
令
和
4
年
度
豊
橋
技
術
科
学
大
学
第
三
年
次
入
学
者
選
抜
学
力
検
査
問
題

注
意
事
項

一
試
験
開
始
の
合
図
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
と
解
答
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

三
問
題
冊
子
の
枚
数
は
表
紙
、
草
稿
用
紙
を
含
め
て
二
十
二
枚
で
す
。
解
答
用
紙
は
六
枚
あ
り
ま
t
。

三
問
題
は
大
問
が
四
問
あ
り
ま
す
。
全
問
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

解
答
に
か
か
る
前
に
、
す
べ
て
の
解
答
用
紙
の
所
定
の
箇
所
に
受
験
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

四五
解
答
は
必
ず
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
所
定
の
欄
以
外
に
記
入
し
た
解
答
は
無
効
で
す
。

六
解
答
は
惜
書
で
正
確
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。
判
誰
迷
う
も
の
は
不
正
解
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
選

択
肢
の
解
答
に
際
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
変
更
す
る
な
ど
、
次
の
よ
う
な
改
変
は
不
正
解
と
な
り
ま
す
。

(
例
)
ア
↓
あ

A

a

↓

七
落
丁
、
乱
丁
、
印
刷
不
^
明
の
箇
所
な
ど
が
あ
れ
ぱ
、
た
だ
ち
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

問
題
冊
子
の
余
白
は
、
草
稿
用
と
し
て
使
用
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

八九
試
験
終
了
時
刻
ま
で
退
出
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い

0

十

目

(
国
語
)

ル
又
斗

舟
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[
二
以
下
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

自
然
科
学
は
、
人
文
科
学
や
社
会
科
学
と
違
っ
て
人
間
の
価
値
判
断
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う

特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
で
は
、
扱
わ
れ
る
対
象
と
し
て
の
事
実
群
が
観
測
者
た
る
わ
れ
わ
れ

に
冷
厳
に
強
制
す
る
こ
と
が
ら
だ
け
を
、
わ
れ
わ
れ
が
受
け
取
り
、
そ
れ
を
処
理
す
れ
ぱ
よ
い
の
で

あ
っ
て
、
ー
え
、
纏
史
を
編
む
場
今
よ
う
岐
事
実
の
却
纖
や
由
貰
に
、
人
間
の
ー
の

操
作
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。

然
科
学
の
全
地
球
的
な
普
及
、

の
基
盤
と
な
る
も
の
な
の
だ
。

②
自
然
科
学
の
特
性
を
語
る
場
合
に
、
価
値
の
問
題
が
絡
む
と
、
つ
ね
に
こ
の
種
の
議
築
現
れ
る
。

こ
れ
ほ
ど
素
朴
な
形
は
と
ら
な
い
と
し
て
も
、
科
学
と
価
値
を
巡
る
需
の
お
お
む
ね
の
骨
子
は
、
科

学
の
「
1
」
を
「
没
価
値
斧
量
ね
倉
る
t
が
多
く
、
そ
琴
出
発
点
と
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
の
例
を
引
い
て
み
ょ
う
。
一
九
六
八
年
六
月
の
あ
る
日
の
『
ニ
ユ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
、

ガ
リ
レ
オ
裁
判
事
件
(
注
1
)
に
関
し
て
、
現
在
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
筋
が
そ
の
再
検
討
を
考
慮

し
、
ガ
リ
レ
オ
の
復
権
を
目
ざ
し
て
活
動
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
報
じ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
コ
ー
ニ
ッ

ク
枢
機
卿
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
晩
餐
会
の
席
上
で
こ
の
件
に
つ
い
て
語
っ
兪
話
の
一
部
を
紹
介

し
て
い
る
。

コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は
、
ガ
リ
レ
オ
事
件
が
、
科
学
と
宗
教
の
問
題
を
真
面
目
に
取
り
扱
お
う
と
す

こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
の
も
つ
「
①
没
価
値
性
」
こ
そ
が
、
今
日
自

つ
ま
り
は
歴
史
的
な
時
間
と
空
間
と
を
超
越
し
た
全
面
的
な
普
遍
性

る
人
々
に
と
つ
て
、
⑧
ク
ジ
ユ
ウ
に
満
ち
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
、
と
り
わ
け
教

会
が
、
精
神
・
愚
の
自
由
と
、
偏
見
を
乗
り
超
え
た
正
義
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
第
ニ
ヴ
ァ
テ
ィ

カ
ン
公
会
議
の
精
神
に
の
っ
と
る
と
ミ
ガ
リ
レ
オ
事
件
は
、
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
⑥
テ
ッ
パ
イ
し
て
、

自
由
に
、
徹
底
的
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
信
仰
者
の
正
し
さ
を
究
極

的
に
立
証
す
る
た
め
の
一
つ
の
機
会
と
も
な
る
、
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
、
科
学
と
宗
教
と
の
協
力
関
係
を
樹
立
す
る
と
い
う
面
に
焦
点
を
絞
っ
た
と
き
、
③
今
日
の

神
学
は
、
「
本
質
的
な
神
の
啓
示
」
に
ょ
る
知
識
と
、
「
哲
学
的
な
思
索
」
に
ょ
る
知
識
と
、
「
現
実
を
無

私
の
心
で
眺
め
た
と
き
に
得
ら
れ
る
素
朴
な
知
識
」
の
三
者
を
、
ガ
リ
レ
オ
時
代
よ
り
も
は
る
か
に
鋭

く
峻
別
し
、
こ
れ
を
混
同
し
な
い
と
い
う
出
発
点
か
ら
、
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
コ
ー

ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は
指
摘
す
る
。

ガ
リ
レ
オ
事
件
、
つ
ま
り
は
、
あ
の
悪
名
高
い
宗
教
と
科
学
と
の
「
対
立
」
も
し
く
は
「
抗
争
」
、
も

う
一
度
言
拭
え
れ
ば
ー
な
得
@
界
と
ー
な
圭
倫
界
と
の
間
の

せ
め
ぎ
合
い
(
と
言
わ
れ
る
も
の
)
を
例
に
引
い
た
の
は
、
あ
と
あ
と
の
議
弛
も
関
わ
る
も
の
が
、
そ
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の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
問
題
の
本
質

は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
が
分
別
し
て
く
れ
た
三
種
の
知
識
に
着
目
し
て
み
た
い
。

察
す
る
と
こ
ろ
コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は
、
第
三
番
目
の
知
識
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
④
「
現
実

を
無
私
の
心
で
眺
め
た
と
き
に
得
ら
れ
る
素
朴
な
知
識
」
と
、
自
然
科
学
の
知
識
と
を
等
置
し
て
考
え

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
の
な
か
に
は
、
「
現
実
」
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
無

