ア
リ
や
ハ
エ
や
植
物
が
も
は
や
単
な
る
「
も
の
」
で
は
な
く
、「
も
の
」
を
或
る
種
の
仕
方
で
絶
え
ず
組
織
化
し
て
ゆ
く
原
理
の
下
に
あ
る
こ
と
も
ま

た
確
か
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
（「
も
の
」
の
秩
序
と
は
別
の
）
①
あ
る
新
し
い
秩
序
の
住
人
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
秩
序
化
の
原
理
と
し
て
の
「
こ
こ

ろ
」
を
、
先
の
（
私
た
ち
人
間
の
下
で
典
型
的
に
見
ら
れ
る
）「
心
」（
な
い
し
意
識
）
と
区
別
し
て
、
ひ
ら
が
な
で
表
記
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ふ
つ
う
、
②
こ
の

有
機
化
の
原
理
は
生
命
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
が
、
本
章
が
あ
え
て
生
命
と
「
こ
こ
ろ
」
を
等
置
す
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
原
理
の
下
で
は
じ
め
て
、

い
ま
や
組
織
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
有
機
体
に
対
し
て
何
も
の
か
が
何
も
の
か
と
し
て
、
つ
ま
り
当
の
有
機
体
に
と
っ
て
何
ら
か
の
意
味

0

0

を
も
っ
た
存
在
と
し
て
姿

を
現
す
、
す
な
わ
ち
現
象
す
る

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
登
場
し
た
「
意
味
」
な
る
も
の
の
最
も
原
初
的
な
在
り
よ
う
は
、
有
機
体
の
構
成
要
素
と
し
て
組
織
化
さ
る

べ
き
も
の
、
つ
ま
り
当
の
有
機
体
に
と
っ
て
の
プ
ラ
ス
（
正
）
の
価
値
と
、
逆
に
そ
こ
か
ら
排
除
・
排は

い

泄せ
つ

さ
る
べ
き
も
の
、
つ
ま
り
当
の
有
機
体
に
と
っ
て
の
マ
イ

ナ
ス
（
負
）
の
価
値
と
い
っ
た
ほ
ど
の
単
純
な
も
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
決
定
的
な
の
は
、
い
ま
や
「
も
の
」
が
何
ら
か
の
価
値
と
い
う
「
意
味
」
の
相
の
下
で
有
機
体
に
対
し
て
現
象
す
る

0

0

0

0

と
い
う
点
で
あ
る
。

有
機
体
は
、
み
ず
か
ら
の
存
続
に
関
わ
る
も
の
を
、
そ
れ
の
現
象
を
通
し
て
認
知
す
る

0

0

0

0

の
だ
。
単
な
る
「
も
の
」
は
、
そ
れ
が
「
も
の
」
の
次
元
に
と
ど
ま
る
か
ぎ

り
（
つ
ま
り
、
そ
こ
に
「
も
の
」
以
外
の
次
元
が
介
在
し
な
い
か
ぎ
り
）、
決
し
て
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
「
も
の
」

は
単
に
「
あ
る
＝
存
在
す
る
」
だ
け
な
の
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
何
か
と
し
て

―
た
と
え
ば
机
と
し
て

0

0

0

、
水
と
し
て

0

0

0

、
二
酸
化
炭
素
と
し
て

0

0

0

…
…
「
あ
る

＝
存
在
す
る
」
こ
と
す
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
何
か
と
し
て
」
は
、
い
ま
考
察
し
た
よ
う
に
、
現
象
す
る
も
の
だ
け
が
も
ち
う
る
「
意
味
」
の
次
元
に
属
す
る
事

態
だ
か
ら
で
あ
る
。
単
な
る
「
も
の
」
の
次
元
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
「
何
か
と
し
て
」
の
ｃ
リ
ン
カ
ク
を
失
っ
て
③
単
な
る
「
あ
る
＝
存
在
」
の
闇
に
没
し
た

ま
ま
な
の
だ
。
同
じ
こ
と
を
逆
か
ら
言
え
ば
、
生
命
と
は
、
い
ま
や
組
織
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
有
機
体
に
対
し
て
何
も
の
か
が
何
も
の
か
と
し
て

0

0

0

（
意
味
を
担
っ

て
）
現
象
す
る

0

0

0

0

新
た
な
秩
序
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
何
も
の
か
が
現
象
す
る
と
こ
ろ
が
「
こ
こ
ろ
」
な
の
で
あ
る
。
生
命
と
「
こ
こ
ろ
」
が
本
質
的
な

連
関
を
も
つ
所ゆ

え
ん以

で
あ
る
。

そ
し
て
、（
心
臓
や
脳
を
器
官
と
し
て
含
む
）
身
体
は
、「
も
の
」
が
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
で
「
こ
こ
ろ
」
の
次
元
が
開
か
れ
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
地
点
・
時
点
に
位