私
の
心
」
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
先
入
観
や
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
て
ひ
た
す
ら
⑥
キ
ョ
シ
ン
坦
懐
に
眺
め
た

と
き
に
は
、
自
ら
一
な
る
「
現
実
」
の
姿
が
、
だ
れ
の
眼
に
も
一
様
に
映
じ
、
誰
に
も
そ
れ
を
「
素
直

に
」
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
、
と
す
る
強
い
確
信
が
あ
る
。

こ
の
確
信
、
信
念
は
、
ま
さ
し
く
近
代
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
た更

め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
近
代
は
、
神
学
か
ら
哲
学
が
分
離
し
、
哲
学
か
ら
自
然
科
学
が
分
離

し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
お
互
い
の
守
備
範
囲
を
確
認
し
、
相
手
の
守
備
範
囲
を
侵
害
し
な
い
と

い
う
不
可
侵
条
約
を
締
結
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
ょ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
ブ
ル
ー
ノ
(
注
2
)

世
に
お
け
る
三
者
の
一
体
的
状
況
を
⑧
ダ
ッ
キ
ャ
ク
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
専
門
化
、
独
立
化
の
途
を

た
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
図
式
の
な
か
で
と
ら
え
ら
れ
る
場
貪
自
然
科
学
の
扱
う
世
界
ま
た
そ
れ
に
ょ
っ
て

構
築
さ
れ
る
世
界
が
、
す
べ
て
の
偏
見
や
先
入
観
や
価
値
観
か
ら
自
由
な
、
無
色
透
明
四
中
立
の

つ
ま
り
一
言
で
一
言
え
ぱ
「
没
価
値
」
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
必
然
的
に
な
っ

て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
そ
の
三
種
の
知
識
を
区
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
範
囲
の
な
か
で
、
閉
鎖
的
な
自
律
性
を

や
、
ガ
リ
レ
オ
や
、
そ
の
他
⑤
「
科
学
と
宗
教
の
闘
争
史
」
を
飾
る
数
々
の
事
件
は
、
そ
う
し
た
不
可

侵
条
約
が
結
ば
れ
る
以
前
の
、
不
幸
な
相
互
の
権
利
の
侵
害
に
ょ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
不
幸
な
事
件
を
克
服
す
る
た
め
に
こ
そ
、
お
互
い
に
{
寸
備
範
囲
を
遵
{
寸
す
る
こ
と
が
も
と
め

ら
れ
た
、
と
い
う
歴
史
的
事
情
が
、
一
方
に
存
在
す
る
の
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
と
ミ
科
学
の
守
總
囲
は
、
現
実
」
と
案
朴
な
接
触
に
ょ
っ
再
ら
れ
る
「
1

的
な
」
事
実
の
世
界
の
み
に
限
ら
れ
る
。
一
方
、
哲
学
的
な
構
築
は
、
そ
う
し
た
事
実
群
か
ら
成
立
し

て
い
る
良
註
詣
な
知
識
P
三
岐
 
1
な
作
ぎ
ょ
っ
畢
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う

知
識
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
後
に
神
の
敗
呆
は
、
前
二
者
の
よ
う
な

「
人
間
的
な
」
種
類
の
知
識
と
は
別
の
源
泉
か
ら
、
別
の
方
法
に
ょ
っ
て
、
人
間
存
在
の
⑥
シ
ン
オ
ウ
を

撃
つ
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

政
示
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
論
ず
る
の
を
控
え
よ
う
。
だ
が
、
コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
の
一
言
う

大
ん
力
し

ご
と
く
、
^
客
観
的
世
界
と
主
観
的
世
界
と
を
、
近
代
が
こ
の
よ
う
に
弁
別
し
た
こ
と
に
ょ
っ
て
、
科

学
と
哲
学
の
両
者
は
、
そ
の
守
備
範
囲
の
な
か
に
い
る
限
り
、
お
互
い
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
に
、
独
自

に
発
展
・
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ぱ
、
科
学
、
哲
学
、
神
学
は
、
中
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促
せ
な
か
ん
ず
く
、
赴
雨
知
識
の
カ
ニ
リ
ー
に
「
1
↑
」
と
い
、
禧
性
を
〒
毛

他
と
区
別
す
る
こ
と
の
も
つ
ぁ
る
意
味
で
の
妥
当
性
を
、
私
も
否
定
は
し
な
い
。
そ
の
妥
当
性
と
は
、

い
わ
ば
「
機
能
的
な
」
観
点
か
ら
の
、
と
い
う
但
し
書
き
の
付
い
た
妥
当
性
と
考
え
て
ょ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
⑦
そ
う
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
科
学
的
知
識
を
、
す
べ
て
の
価
値
の
問
題
か
ら
切
り
籬
し
得

た
、
と
考
え
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
、
話
を
「
機
能
的
な
」
發
洲
に
限
定
し
て
い
る
場
合
は
と
も
か
く
、

「
本
質
的
」
に
は
大
き
な
錯
覚
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

(
注
1
)
ガ
リ
レ
オ
裁
判
事
件

近
世
イ
タ
リ
ア
の
科
学
者
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
(
一
五
六
四
S
一
六
四
二
)
が

地
動
^
を
唱
え
た
こ
と
に
ょ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
^
会
に
裁
判
に
か
け
ら
^
、
有
罪
と
な

り
死
ぬ
ま
で
自
宅
軟
禁
と
な
っ
た
事
件
。
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
で
は
、
天
動

説
が
正
し
い
と
さ
れ
て
い
た
。

村
上
陽
一
郎
『
近
代
科
学
を
超
え
て
』
(
講
靴
学
術
文
庫

な
お
、
出
題
の
都
合
上
、
一
部
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

(
注
2
)
ブ
ル
ー
ノ

ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
(
一
五
四
八
S
 
エ
ハ
0
0
)
の
こ
と
。
近
世
イ
タ
リ
ア

の
哲
学
者
。
地
動
説
に
基
づ
い
た
宇
宙
観
を
唱
え
た
た
め
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら

有
罪
判
決
を
受
け
、
一
六
0
0
年
に
火
刑
と
な
っ
た
。

一
九
八
六
年
)
よ
り
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問
一

傍
線
部
⑧
S
⑥
の
語
章
と
同
じ
漢
字
を
含
む
語
章
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

よ
。

⑧
ク
ジ
ユ
ウ

ア
香
辛
料

⑥
テ
ッ
パ
イ

ア
徹
夜

味
噌
汁

イ

④
キ
ョ
シ
ン

ア
挙
動

敗
北

イ

渋
柿
工
悠
久
オ
重
点

ウ

⑥
シ
ン
オ
ウ

ア
真
剣

信
号

イ

鉄
道
工
撤
兵
オ
配
布

ウ

⑧
ダ
ッ
キ
ャ
ク

ア
脚
色

新
居

イ

問
二

ウ

H
 
S
 
1
 
に
峡
 
A
 
姦
か
 
B
而
の
ど
ち
ら
お
璽
雪

て
は
ま
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
ち
ら
か
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
 
A
 
か
 
B
を
記
入
せ
よ
。

イ

奥
地
工
往
復
オ
探
索

ウ

工
虚
構

客
観

A

問
三

顧
客

ウ

根
拠

オ

傍
線
部
①
に
つ
い
て
、
「
没
価
値
性
」
と
い
う
一
言
葉
は
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
て
い
る

か
。
そ
の
例
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

主
観

B

工
翻
オ
法
悦

ス
マ
ホ
を
持
っ
て
い
れ
ぱ
生
き
る
た
め
に
必
要
な
知
識
や
佶
報
は
手
に
入
る
。

野
球
選
手
が
時
速
一
七
0
キ
ロ
を
超
え
る
投
球
は
で
き
な
い
。

今
日
は
満
月
な
の
で
、
明
日
か
ら
欠
け
て
い
く
。

T
O
E
1
C
の
テ
ス
ト
で
九
0
0
点
以
上
と
れ
る
人
は
英
語
に
不
自
由
し
な
い
。

法
律
・
刑
罰
を
厳
し
く
し
た
ら
犯
罪
が
減
る
。

剰
却

申
又
土

オエウイア
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問
四
傍
線
部
②
に
つ
い
て
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
自
然
科
学
は
人
間
の
見
方
や
解
釈
か
ら
中
立
的
に
、
自
然
そ
の
も
の
が
も
つ
固
有
の
活
動
や

性
質
を
理
解
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

イ
自
然
科
学
は
喜
怒
哀
楽
や
情
緒
と
い
っ
た
人
間
の
生
物
的
な
性
質
を
超
え
た
普
遍
的
な
存
在

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

ウ
自
織
学
は
歴
史
や
法
律
、
経
済
の
よ
う
な
人
間
の
社
会
活
動
よ
り
も
高
次
な
動
植
物
や
天

地
の
活
動
を
分
析
可
能
と
す
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

工
自
然
科
学
は
宗
教
や
神
仏
と
い
っ
た
存
在
を
否
定
し
、
人
間
の
理
性
に
ょ
っ
て
万
物
の
法
則

を
理
解
可
能
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

オ
自
然
科
学
は
観
測
す
る
こ
と
な
し
編
理
的
な
精
神
の
み
に
従
い
、
世
界
の
仕
組
み
や
勢

解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

問
五

傍
需
③
に
つ
い
て
、
「
今
日
の
神
学
」
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
か
。
そ

の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

今
日
の
神
学
は
、
精
神
・
思
想
の
自
由
と
、
偏
見
を
乗
り
超
え
た
正
義
と
を
重
要
な
も
の
と

ア

考
え
て
お
り
、
宗
教
的
な
考
え
方
を
柔
軟
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
い
う
立
場
を
と
つ
て
い
る
。

今
日
の
神
学
は
、
神
は
人
間
活
動
や
自
織
学
の
器
を
超
越
し
た
存
在
と
考
え
る
こ
と

イ

で
、
下
位
の
存
在
の
活
動
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
こ
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
高
踏
的
な

立
場
を
選
ん
で
い
る
。

今
日
の
神
学
は
、
神
の
啓
示
と
哲
学
と
素
朴
な
知
識
と
が
、
相
互
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
る

ウ

こ
と
を
確
認
し
、
並
立
し
う
る
も
の
と
腎
る
立
場
を
と
つ
て
い
る
。

工
今
日
の
神
学
は
、
宗
教
的
な
教
え
に
固
執
す
れ
ば
科
学
と
の
対
立
・
抗
争
を
引
き
起
こ
す
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
の
安
定
を
乱
す
だ
け
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
科
学
に
対
し
譲

朱
ノ
を
し
て
い
る
。

今
日
の
神
学
は
、
宗
教
と
哲
学
自
然
科
学
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
し
た
上
で
、
相
互
の
関

オ

わ
り
に
ょ
っ
て
^
か
に
な
る
よ
う
^
慮
し
て
い
る
。

国 語一 5



間
弌

傍
線
部
④
に
つ
い
て
、
「
「
現
実
を
無
私
の
心
で
眺
め
た
と
き
に
得
ら
れ
る
素
朴
な
知
識
」
と
、
自

然
科
学
の
知
識
と
を
等
置
し
て
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
意
味

か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

長
い
歴
史
の
中
で
、
哲
学
と
神
の
啓
示
と
は
対
立
的
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
情
緒
や
感
情
を

抜
き
に
し
た
無
私
の
自
然
科
学
は
そ
の
よ
う
な
対
立
を
回
避
し
自
然
の
法
則
を
説
明
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。

コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は
、
人
間
が
社
会
経
験
や
感
情
的
な
判
断
を
排
し
、
自
然
界
の
出
来
事

を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
、
そ
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
こ
と
を
自
然
科
学
に
お
け
る
「
素
直

な
判
断
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は
、
哲
学
の
影
響
を
受
け
る
と
人
は
素
直
な
心
を
失
う
と
考
え
て
お

り
、
自
然
科
学
は
素
直
な
心
と
つ
な
が
る
学
問
だ
と
考
え
て
い
る
。

自
然
科
学
の
優
位
性
が
確
定
的
と
な
っ
た
近
代
社
会
に
お
い
て
、
自
然
科
学
を
「
素
朴
」
「
無

私
」
と
定
義
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
宗
教
と
の
摩
擦
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い

イウ工

コ
ー
ニ
ッ
ク
枢
機
卿
は
、
無
私
無
欲
の
判
断
が
で
き
る
こ
と
が
、
宗
教
と
対
立
し
な
い
自

オ

然
科
学
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
だ
と
考
え
て
い
る
。

る
。
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問
七

傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
、
「
不
幸
な
相
互
の
権
利
の
侵
害
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

神
学
が
哲
学
、
自
然
科
学
に
対
し
て
自
ら
の
絶
対
性
、
優
位
性
を
主
張
し
、
そ
の
内
容
に
介

ア

入
す
る
一
方
で
、
宗
教
的
世
界
観
に
と
ら
わ
れ
ず
、
哲
学
や
自
織
学
も
地
動
説
の
学
説
な

ど
を
唱
え
た
こ
と
。

宗
教
が
そ
の
正
統
性
を
確
保
す
る
た
り
教
会
権
力
や
王
権
を
利
用
し
て
、
学
者
の
活
動
や

イ

研
究
に
対
し
宗
教
的
見
解
を
科
学
的
に
裏
付
け
る
よ
う
に
要
請
し
続
け
た
こ
と
。

宗
教
と
晢
学
の
対
立
か
ら
、
本
来
独
立
し
て
い
た
は
ず
の
自
然
科
学
に
ま
で
宗
教
や
哲
学
の

ウ

見
地
・
見
解
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
な
圧
力
が
か
か
っ
て
い
っ
た
こ
と
。