置
し
て
い
る
。

Ⅰ

（
後
に
論
ず
る
よ
う
に
、
正
確
に
は
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
事
態
は
、〈「
も
の
」
が
組
織
化
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち

0

0

0

0

「
こ
こ
ろ
」
の
次
元
が
開

か
れ
る
〉
と
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）。
私
た
ち
人
間
の
よ
う
に
高
度
に
発
達
し
た
「
こ
こ
ろ
」（
つ
ま
り
「
心
＝
意
識
」）
を
も
つ
に
は
脳
と
い
う
固
有
の
器
官

の
形
成
が
必
要
で
あ
る
に
し
て
も
、
何
も
の
か
が
何
ら
か
の
価
値
を
担
っ
て
意
味
と
し
て
現
象
す
る
に
は
、
環
境
と
の
間
で
「
も
の
」
の
遣や

り
取
り
を
す
る
こ
と
を

通
じ
て
お
の
れ
を
組
織
化
（
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ
）
す
る
身
体
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
議
論
を
さ
し
あ
た
り
人
間
の
脳
と
心
に
（
心
脳
問
題
に
）
限
定
す
る
が
、
原
理
的
に
は
身
体
と
心
に
（
心
身
問
題
に
）、
さ
ら
に
は
「
も
の
」
と
「
こ

こ
ろ
」
一
般
に
ま
で
視
野
を
拡ひ

ろ

げ
う
る
よ
う
な
展
望
が
こ
の
議
論
の
背
後
に
開
け
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
そ
も
そ
も
脳
は
孤
立
し
て
存
在
す
る
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も
の
で
は
な
く
、
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
と
結
び
つ
く
こ
と
で
機
能
す
る
の
だ
し
、
身
体
は
身
体
で
そ
の
環
境
と
結
び
つ
く
こ
と
な
し
に
は
一
瞬
た
り
と
も
存
立
し

え
な
い
の
だ
か
ら
、
実
は
心
脳
問
題
は
「
こ
こ
ろ
」
と
「
も
の
」
を
介
し
て
の
「
世
界
」
問
題
な
の
で
あ
る
（
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
最
後
の
点

が
（
注
２
）
現
象
学
と
結
び
つ
く
）。

さ
て
、
そ
れ
で
は
④
脳
と
心
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
身
近
な
関
係
概
念
を
こ
こ
に
当
て

は
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
途み

ち

で
あ
る
。
実
際
、
心
脳
問
題
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
際
の
主
要
な
関
係
概
念
は
、
大
き

く
言
っ
て
二
つ
あ
っ
た
。
先
に
第
１
章
で
見
た
よ
う
に
、
因
果
関
係
と
動
機
づ
け
関
係
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
因
果
関
係
と
は
、
二
つ
の
物
事
の
間
を
原
因
と

結
果
と
し
て
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
る
。
海
風
が
吹
く
の
は
、
日
中
の
太
陽
光
で
温
め
ら
れ
た
陸
地
上
の
大
気
が
上
昇
し
、
そ
こ
に
相
対
的
に
温
度
の
低
い
海
上
の
大
気

が
流
れ
込
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
海
風
と
い
う
結
果
を
惹ひ

き
起
こ
し
て
い
る
の
は
日
中
の
陸
地
で
の
大
気
の
上
昇
で
あ
り
、
後
者
が
前
者
の
原
因
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
因
果
関
係
は
、「
も
の
」
の
次
元
で
生
ず
る
事
態
を
と
て
も
よ
く
説
明
し
て
く
れ
る
。

他
方
、
動
機
づ
け
関
係
は
、「
こ
こ
ろ
」
の
次
元
で
生
ず
る
事
態
を
よ
く
説
明
し
て
く
れ
る
。
あ
な
た
が
い
ま
そ
こ
に
座
っ
て
読
書
を
始
め
た
の
は
、
本
書
の
考

え
を
検
討
す
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
本
書
の
考
え
が
検
討
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
か
ら

0

0

0

0

0

、
そ
こ
に
座
っ
て
読
書
を
始
め

た
の
だ
。
こ
の
と
き
の
あ
な
た
の
「
ひ
ょ
っ
と
し
て
検
討
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
思
い

0

0

は
「
こ
こ
ろ
＝
心
」
の
次
元
で
姿
を
現
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
に
思
っ
た
か
ら

0

0

、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
理
由

0

0

で
、
あ
な
た
は
読
書
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
同
じ
事
態
を
、「
あ
な
た
は
本
書
の
考
え
を
検
討
す
る
た
め
に