工
宗
教
的
世
界
観
を
肯
定
さ
え
す
れ
ば
比
較
的
自
由
な
研
究
活
動
を
保
証
す
る
、
と
い
う
宗
教

と
哲
学
・
自
織
学
の
上
下
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
し
て
、
哲
学
や
自
然
科

学
が
同
調
し
、
学
術
の
発
展
が
遅
延
し
た
こ
と
。

宗
教
の
絶
対
的
支
配
に
対
し
て
、
哲
学
と
自
然
科
学
か
ら
反
発
が
強
ま
り
、
そ
れ
が
力
を
つ

オ

け
て
き
た
王
権
・
市
民
階
級
に
ょ
る
教
会
へ
の
反
抗
と
同
期
し
て
、
宗
教
的
対
立
と
学
術
上

の
対
立
が
同
時
に
深
刻
化
し
て
い
っ
た
こ
と
。
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問
八

傍
線
部
⑥
に
つ
い
て
、
「
科
学
と
哲
学
の
両
者
は
、
そ
の
守
備
範
囲
の
な
か
に
い
る
限
り
、
お
互

い
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ず
に
、
独
自
に
発
展
・
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
」
と
は
、

具
体
的
に
ど
う
い
う
意
味
か
。
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

よ
。

信
仰
心
や
感
情
と
い
っ
た
物
事
に
何
ら
か
の
価
値
を
見
い
だ
す
思
考
法
は
自
然
界
の
法
則
を

ア

理
解
す
る
た
め
に
は
障
害
に
し
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
と
分
か
れ
て
独
立
し
た
分
野
と
な
る
こ

と
で
、
自
然
科
学
は
本
当
の
^
究
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

、
こ
ぴ
ゅ
う

近
代
的
思
考
が
定
着
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
宗
教
と
科
学
、
哲
学
と
科
学
が
相
互
の
器
を
確

イ

認
・
共
有
し
た
結
果
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
な
発
想
で
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

科
学
と
哲
学
と
が
自
律
的
に
進
歩
す
る
た
め
に
は
、
お
互
い
の
研
究
内
容
に
つ
い
て
介
入

ウ

干
渉
し
た
り
否
定
し
合
っ
た
り
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
中
で
研
究
を
し
て
い
れ
ぱ
よ
い

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。

工
自
然
科
学
か
ら
宗
教
と
哲
学
が
分
か
れ
た
こ
と
に
ょ
っ
て
、
信
仰
や
感
情
に
左
右
さ
れ
な
い

合
理
的
で
中
立
的
な
思
考
と
実
験
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
技
術
や
科
学
が
大
い
に

発
展
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

科
学
と
哲
学
は
、
お
互
い
に
関
わ
り
を
絶
ち
、
無
関
係
な
分
野
の
存
在
で
あ
れ
ば
、
十
分
に

オ

発
展
で
き
る
の
で
あ
り
、
お
互
い
に
影
響
を
与
え
合
っ
た
り
し
よ
う
と
す
れ
ば
高
度
な
政
治

的
問
題
に
発
展
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
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問
九

傍
線
部
⑦
に
つ
い
て
、
こ
の
文
章
全
体
か
ら
考
え
て
、
「
大
き
な
錯
覚
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
指
摘
し
た
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
っ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

自
然
科
学
の
研
究
は
客
観
的
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
研
究
者
の
心
情
や
社
会
情
勢

ア

に
ょ
っ
て
評
価
や
判
断
が
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
の
に
、
そ
の
影
響
を
う
け
変
化
し
て
い
く

価
値
観
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

自
織
学
を
扱
い
、
研
究
す
る
と
い
う
営
み
は
、
社
会
や
待
、
歴
史
的
背
景
を
背
負
っ
た

イ

人
間
の
活
動
の
結
果
で
あ
る
以
上
、
科
学
的
知
識
と
価
値
観
や
先
入
観
と
を
完
全
に
切
り
離

し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

自
然
科
学
の
技
術
的
・
機
能
的
な
側
面
を
考
え
れ
ぱ
、
主
観
的
な
価
値
観
か
ら
完
全
に
自
由

ウ

な
学
問
器
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、
主
観
性
が
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
不
完
全
な

状
態
で
あ
り
、
真
に
客
観
的
な
科
学
に
は
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

工
自
然
科
学
を
す
べ
て
の
価
値
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
得
た
、
と
い
う
怨
が
、
そ
も
そ
も
宗

教
や
哲
学
と
の
「
距
離
感
」
を
前
提
に
し
た
考
え
方
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
完
全
に
独
立
し

自
立
し
た
学
問
^
域
と
は
い
ぇ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

自
然
科
学
が
一
切
の
価
値
観
か
ら
自
由
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
自
然
界
の
法

オ

仕
組
み
が
人
間
の
存
在
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

Ⅱ科
学
者
の
個
性
や
人
問
性
が
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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ロ
ニ
以
下
の
文
章
を
読
み
、
設
問
に
答
え
な
さ
い
。

誤
訳
と
は
何
か

異
文
化
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
「
訳
す
」
と
い
う
作
業
を
八
刀
析
し
よ
う
と
考
え
た
と
ミ

当
初
は
通
訳
の
み
に
焦
点
を
絞
る
つ
も
り
で
い
た
。
翻
訳
に
か
ん
し
て
の
需
は
す
で
に
か
な
り
出
版

さ
れ
て
い
る
の
に
、
通
訳
に
か
ん
し
て
の
も
の
は
非
常
に
少
数
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
主
た
る
理
由
で

あ
っ
た
。

し
か
し
目
考
え
れ
ば
、
通
訳
に
し
て
も
翻
訳
に
し
て
も
、
ひ
と
つ
の
一
言
語
か
ら
異
な
っ
た
言
語

へ
の
変
換
と
い
う
基
本
は
同
じ
で
あ
る
。
目
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
翻
訳
・
通
訳
の
い
ず
れ

と
も
明
確
で
な
い
訳
す
作
業
も
タ
タ
く
あ
り
、
峻
別
す
る
こ
と
に
さ
し
た
る
音
茎
我
も
見
出
せ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
「
訳
す
」
と
い
う
営
み
を
広
義
に
と
ら
え
て
異
文
化
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
接
点
を
考
{
祭

し
た
ほ
う
が
、
本
来
の
目
的
に
沿
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

異
文
化
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
「
訳
」
を
考
え
る
と
き
に
、
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
「
誤

訳
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

①
だ
が
「
票
」
の
定
義
と
い
う
の
も
、
案
外
む
ず
か
し
い
。
私
た
ち
は
い
と
も
簡
単
に
、
あ
れ
は

誤
野
、
あ
の
本
績
謬
ら
け
だ
、
と
い
っ
た
判
定
を
下
す
。
そ
し
て
実
際
に
、
間
違
っ
た
翻
訳
や

通
訳
は
驚
く
ほ
ど
多
い
。
翻
訳
も
の
を
読
ん
で
い
て
、
ど
う
に
も
理
解
で
き
な
い
難
解
な
箇
所
が
あ
っ

た
ら
誤
訳
と
思
え
、
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
誤
訳
を
指
摘
し
た
出
版
物
も
存
在
し
、

そ
^
を
誌
肌
む
と
、
な
る
ほ
ど
と
思
う
こ
と
ぱ
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
近
、
何
も
か
も
ひ
っ
く
る
め
て
「
間
違
っ
た
訳
」
と
か
た
づ
け
て
し
ま
っ
て
ょ
い
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
で
て
き
て
い
る
。

一
九
九
三
年
八
且
オ
ラ
ン
ダ
・
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
開
催
さ
れ
た
国
鷺
用
言
語
学
会
第
十
回
世

界
大
会
の
通
訳
・
禦
理
論
部
会
で
は
、
こ
の
点
が
か
な
り
需
に
な
っ
た
。
研
究
者
に
ょ
っ
て
は
、
世

の
中
に
「
誤
訳
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
、
こ
れ
は
^
.
器
ヨ
習
牙
§
誘
ミ
.
と
呼
ぶ
べ

き
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
人
さ
え
い
た
。
ひ
と
つ
の
一
聶
か
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
一
言

語
に
変
換
す
る
際
、
ど
う
し
た
っ
て
意
味
上
の
転
移
も
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
原
文
と
翻
訳

文
が
完
全
に
同
じ
も
の
に
な
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
考
え
に
従
え
ぱ
、
②
従
来

は
た
ん
な
る
翻
訳
上
の
ミ
ス
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
の
う
ち
、
小
ノ
な
く
と
も
い
く
つ
か
は
純
然
た
る

間
一
遅
い
で
は
な
く
、
誤
訳
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
ミ
ス
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
「
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
表
現
し
た
方
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
^
「
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
表
現
を
ホ
冬
え
た
と
こ
ろ
で
、
コ
ミ
ユ

国 言五
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ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
敗
で
あ
る
こ
と
に
は
ホ
久
わ
り
な
い
。
意
思
疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
い
、
あ
る
い
は

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
正
し
く
伝
達
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
結
果
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
を
人
呼
ん
で
「
誤

訳
」
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

縱
は
異
文
化
と
の
取
り
組
み
の
あ
ら
わ
れ

外
国
需
力
の
根
本
的
欠
如
、
も
し
く
は
母
国
語
で
あ
っ
て
も
理
解
力
や
表
現
力
の
不
足
に
ょ
る
誤

訳
は
論
外
と
し
て
、
世
に
い
う
誤
訳
の
大
半
は
、
お
そ
ら
く
異
文
化
と
取
り
組
む
こ
と
自
体
に
由
来
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

翻
訳
を
す
る
に
し
て
も
通
訳
を
行
な
う
に
し
て
も
、
目
二
か
国
語
に
堪
能
と
い
う
だ
け
で
は

つ
と
ま
ら
な
い
。
両
方
の
嘉
圏
の
文
化
に
も
精
通
し
て
い
な
け
れ
ぱ
、
翻
訳
で
あ
れ
通
訳
で
あ
れ
不

可
能
と
い
ぇ
る
。
そ
れ
は
、
③
聶
と
文
化
が
切
っ
て
も
切
り
籬
せ
な
い
密
接
な
関
係
で
あ
る
以
上
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

言
語
は
文
化
で
あ
り
、
文
化
婆
言
語
で
あ
る
と
も
い
ぇ
る
。
 
H
、
文
化
に
対
す
る
認
識
が
欠

け
た
ま
圭
言
葉
の
み
を
訳
そ
う
と
す
る
と
、
誤
訳
が
起
き
る
。
正
確
に
訳
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
ゞ
嘉

レ
ベ
ル
を
越
え
た
文
化
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
通
訳
・
翻
訳
理
論
を
研
究
し
て
い
る
ス
ネ
ル
・

ホ
ー
ン
ビ
ー
(
ミ
3
m
昂
=
'
工
0
ヨ
区
は
、
そ
れ
を
、
、
ず
一
一
ヨ
姻
旦
倉
会
豆
舎
一
三
益
一
、
、
(
一
三
西
甑
鬮
.
二
文
化
)
と

定
義
し
て
い
る
。

H
、
こ
の
定
義
は
、
日
本
語
の
い
わ
ゆ
る
「
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
考

え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
④
外
国
で
長
期
間
を
過
ご
し
た
帰
国
子
女
が
必
ず
し
も
翻
訳
や
通
訳
に
適
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
優
秀
な
通
訳
者
ま
た
は
翻
訳
者
に
は
、
か
え
っ
て
外
国
滞
在
の
経
験
が
な
い
、

純
国
産
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
通
訳
に
せ
よ
翻
訳
に
せ
よ
、
最
終
的
に
は
母
語
の

能
力
が
決
定
的
な
要
素
を
持
っ
、
と
い
う
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
。
つ
ま
り
、
見
逃
さ
れ
か

ち
な
こ
と
で
は
あ
る
の
系
、
訳
す
と
い
う
作
業
に
は
母
語
が
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ
る
。
諾
あ
っ

て
の
外
国
語
と
も
い
ぇ
る
。
だ
か
ら
、
帰
国
子
女
な
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
、
と
簡
単
に
考
え
て
通
訳
を
頼

ん
だ
ら
失
敗
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
る
。

H
、
母
語
だ
け
で
は
訳
す
と
い
う
行
為
自
体
が
成
立
し
な
く
な
る
。
「
一
喜
呈
叩
・
二
文
化
」
と

は
、
外
国
語
に
訳
す
、
あ
る
い
は
外
国
語
か
ら
訳
す
た
め
に
は
、
母
語
と
同
レ
ベ
ル
の
知
識
と
理
解
が
、

対
象
嘉
お
よ
び
文
化
に
か
ん
し
て
も
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
訳
す
」
と
い
う
行