0

0

0

、
そ

こ
に
座
っ
て
読
書
を
始
め
た
」
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
あ
な
た
は
、
本
書
の
考
え
を
検
討
す
る
と
い
う
目
的

0

0

で
そ
こ
に
座
っ
た
の
だ
。
こ
の
と
き

の
理
由
や
目
的
が
、
あ
な
た
の
特
定
の
ｄ
フ
る
マ
い
（
行
為
）
の
動
機
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
な
の
で
あ
る
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
因
果
と
動
機
と
い
う
こ
れ
ら
二
つ
の
関
係
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
説
明
が
有
効
な
固
有
の
次
元
を
も
っ
て
い
る
。
因
果
は
「
も
の
」

の
次
元
、
動
機
は
「
こ
こ
ろ
」
の
次
元
、
と
い
う
わ
け
だ
。
だ
が
、
い
ま
問
題
な
の
は
心
と
脳
の
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
⑤
関
係
項
の
一
方
は
明
ら
か
に
「
こ
こ

ろ
」
の
次
元
に
属
し
、
他
方
の
脳
は
少
な
く
と
も
そ
の
一
面
に
お
い
て
ｅ
マ
ギ
れ
も
な
く
「
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
脳
科
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
を
通
し
て
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
い
る
の
が
、「
も
の
」
と
し
て
の
脳
の
そ
の
仕
組
み
（
機
構
や
構
造
）
で
あ
る
こ
と
に
大
方
の
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る

の
は
、「
も
の
」
と
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
異
な
る
次
元
に
ま
た
が
る
関
係
な
の
だ
。
は
た
し
て
異
次
元
に
ま
た
が
る
関
係
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
に
述
べ
た

そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
有
効
次
元
を
も
つ
関
係
概
念
は
有
効
に
機
能
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

斎
藤
慶
典 

著
「
生
命
と
自
由　

現
象
学
、
生
命
科
学
、
そ
し
て
形
而
上
学
」
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
、
七
八
ペ
ー
ジ
～
八
二
ペ
ー
ジ
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（
注
１
）
本
論
が
「
意
識
」
と
同
義
に
用
い
た
「
心
」

― 

本
書
第
１
章
の
中
に
「
意
識
と
同
義
の
心
」
と
あ
る
。

（
注
２
）
現
象
学

― 

い
っ
さ
い
の
先
入
観
を
排
し
て
直
接
意
識
に
現
れ
る
現
象
の
本
質
構
造
を
記
述
・
分
析
す
る
学
問
。
こ
の
立
場
の
代
表
的
な
人
物
に
、
ヘ
ー

ゲ
ル
（
ド
イ
ツ
）、
フ
ッ
サ
ー
ル
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（
フ
ラ
ン
ス
）
な
ど
が
い
る
。

問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）

問
二　

本
文
を
内
容
的
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
前
半
の
部
分
に
小
見
出
し
を
つ
け
る
と
す
れ
ば
ど
れ
が
よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　
「
身
体
」
と
「
心
臓

0

0

」

イ　
「
脳
と
心
臓
」

ウ　
「
も
の
」
と
「
こ
こ
ろ
」

エ　
「
意
識
と
身
体
」

オ　
「
こ
こ
ろ
」
と
「
心
」

問
三　

傍
線
部
①
「
あ
る
新
し
い
秩
序
の
住
人
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
…
…
で
は
な
く
、
…
…
と
い
う
こ
と
。」
と
い
う
形
で
説
明
せ
よ
。
た
だ
し
、「
も
の
」

と
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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問
四　

傍
線
部
②
「
こ
の
有
機
化
の
原
理
は
生
命
と
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
生
命
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

無
機
物
を
排
除
・
排
泄
し
な
が
ら
、
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
存
続
し
て
い
く
存
在
。

イ　

自
己
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
も
の
を
選
択
し
、
別
の
有
機
体
と
結
合
し
始
め
る
存
在
。

ウ　

周
囲
の
「
も
の
」
を
組
織
化
し
て
身
体
を
形
成
し
、
正
の
価
値
を
生
じ
さ
せ
る
存
在
。

エ　
「
も
の
」
を
絶
え
ず
組
織
化
し
、「
心
」
や
「
意
識
」
を
生
み
出
し
て
い
く
存
在
。

オ　

周
囲
の
「
も
の
」
を
、
自
己
に
価
値
が
あ
る
か
ど
う
か
で
意
味
づ
け
す
る
存
在
。

問
五　

傍
線
部
③
「
単
な
る
『
あ
る
＝
存
在
』
の
闇
に
没
し
た
ま
ま
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
存
続
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
わ
か
り

や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
六　

空
欄

Ⅰ

に
入
る
表
現
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

し
た
が
っ
て
身
体
と
心
の
関
係
は
、
時
間
と
空
間
の
関
係
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る