為
を
磊
の
次
元
の
み
で
考
え
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
り
、
「
訳
す
」
と
は
、
異
な
っ
た
文
化
の
橋
渡
し

で
あ
り
、
異
文
化
を
越
え
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
饗
で
あ
る
。

「
^
翻
訳
者
は
反
逆
者
」
(
一
曾
三
8
え
、
冨
島
8
昂
)
と
い
う
格
言
が
あ
る
。
翻
訳
は
所
詮
、
翻
訳
で
あ

国

る
、
原
文
を
忠
実
に
伝
え
る
こ
と
は
不
可
能
、
と
い
う
達
観
し
た
見
方
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
一
嘉
を

言五
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そ
の
ま
ま
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

目
、
⑥
現
実
に
は
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
複
数
の
一
言
語
を
操
り
通
訳
や
翻
訳
は
必
要

と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
夢
物
証
如
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
の
発
達
と
と
も
に
各
種
の
情
報
が
地
球
を
か
け
め
ぐ
り
、
正
確
に
し
て
迅
速
な
情
報
を
得
る
必

要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
局
度
情
報
社
会
に
あ
っ
て
人
間
的
な
接
触
の
重
要
性
も
ま

す
ま
す
認
識
さ
れ
て
き
て
お
り
、
人
的
な
交
築
か
つ
て
な
く
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
る
現
代
は
、
多
文

化
・
タ
タ
一
言
語
の
時
代
で
も
あ
る
。
翻
訳
や
通
訳
が
不
要
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
 
H
そ
の
必
要
性
が

増
し
て
い
る
。
「
翻
訳
は
反
逆
」
と
す
ま
し
て
は
い
ら
れ
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。

鳥
飼
玖
美
子
『
歴
史
を
か
え
た
祭
』
(
新
潮
文
庫
二
0
0
四
年
)
よ
り

国 言五
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目
 
S
 
目
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
っ
ず
っ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア
い
つ
そ
う

工
た
ん
に

目
 
S
 
H
 
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
鑒
を
そ
牙
れ
一
っ
ず
つ
醤

記
号
で
答
え
よ
。

突
き
詰
め
て

す
べ
か
ら
く

し
力
し

ウ

た
だ
し

ま
し
て

ウ
い
く
ら

占
三

「
訳
す
」
と
は
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
種
で
あ
る
の
で
、
意
図
が
通
じ
れ
ば
問
題
や
間
違

ア

い
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
研
究
者
も
多
い
か
ら
。

翻
訳
や
通
訳
は
担
当
す
る
翻
訳
者
や
通
訳
者
に
ょ
っ
て
表
現
の
方
法
や
文
体
、
伝
え
方
が
変

イ

わ
る
の
で
、
間
違
い
を
指
摘
す
る
の
は
困
難
だ
か
ら
。

翻
訳
と
通
訳
の
区
別
が
難
し
い
も
の
が
あ
る
よ
う
に
、
誤
訳
か
競
で
な
い
か
の
区
別
も
あ

ウ

い
ま
い
で
断
定
は
で
き
な
い
か
ら
。

工
文
法
的
に
あ
き
ら
か
な
誤
謬
け
で
な
く
、
翻
訳
・
通
訳
の
過
程
で
意
味
の
変
化
が
起
き
る

こ
と
も
あ
る
の
で
、
あ
る
翻
訳
・
通
訳
が
正
し
い
の
か
、
間
違
っ
て
い
る
か
を
簡
単
に
決
定

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
。

そ
も
そ
も
異
文
化
の
一
言
語
を
完
全
に
ほ
か
の
言
語
に
置
き
換
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な

オ

の
で
、
全
て
の
翻
訳
・
通
訳
は
意
味
が
通
じ
る
と
同
時
に
誤
訳
で
も
あ
る
か
ら
。

傍
線
部
①
に
つ
い
て
、
筆
者
が
「
だ
が
「
祭
」
の
定
義
と
い
う
の
も
、
案
外
む
ず
か
し
い
。
」

と
考
え
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。

む
ろ
ん

し
た
が
っ
て

13

問 問

オイ

エア

オイ
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問
四

傍
線
部
②
に
つ
い
て
、
筆
者
が
「
「
誤
訳
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
ミ
ス
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
「
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
表
現
し
た
方
が
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
考
え
て

い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

異
文
化
磊
が
活
発
な
欧
州
で
は
、
「
誤
訳
」
と
は
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
誤
解
に
ょ
っ

ア

て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
意
味
内
容
の
間
違
い
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
広
ま
っ
て
い
る

力
ら

「
祭
」
と
は
、
つ
き
つ
め
れ
ば
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
敗
の
こ
と
で
あ
り
、
内
{
谷
理
解

イ

や
評
価
の
失
敗
で
は
な
く
、
伝
え
方
の
失
敗
が
原
因
で
あ
る
か
ら
。

翻
訳
・
通
訳
の
場
面
で
は
、
お
互
い
四
嘉
を
い
く
ら
理
解
し
配
慮
し
た
と
し
て
も
、
意
味

ウ

の
違
い
を
と
ら
え
損
ね
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
す
れ
違
い
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。

エ
ミ
ス
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ッ
プ
は
異
文
化
間
一
父

流
に
お
い
て
必
然
的
に
起
こ
る
問
題
で
あ
り
、
そ
の
場
で
の
翻
訳
・
通
訳
で
は
「
誤
訳
」
が

起
こ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
。

異
な
る
文
化
的
背
景
を
も
つ
人
々
が
異
な
る
一
聶
に
ょ
っ
て
交
流
す
る
以
上
、
そ
の
意
味
を

オ

完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
の
理
解
の
ズ
レ
を
「
誤
訳
」
と
言
っ
て

い
た
ら
禦
・
通
訳
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

国 ,五
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問
五

傍
線
部
③
に
つ
い
て
、
筆
者
が
「
嘉
と
文
化
が
切
っ
て
も
切
り
籬
せ
な
い
密
接
な
関
係
で
あ

る
」
と
考
え
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
ひ
、
記
号

で
答
え
よ
。

言
語
を
持
っ
て
い
る
の
は
人
間
だ
け
で
あ
り
、
文
明
を
持
っ
て
い
る
の
も
人
間
だ
け
で
あ

ア

る
。
つ
ま
り
、
一
言
語
と
文
化
と
は
、
人
間
特
有
の
も
の
な
の
で
、
そ
こ
に
は
強
い
影
響
関
係

と
相
互
補
完
関
係
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
。

一
語
の
内
容
膨
ら
み
、
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
そ
の
一
言
語
を
使
う
社
会
の
文
化
も
発
展

イ

し
て
い
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
文
化
の
性
質
・
内
容
が
嘉
の
性
質
・
内
容
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
た
め
。

コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
は
お
互
い
の
経
験
し
て
き
た
文
化
的
背
景
を
理
解
す
る
こ
と

ウ

が
最
も
重
要
で
あ
り
、
嘉
は
そ
の
よ
う
な
お
互
い
の
抱
え
て
い
る
文
化
を
相
手
に
伝
え
る

た
め
の
手
段
で
あ
る
か
ら
。

工
言
語
は
そ
四
言
語
を
使
う
社
会
集
団
の
性
格
や
文
化
の
特
質
を
決
定
つ
け
る
も
の
な
の
で
、

そ
の
文
化
の
内
容
を
自
分
の
中
で
確
定
的
に
定
義
で
き
な
け
れ
ば
、
異
文
化
社
会
の
一
扇
を

き
ち
ん
と
使
い
こ
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
。

言
語
は
、
あ
る
文
化
の
中
で
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
文
化
を
切
り
離
し
て
言
勇

オ

け
を
理
解
で
き
る
と
考
え
、
使
用
し
た
な
ら
ば
、
言
葉
の
持
つ
様
々
な
連
関
を
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
十
分
な
理
解
に
は
至
ら
な
い
か
ら
。

国 言五
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問
弌

傍
線
部
④
に
つ
い
て
、
筆
者
が
「
外
国
で
長
期
間
を
過
ご
し
た
帰
国
子
女
が
必
ず
し
も
翻
訳
や

通
訳
に
適
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
、
記
号
で
答
え
よ
。

翻
訳
・
通
訳
に
必
要
な
外
国
語
能
力
と
は
、
論
理
的
・
構
造
的
な
文
法
の
理
解
と
語
章
の
知

ア

襲
基
盤
と
な
る
の
で
、
経
験
的
・
習
慣
的
に
身
に
つ
け
た
外
国
語
能
力
で
は
、
日
常
生
活

は
支
障
が
な
く
と
も
、
学
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
に
必
要
な
公
的
な
一
磊
を
扱
え
る
よ
う
に
は
な
ら

な
し
力
ら

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
帰
国
子
女
は
、
成
長
に
合
わ
せ
て
二
っ
の
一
嘉
や
文
化
に
習
熟
す
る
機
会

イ

が
あ
る
の
で
、
母
語
と
第
三
言
語
の
文
化
の
ど
ち
ら
に
自
ら
を
措
定
す
べ
き
か
、
迷
っ
て
し

ま
う
可
能
性
が
あ
る
た
め
。

子
供
時
代
に
外
国
に
長
い
間
暮
ら
し
、
ほ
か
の
一
言
語
を
使
い
続
け
る
経
験
を
し
た
人
々
の
中

ウ

に
は
、
そ
の
分
母
語
を
身
に
つ
け
る
機
会
が
乏
し
か
っ
た
人
も
い
る
の
で
、
外
国
語
を
理
解

で
き
て
も
そ
れ
を
適
切
な
母
語
の
表
現
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
。

工
外
国
滞
在
経
験
の
な
い
「
純
国
産
」
の
翻
訳
・
通
訳
者
の
方
が
、
異
文
化
叢
が
な
い
こ
と

を
自
覚
す
る
分
、
自
文
化
と
異
文
化
の
差
異
に
敏
感
に
な
る
た
め
、
ど
ち
ら
も
母
語
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
帰
国
子
女
よ
り
も
優
れ
た
翻
訳
・
通
訳
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

帰
国
子
女
と
い
っ
て
も
様
々
で
あ
り
、
外
国
語
の
能
力
が
高
い
人
も
い
れ
ば
低
い
人
も
い
る

オ

の
で
、
外
国
生
活
を
経
験
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
で
き
る
ほ
ど
翻
訳
・
通
訳
は
簡
単
な
仕

事
で
は
な
い
か
ら
。

国 言五
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問
七

傍
線
部
⑤
に
つ
い
て
、
筆
者
は
「
翻
訳
者
は
反
逆
者
」
と
い
う
格
言
を
、
ど
の
よ
う
な
意
味
だ

と
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

あ
る
一
聶
の
内
容
を
、
ほ
か
の
喜
に
完
壁
に
置
き
換
え
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能

ア

で
あ
り
、
そ
れ
を
行
う
翻
訳
・
通
訳
と
い
う
行
為
は
、
元
四
言
語
と
そ
れ
を
支
え
る
文
化
と

社
会
に
対
し
て
は
む
か
う
よ
う
な
も
の
に
見
え
る
と
い
う
考
え
方
。

社
会
と
文
化
を
象
徴
す
る
亘
中
」
と
い
う
も
の
を
、
ほ
か
の
社
会
と
文
化
の
一
言
語
に
置
き

イ

換
え
て
伝
え
る
と
い
う
行
為
は
、
自
分
が
属
し
て
い
る
社
会
と
文
化
に
対
す
る
裏
切
り
の
よ

う
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
。

翻
訳
・
通
訳
は
、
一
つ
の
一
嘉
の
な
か
に
こ
も
っ
て
い
た
社
会
・
文
化
を
、
あ
る
意
味
強
引

ウ

に
外
部
に
対
し
て
開
い
て
、
交
流
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
閉
じ
た
社
会
に
安
定

し
よ
う
と
い
う
思
考
に
対
す
る
反
対
声
明
と
な
る
と
い
う
考
え
方
。

工
翻
訳
・
通
訳
は
異
な
る
社
会
同
士
を
つ
な
ぎ
、
異
文
化
磊
を
進
め
る
た
め
に
絶
対
に
必
要

な
行
為
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
交
流
は
お
互
い
の
社
会
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の

に
な
る
と
い
う
考
え
方
。

ど
れ
だ
け
誠
実
に
翻
訳
・
通
訳
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
完
全
に
正
確
な
内
容
を
お
互
い
に
伝

オ

え
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、
翻
訳
者
・
通
訳
者
は
常
に
双
方
に
対
し
て
裏
切
り
者
の
よ

う
な
。
ホ
ジ
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
考
え
方
。
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問
八

傍
祭
⑥
に
つ
い
て
、
筆
者
の
考
え
に
即
し
た
内
容
の
も
の
は
ど
れ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

世
界
中
の
人
々
が
世
界
中
に
あ
る
嘉
を
全
て
話
せ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
が
な
く
、
例
え
ば