イ　

し
た
が
っ
て
心
の
次
元
が
開
か
れ
る
そ
の
時
空
に
、
ま
さ
に
脳
が
出
現
す
る

ウ　

つ
ま
り
身
体
は
、
心
臓
と
脳
を
器
官
と
し
て
作
動
さ
せ
る
こ
と
で
効
率
的
に
機
能
す
る

エ　

つ
ま
り
身
体
は
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
、
こ
の
両
次
元
を
媒
介
す
る
位
置
に
あ
る

オ　

つ
ま
り
心
の
問
題
は
、
脳
と
い
う
身
体
器
官
と
関
係
を
も
つ
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る

問
七　

傍
線
部
④
「
脳
と
心
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
」
と
あ
る
が
、
脳
と
心
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
。
次
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
八
十
字
以
内
で
書
け
。

と
い
う
難
し
い
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
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問
八　

傍
線
部
⑤
「
関
係
項
の
一
方
は
明
ら
か
に
『
こ
こ
ろ
』
の
次
元
に
属
し
」
と
あ
る
が
、「
関
係
項
の
一
方
」
で
あ
る
「
心
」
が
「
こ
こ
ろ
」
の
次
元
に
属
す

る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
を
説
明
せ
よ
。

問
九　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

心
脳
問
題
と
は
、「
こ
こ
ろ
」
を
形
成
す
る
物
質
の
構
造
を
分
析
し
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ　

生
命
と
は
環
境
と
の
間
で
「
も
の
」
の
遣
り
取
り
を
し
、
お
の
れ
を
組
織
化
す
る
身
体
で
あ
る
。

ウ　

単
な
る
「
も
の
」
は
「
こ
こ
ろ
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
機
化
し
、
意
識
的
な
存
在
と
な
る
。

エ　
「
心
臓
」
は
、
身
体
を
組
織
化
す
る
原
理
の
存
在
を
示
唆
す
る
言
葉
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。

オ　

脳
を
構
成
す
る
物
質
と
、「
こ
こ
ろ
」
を
組
織
し
て
い
る
物
質
と
の
間
に
は
共
通
の
性
質
が
あ
る
。

カ　

因
果
関
係
は
、「
も
の
」
と
「
こ
こ
ろ
」
の
次
元
で
生
ず
る
事
態
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
く
れ
る
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
は
、
句
読
点
、
符
号
も
一
字
に
数
え
る
。

一
般
意
志
は
（
注
１
）『
社
会
契
約
論
』
の
中
で
一
番
有
名
な
こ
と
ば
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
意
味
内
容
は
は
て
し
な
く
分
か
り
に
く
い
。
以
下
で
は
「
一

般
」「
意
志
」
の
う
ち
「
一
般
的
で
あ
る
こ
と
」「
一
般
性
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
中
心
に
、
こ
の
こ
と
ば
の
意
味
を
ａ
サ
グ
っ
て
い
く
。

は
じ
め
に
、
ル
ソ
ー
が
一
般
意
志
を
ど
ん
な
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
か
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
一
般
意
志
は
、
共
同
体
メ
ン
バ
ー
一
人
一
人
の
意
志
を
単
に
足

し
合
わ
せ
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
特
殊
な
も
の
を
い
く
ら
足
し
て
い
っ
て
も
一
般
意
志
に
は
な
ら
な
い
。
①
一
般
意
志
は
特
殊
意
志
の
足
し
算
（
総
和
）
と

は
異
な
る
も
の
な
の
だ
。
ま
た
、
一
般
意
志
と
は
法
を
作
る
意
志
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
一
般
意
志
に
合
致
し
な
い
法
は
法
で
は
な
く
、
法
は
一
般
意
志
の
行
為

で
あ
る
と
き
だ
け
法
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
は
、
ル
ソ
ー
と
私
が
何
を
言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
く
て
も
気
に
し
な
く
て
よ
い
。
こ
れ
か
ら
一
般
性
と
は
何
か
を
説
明
し
て
い
く
中
で
、
特
殊
と

一
般
の
問
題
、
そ
し
て
法
が
一
般
意
志
の
行
為
で
あ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
徐
々
に
理
解
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

ル
ソ
ー
の
一
見
奇
妙
で
想
像
し
に
く
い
社
会
契
約
は
、
こ
う
し
て
一
般
意
志
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
だ
が
こ
の
説
明
だ
け
で
は
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
と
思
う
の
で
、

視
点
の
問
題
と
し
て
ル
ソ
ー
の
契
約
を
も
う
少
し
説
明
し
て
お
く
。

ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
に
お
い
て
、
政
治
体
の
内
部
に
い
る
人
は
三
つ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
。
ま
ず
、
法
を
作
り
政
治
に
参
加
し
、
共
同
体
を
動
か
す
「
市
民
」
だ
。

こ
の
人
は
一
方
で
、
契
約
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
政
治
体
に
お
い
て
、
自
ら
納
得
し
た
上
で
法
や
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
「
臣
民
」（
こ
こ
で
は

「
従
う
人
」
の
意
味
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、
政
治
参
加
者
で
あ
る
市
民
の
集
ま
り
を
全
体
と
し
て
見
た
と
き
に
は
、「
人
民
」
と
呼
ば
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
人
民
を
、
国
家
の
機
能
と
し
て
見
た
場
合
に
は
「
主
権
者
」
と
な
る
。
こ
こ
に
、
主
権
者
が
人
民
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
民
主
権
が
成
立
し
て

い
る
。
こ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
は
何
だ
ろ
う
。

私
は
政
治
に
参
画
す
る
能
動
的
な
市
民
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
発
的
に
法
に
服
従
す
る
臣
民
で
も
あ
る
。
市
民
（
人
民
）
で
あ
る
自
分
が
作
っ
た
法
に
自
ら
進
ん

で
従
う
の
だ
か
ら
、
従
う
人
＝
臣
民
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
自
由
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
政
治
体
に
い
る
み
ん
な
を
合
わ
せ
て
見
た
場
合
に
は
、
私
を
含
む
彼
ら

（
あ
る
い
は
私
た
ち
）
は
、
人
民
か
つ
主
権
者
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
重
（
あ
る
い
は
四
重
）
に
規
定
さ
れ
た
「
一
般
的
な
自
分
」
が
、
も
う
一
方
の
契
約
当
事
者
で
あ
る
「
特
殊
な
自
分
」
と
約
束
を
と
り
結
ぶ

の
だ
。
で
は
こ
の
図
式
の
中
で
、
ル
ソ
ー
の
自
己
は
、「
全
体
の
一
部
」
と
「
た
だ
の
人
」
の
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
と
も
言
え
る
。
だ
が
、

ば
ら
ば
ら
に
引
き
裂
か
れ
て
一
体
感
を
持
て
な
い
こ
と
が
分
裂
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
う
い
う
状
態
で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
、
一
方
の
自
分
と
他
方
の
自
分
、

全
体
の
一
部
と
し
て
の
自
分
と
た
だ
の
人
と
し
て
の
自
分
と
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
が
、
政
治
社
会
の
中
に
生
き
、
そ
れ
と
同
時
に
②
自
分
だ
け
の
生
を
生
き
る
と

第
3
問
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い
う
こ
と
な
の
だ
。

つ
ま
り
、
人
が
両
方
の
視
点
に
立
て
る
こ
と
、
そ
し
て
ふ
だ
ん
は
た
だ
の
人
で
し
か
な
い
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
が
、
政
治
に
参
加
す
る
と
き
に
は
市
民
と
な
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
全
体
の
一
部
と
し
て
の
「
一
般
的
な
」
視
点
に
立
つ
こ
と
が
、
ル
ソ
ー
の
政
治
社
会
に
と
っ
て
必
須
な
の
で
あ
る
。
③
人
は
、
政
治
体
の
参
加
者
あ

る
い
は
主
権
者
と
し
て
は
一
般
的
な
視
点
に
立
ち
、
一
般
意
志
に
従
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
が
た
だ
の
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
努
力
を
要
し
な
い
。
と
い
う
か
、
こ
の
人
は
政
治
的
観
点
か
ら
見
る
と
受
け
身
で
あ
っ
て
、
一
般
意
志
が
ｂ
カ

す
法
に
従
う
と
い
う
条
件
だ
け
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
生
活
を
営
め
ば
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
政
治
に
参
加
す
る
方
の
人
、
全
体
の
一
部
と

な
り
、
一
般
意
志
を
自
ら
の
意
志
と
す
る
人
、
そ
し
て
受
動
的
に
で
は
な
く
自
発
的
か
つ
自
由
に
法
に
従
う
人
に
は
、
そ
う
簡
単
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

で
も
そ
う
な
れ
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
自
分
を
含
む
共
同
体
全
体
を
契
約
の
相
手
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
け
れ
ば
、
社
会
契
約
は
結
ば
れ
ず
、
約
束
に
よ
る
結
合

は
決
し
て
生
ま
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
一
般
性
へ
の
到
達
が
簡
単
で
な
い
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
社
会
メ
ン
バ
ー
が
そ
こ
に
到い

た

り
着
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
じ
ゃ
あ
全
体
の
一
部
と
し
て
の
人
間
と
は
ど
う
い
う
人
で
、
そ
の
人
の
意
志
が
一
般
意
志
に
合
致
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
し
な