ア

英
語
を
共
通
語
に
で
き
た
と
し
て
も
、
現
在
の
よ
う
な
経
済
格
差
・
教
育
格
差
が
激
し
い
世

界
で
は
、
学
べ
る
人
々
と
学
べ
な
い
人
々
と
の
間
の
交
流
が
途
絶
え
、
階
層
の
断
絶
が
起
き

て
し
ま
う
。
そ
の
格
差
を
解
消
す
る
た
め
に
、
翻
訳
・
通
訳
と
い
う
行
為
は
非
常
に
重
要
な

の
で
あ
る
。

一
嘉
や
教
育
の
環
境
は
地
域
に
ょ
っ
て
大
き
く
異
な
り
、
全
て
の
人
が
複
数
の
一
嘉
を
身
に

イ

つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
現
在
、
ビ
ジ
ネ
ス
や

教
育
観
光
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
、
人
々
の
国
際
的
な
交
流
・
共
存
は
拡
大
の
一
途
を

た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
状
況
で
、
異
文
化
交
流
を
支
え
る
の
が
、
翻
訳
・
通
訳
な
の
で
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
が
発
展
し
、
 
A
1
に
ょ
る
自
動
翻
訳
・
通
緊
可
能

ウ

に
な
り
つ
つ
ぁ
る
中
、
人
々
は
複
数
言
語
を
学
び
、
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
必
要
は
な

く
な
る
。
そ
う
す
れ
ぱ
、
異
文
化
・
他
嘉
の
人
々
と
交
流
す
る
た
び
に
翻
訳
者
・
通
訳
者

を
呼
ば
ず
に
済
む
。
人
間
が
多
く
の
一
嘉
を
学
ぱ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
は
終
わ
り
つ

つ
ぁ
る
の
だ
。

工
一
聶
の
天
才
で
も
な
い
限
り
、
人
間
が
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
言
語
の
数
は
多
く
て
も

二
S
三
言
語
で
あ
る
。
異
文
化
交
流
の
場
に
お
い
て
、
常
に
必
要
な
外
国
語
を
使
い
こ
な
せ

る
よ
う
に
な
り
た
い
と
い
う
目
標
は
あ
ま
り
に
無
謀
で
あ
り
、
コ
ス
ト
や
雇
用
創
出
の
側
面

か
ら
考
え
て
も
、
一
聶
能
力
に
優
れ
た
人
々
に
翻
訳
者
・
通
訳
者
と
し
て
活
躍
し
て
も
ら
う

ほ
う
が
専
門
性
・
正
確
性
に
お
い
て
適
切
な
の
で
あ
る
。

全
て
の
人
が
複
数
の
一
嘉
を
身
に
つ
け
よ
う
と
す
る
と
、
ど
ち
ら
も
不
十
分
に
し
か
使
え
な

オ

く
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
人
々
は
ま
ず
母
語
の
能
力
を
き
ち
ん
と
身
に
つ
け
る
こ

と
を
最
優
先
に
す
べ
き
で
あ
り
、
異
文
化
交
流
の
場
に
お
い
て
は
、
嘉
の
プ
ロ
に
仕
事
を

任
せ
た
方
が
、
適
材
適
所
の
観
点
か
ら
も
正
し
い
の
で
あ
る
。
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安
二

次
の
(
一
)
 
S
 
(
五
)
の
単
語
の
対
義
語
と
な
る
よ
う
に
、
二
字
の
単
語
「
口
口
」
に
当
て
は

ま
る
最
も
適
切
な
漢
字
を
ア
S
コ
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
、
田

と
②
、
③
と
團
、
⑤
と
⑥
、
⑦
と
⑧
、
⑨
と
⑩
は
、
各
組
み
合
わ
せ
が
完
成
さ
れ
た
場
合
の
み

正
解
と
す
る
。

(
こ
大
胆

(
二
)
沸

(
一
己
虚
構

(
四
独
創

(
五
小
計

↑

田
②

③
④

⑤
⑥

⑦
團

⑨
圃

↓↑↑

オ
実

コ
枯

↓

意

ウ
渇

キ
計
ク
倣

工
病

ケ
事

総
イ
模

19
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[
四
]

次
の
(
一
)
 
S
 
(
士

を
ア
S
コ
の
中
か
ら
一

(
一
)
私
た
ち
夫
婦
の
中
を
取
り
持
っ
て
く
れ
た
の
は
、
山
田
さ
ん
で
す
。

(
二
)
彼
は
世
界
一
の
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
に
な
る
と
い
う
目
標
に
向
か
い
努
力
を
重
ね

て
い
る

会
一
)
六
十
年
前
の
子
供
向
け
怪
獣
映
画
を
、
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
寓
意
を
込
め
た
社

会
派
ド
ラ
マ
に
り
メ
イ
ク
す
る
と
は
、
あ
の
摩
^
目
は
天
才
だ
。

(
四
)
あ
ん
な
に
も
め
て
い
た
相
続
問
題
を
、
こ
ん
な
見
事
に
解
決
し
て
し
ま
う
と
は
、

大
変
優
秀
な
弁
護
士
だ
。

(
五
)
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
電
機
は
、
ラ
イ
バ
ル
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
エ
業
よ
り
優
位
に
立
と

う
と
こ
れ
ま
で
何
度
も
他
社
と
の
合
併
や
子
会
社
の
分
社
化
を
繰
り
返
し
て
い

の
文
章
の
内
容
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
四
字
熟
語

つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

(
六
)
ど
ん
な
に
お
金
に
困
っ
て
も
、
絶
対
に
友
人
か
ら
は
お
金
を
借
り
な
い
と
決
め

て
い
る

(
七
)
司
法
試
験
に
合
格
す
る
ま
で
禁
酒
す
る
、
と
宣
言
し
た
せ
い
で
、
彼
は
い
つ
も
イ

ラ
イ
ラ
し
て
、
結
局
勉
強
が
進
ま
な
く
な
っ
て
い
る
。

(
八
)
社
長
は
気
ま
ぐ
れ
で
指
示
が
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
の
で
、
社
員
は
い
つ
も
ひ
や
ひ

や
し
て
い
る
。

(
九
)
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
エ
業
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
電
機
は
国
内
シ
エ
ア
を
争
う
ラ
イ
バ
ル

同
士
だ
っ
た
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
生
き
残
る
た
め
に
共
同
開
発
に
乗

り
出
し
た
。

(
十
)
あ
の
作
家
の
漫
画
は
、
い
つ
も
最
初
の
数
巻
は
盛
り
上
が
っ
て
面
白
い
け
れ
ど
、

)し

最
後
に
な
る
と
う
や
む
や
で
話
が
ま
と
ま
ら
な
く
な
る
の
が
残
念
だ
。

る
。

ア

工
自
縄
自
縛

ク
竜
頭
蛇
尾

志
操
堅
固

合
従
連
衡

月
下
氷
人

キ

国

イ

換
骨
奪
胎

呉
越
同
舟

快
刀
乱
麻

力コ

ウ

気
宇
壮
大

朝
令
暮
改

ケオ
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