け
れ
ば
、
ど
う
に
も
先
に
進
め
な
い
。
だ
が
こ
の
一
般
意
志
と
い
う
の
が
、
本
当
に
困
っ
た
こ
と
に
、
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
論
の
中
で
い
ち
ば
ん
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら

な
い
と
こ
ろ
な
の
だ
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く
り
説
明
し
て
い
こ
う
。
一
度
に
分
か
ら
な
く
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
説
明
を
合
わ
せ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
イ

メ
ー
ジ
を
作
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
こ
の
説
明
が
、
ル
ソ
ー
の
と
こ
ろ
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
ほ
ど
、
一
般
意
志
は
巨
大
な
難
関
だ
。

（
中
略
）

最
初
に
取
り
上
げ
る
べ
き
重
要
な
論
点
は
、
ル
ソ
ー
が
つ
ね
に
一
般
意
志
を
特
殊
意
志
と
対
比
し
て
い
る
点
だ
。
市
民
、
つ
ま
り
全
体
の
一
部
と
し
て
の
自
分
に

と
っ
て
、
一
般
意
志
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
一
般
意
志
に
た
ど
り
着
け
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
ど
う
い
う
観
点

か
ら
ど
ん
な
プ
ロ
セ
ス
で
も
の
を
考
え
る
と
、
個
人
の
意
志
が
一
般
意
志
に
近
づ
き
、
逆
に
ど
う
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
一
般
意
志
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い

う
こ
と
だ
。

こ
の
こ
と
は
、
一
般
意
志
の
「
一
般
性
」
を
ル
ソ
ー
が
ど
う
見
て
い
た
か
を
理
解
し
て
は
じ
め
て
分
か
る
。
彼
は
一
般
意
志
を
、
く
り
返
し
「
特
殊
意
志
」
と
対

比
さ
せ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
は
対
比
が
好
き
な
思
想
家
だ
が
、
こ
れ
は
と
く
に
重
要
で
見
逃
せ
な
い
。
一
般
と
特
殊
の
対
比
は
、
す
で
に
（
注
２
）「
政
治
経
済
論
」

に
現
れ
る
。
こ
こ
で
ル
ソ
ー
は
、
大
き
な
社
会
の
中
に
あ
る
、
よ
り
小
さ
な
社
会
に
お
け
る
一
般
的
な
意
志
が
、
大
き
な
社
会
か
ら
見
れ
ば
特
殊
意
志
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
、
両
者
を
対
比
し
て
い
る
。

そ
し
て
『
社
会
契
約
論
』
で
も
、
彼
は
何
度
も
一
般
意
志
を
特
殊
意
志
と
の
対
比
で
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
人
間
と
し
て
の
個
人
は
、
市
民
と
し
て
持
っ
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て
い
る
一
般
意
志
に
反
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
異
な
る
特
殊
意
志
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
」（
第
一
篇ぺ
ん

第
七
章
）、「
特
殊
意
志
は
そ
の
本
性
上
、
自
己
優
先
の
方

へ
、
一
般
意
志
は
平
等
の
方
へ
傾
く
」（
第
二
篇
第
一
章
）
な
ど
。

こ
こ
で
い
う
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
な
も
の
の
対
比
を
理
解
で
き
れ
ば
、
個
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
一
般
意
志
に
た
ど
り
着
く
か
に
つ
い
て
の
ル
ソ
ー
の
考
え
に
、

か
な
り
近
づ
け
る
。
そ
の
た
め
に
、
ラ
イ
リ
ー
と
い
う
政
治
思
想
研
究
者
が
書
い
た
、『
ル
ソ
ー
以
前
の
一
般
意
志
』（
一
九
八
六
年
）
と
い
う
本
を
参
考
に
し
て
み

よ
う
。

一
般
意
志
と
い
う
こ
と
ば
は
ル
ソ
ー
が
発
明
し
た
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
私
も
こ
の
こ
と
ば
の
歴
史
を
深
く
考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
ラ
イ

リ
ー
に
よ
る
と
、
一
般
意
志
と
い
う
考
え
は
（
注
３
）
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
通
じ
て
中
世
神
学
に
流
れ
込
み
、
そ
こ
か
ら
（
注
４
）
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
（N

icolas 

de M
alebranche, 1638–1715

）
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
影
響
を
与
え
た
。
つ
ま
り
、
か
な
り
の
歴
史
的
厚
み
を
持
っ
た
も
の
な
の
だ
。
マ
ル
ブ

ラ
ン
シ
ュ
な
ん
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ス
イ
ー
ツ
の
よ
う
な
名
前
だ
が
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語
ｃ
ケ
ン
で
は
ず
い
ぶ
ん
読
ま
れ
た
よ
う
だ
。

中
世
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
で
問
わ
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
は
、
神
の
完
全
性
と
こ
の
世
の
不
完
全
性
と
い
う
、
宗
教
上
根
本
的
な
問
題
だ
っ
た
。
神
が
こ

の
世
界
す
べ
て
の
創
造
主
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
世
界
は
こ
ん
な
に
も
悪
に
満
ち
て
い
る
の
か
。
完
璧
な
存
在
な
ら
世
界
を
完
璧
に
作
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
な
の
に
。

そ
し
て
、
た
と
え
世
界
が
完
璧
に
作
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
神
が
創
造
主
と
し
て
こ
の
世
の
生
あ
る
者
す
べ
て
を
救
済
す
る
の
は
当
然
の
責
務
だ
っ
た
は
ず
だ
。

そ
れ
な
の
に
神
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
、
不
完
全
な
世
界
に
生
き
る
者
の
中
で
、
救
済
さ
れ
る
者
と
救
済
さ
れ
な
い
者
を
選
別
す
る
の
か
。

こ
う
し
た
問
い
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
神
の
意
志
」
と
い
う
観
点
か
ら
あ
る
答
え
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
神
は
な
ぜ
完
全
な
世
界
を
意
志
し
な
か
っ
た
の
か
と
い

う
の
は
、
問
い
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
。
神
は
た
し
か
に
完
全
な
世
界
を
意
志
し
た
の
だ
。
だ
が
、
人
間
の
ｄ
ダ
ラ
ク
、
具
体
的
に
は
ア
ダ
ム
が
④
知
恵
の
実
を
食

べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
側
が
神
を
裏
切
っ
た
の
だ
。
こ
の
世
界
に
悪
が
は
び
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
神
の
意
志
で
は
な
く
、
人
間
が
神
に
背
く
意
志
を

持
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
間
の
罪
、
す
な
わ
ち
原
罪
以
降
、
神
は
被
造
物
の
う
ち
特
定
の
者
に
つ
い
て
は
、
救
済
し
な
い
と
い
う
意
志
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
が
神
の
「
特
殊
意
志
」
で
あ
る
。

「
被
造
物
の
う
ち
特
定
の
者
に
つ
い
て
は
救
済
し
な
い
」
を
逆
に
言
う
と
、
神
は
基
調
と
し
て
は
つ
ね
に
、
す
べ
て
の
者
の
救
済
を
意
志
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
し
て
こ
の
基
本
的
な
神
の
意
志
、
全
般
的
な
世
界
に
つ
い
て
の
神
の
思
い
を
「
一
般
意
志
」
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
、
話
は
こ
う
な
る
。
⑤
神
は
一
般
意
志

の
次
元
で
は
す
べ
て
の
者
の
救
済
を
意
志
し
て
い
る
。
だ
が
原
罪
以
降
、
神
の
「
特
殊
意
志
」
は
特
定
の
者
の
救
済
を
ｅ
コ
バ
む
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
全
能

の
神
の
一
般
意
志
に
背
く
人
間
の
自
由
意
志
が
介
在
し
て
は
じ
め
て
、
神
は
あ
る
者
を
救
済
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
「
特
殊
な
」
意
志
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。

重
田
園
江 

著
「
社
会
契
約
論 
―
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ル
ソ
ー
、
ロ
ー
ル
ズ
」
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
三
年
、
一
八
二
ペ
ー
ジ
～
一
八
八
ペ
ー
ジ
、
一
部
中
略
箇
所
あ
り
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（
注
１
）　
『
社
会
契
約
論
』―
ル
ソ
ー
が
一
七
六
二
年
に
出
版
し
た
著
書
の
題
名
。

（
注
２
）　
「
政
治
経
済
論
」―『
社
会
契
約
論
』
よ
り
以
前
に
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
の
哲
学
を
展
開
し
た
著
書
。

（
注
３
）　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

―
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
者
・
哲
学
者
（
三
五
四
～
四
三
〇
）。

（
注
４
）　

マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ

―
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。

問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）

問
二　

傍
線
部
①
「
一
般
意
志
は
特
殊
意
志
の
足
し
算
（
総
和
）
と
は
異
な
る
も
の
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
特
殊
意
志
」
の
内
容
を
具
体
的
に
示
し
て

い
る
部
分
を
、
十
五
字
以
内
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
せ
。

問
三　

傍
線
部
②
「
自
分
だ
け
の
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は
自
分
が
ど
う
い
う
状
態
に
あ
る
か
ら
か
。
本
文
中
の
言
葉
・
漢
字

二
字
を
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
四　

傍
線
部
③
「
人
は
、
政
治
体
の
参
加
者
あ
る
い
は
主
権
者
と
し
て
は
一
般
的
な
視
点
に
立
ち
、
一
般
意
志
に
従
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る

が
、

⑴　
「
政
治
体
の
参
加
者
」
と
は
、
ど
う
い
う
人
の
こ
と
か
。
そ
れ
を
具
体
的
に
説
明
し
た
部
分
を
、
二
十
五
字
以
内
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
せ
。

⑵　
「
政
治
体
の
参
加
者
」
や
「
主
権
者
」
が
「
一
般
的
な
視
点
に
立
ち
、
一
般
意
志
に
従
っ
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を

「
法
」「
一
般
意
志
」「
特
殊
意
志
」
の
三
つ
の
言
葉
を
用
い
て
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五　

傍
線
部
④
「
知
恵
の
実
を
食
べ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
行
為
は
何
を
比
喩
的
に
表
し
た
も
の
か
。
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
部
分
を
、
十
五
字
以

上
二
十
字
以
内
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
せ
。
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問
六　

傍
線
部
⑤
「
神
は
一
般
意
志
の
次
元
で
は
す
べ
て
の
者
の
救
済
を
意
志
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
神
の
「
一
般
意
志
」
と
照
ら
し
て
、
人
間
の
「
一
般
意

志
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

神
の
一
般
意
志
が
不
徹
底
な
た
め
に
は
び
こ
る
悪
を
法
に
よ
っ
て
正
し
、
社
会
正
義
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
覚
悟
。

イ　

原
罪
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
秩
序
の
混
乱
を
正
そ
う
と
い
う
、
神
の
一
般
意
志
を
裏
切
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
。

ウ　

神
の
一
般
意
志
に
つ
い
て
誰
も
が
同
じ
も
の
を
想
起
す
る
よ
う
に
、
共
同
体
構
成
員
が
共
通
し
て
抱
く
社
会
の
あ
る
べ
き
姿
。

エ　

神
の
一
般
意
志
か
ら
生
じ
る
世
界
と
は
異
次
元
の
理
想
の
共
同
体
を
、
法
に
よ
っ
て
形
成
し
て
い
き
た
い
と
い
う
願
望
。

オ　

社
会
の
基
盤
で
あ
る
法
に
お
い
て
は
共
同
体
構
成
員
を
等
し
く
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
、
神
の
一
般
意
志
と
軌
を
一
に
す
る
思
考
。

問
七　

筆
者
は
ル
ソ
ー
の
言
う
「
社
会
契
約
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
。
本
文
全
体
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
八
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
た
だ
し
、

契
約
の
「
目
的
」
と
、「
誰
と
誰
と
の
間
の
」
契
約
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、「
一
般
意
志
」
と
「
特
殊
意
志
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

問
八　

本
文
の
論
の
進
め
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

ま
ず
『
社
会
契
約
論
』
の
中
で
一
番
有
名
な
一
般
意
志
に
つ
い
て
触
れ
、
続
い
て
一
般
意
志
と
個
の
意
志
が
共
存
す
る
必
然
性
と
そ
の
由
来
に
つ
い
て
述

べ
、
歴
史
的
な
視
点
か
ら
神
の
一
般
意
志
が
特
殊
意
志
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

イ　

ま
ず
一
般
意
志
は
特
殊
意
志
の
総
和
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
、
次
い
で
個
と
し
て
の
視
点
は
全
体
的
視
野
に
欠
け
て
い
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
ら
神

の
一
般
意
志
に
到
達
す
る
の
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
、
一
般
意
志
の
起
源
や
歴
史
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
説
い
て
い
る
。

ウ　

ま
ず
始
め
に
一
般
意
志
と
は
法
を
作
る
意
志
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
た
め
に
は
た
だ
の
人
で
あ
る
個
の
意
志
を
捨
て
、
全
般
的
な
世
界
に
つ
い
て
の

神
の
思
い
、
救
済
の
思
想
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

エ　

ま
ず
、
ル
ソ
ー
の
言
う
一
般
意
志
は
法
を
作
る
意
志
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
次
に
政
治
社
会
に
お
い
て
個
の
視
点
と
全
体
の
一
部
と
し
て
の
視
点
が
共
存

す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、
一
般
意
志
と
は
何
か
を
考
え
る
手
だ
て
と
し
て
、
そ
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
る
。

オ　

始
め
に
ル
ソ
ー
の
一
般
意
志
の
概
念
の
特
殊
性
に
つ
い
て
述
べ
、
次
に
個
と
し
て
の
自
分
と
全
体
の
一
部
と
し
て
の
自
分
を
論
じ
、
最
後
に
ル
ソ
ー
の
一

般
意
志
は
神
の
一
般
意
志
を
普
遍
化
し
、
人
間
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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