
国

語

問

題

注
　
意
　
事
　
項

1
　
問
題
冊
子
は
、
監
督
者
が
「
解
答
始
め
」
の
指
示
を
す
る
ま
で
開
か
な
い
こ
と
。

2
　
問
題
冊
子
は
全
部
で
18
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
脱
落
の
あ
っ
た
場
合
に
は
申
し
出
る
こ
と
。

3
　
現
代
シ
ス
テ
ム
科
学
域
・
法
学
部
・
経
済
学
部
・
商
学
部
・
看
護
学
部
・
生
活
科
学
部
の
受
験
者
は
、

2
ペ
ー
ジ
か
ら
12
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
一
問
・
第
二
問
の
み
、
国
語
解
答
用
紙
Ⅰ
に
解
答
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
看
護
学
部
・
生
活
科
学
部
の
受
験
者
は
、
出
願
時
に
国
語
を
選
択
し
た
者
の
み
解
答
で

き
る
。

4
　
文
学
部
の
受
験
者
は
、
2
ペ
ー
ジ
か
ら
12
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
一
問
・
第
二
問
に
つ
い
て
は
、
国
語

解
答
用
紙
Ⅰ
に
、
ま
た
、
13
ペ
ー
ジ
か
ら
18
ペ
ー
ジ
ま
で
の
第
三
問
に
つ
い
て
は
、
国
語
解
答
用
紙

Ⅱ
に
解
答
す
る
こ
と
。

5
　
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、
受
験
番
号
（
左
右
2
箇
所
）、
氏
名
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

6
　
解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

7
　
解
答
以
外
の
こ
と
を
書
い
た
と
き
は
、
該
当
箇
所
の
解
答
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

8
　
問
題
冊
子
の
余
白
は
下
書
き
に
使
用
し
て
も
よ
い
。

9
　
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

前
期
日
程

二
〇
二
三
年
度
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コ
ロ
ナ
で
舞
台
が
な
く
な
っ
た
と
き
、
家
の
整
理
や
稽
古
の
ほ
か
に
、
本
を
読
ん
で
い
た
。

　
読
み
た
い
本
は
い
つ
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
が
、
日
々
に
追
わ
れ
て
な
か
な
か
読
め
な
い
。
い
や
、
忙
し
い
人
ほ
ど
諸
用
の
合
間
を
じ
ょ
う
ず
に
縫
っ

て
読
ん
で
い
る
。
自
分
は
ど
う
も
舞
台
が
後
ろ
に
控
え
て
い
る
と
、
あ
れ
を
覚
え
な
い
と
と
か
、
こ
れ
を
整
理
し
な
い
と
と
か
、
焦
燥
に
背
中
か
ら
に
ら

ま
れ
て
、
落
ち
着
い
て
読
書
す
る
気
に
な
れ
な
い
。

　
こ
の
「
コ
ロ
ナ
暇か

」
は
思
い
き
り
本
を
読
め
る
格
好
の
機
会
だ
っ
た
。

　
読
書
の
面
白
い
の
は
、
著
者
が
、
時
間
や
空
間
を
超
え
て
自
分
と
同
じ
地
平
に
立
ち
並
び
、
対
話
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
こ
と
だ
。

　
じ
っ
さ
い
に
著
者
に
話
を
聞
こ
う
と
思
っ
た
ら
、
ア
ポ
イ
ン
ト
を
と
っ
て
手
土
産
を
用
意
し
て
、
そ
れ
は
も
う
骨
の
折
れ
る
こ
と
だ
。
ま
し
て
や
著
者

の
心
奥
に
ダ
イ
ブ
し
て
大
切
な
何
か
を
汲く

み
上
げ
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
一
大
事
業
、
簡
単
に
は
実
現
し
な
い
。

　
し
か
し
本
は
、
そ
れ
を
惜
し
げ
も
な
く
伝
え
て
く
れ
る
。
そ
の
日
そ
の
場
所
に
立
ち
現
れ
て
は
消
え
る
時
間
芸
術
に
携
わ
る
身
に
と
っ
て
、
本
の
力
は

う
ら
や
ま
し
い
。
書
き
も
の
に
秘
め
ら
れ
た
静
か
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
敬
意
を
表
し
つ
つ
、
何
か
を
感
取
し
て
思
い
を
馳は

せ
た
い
。

　
ふ
だ
ん
の
読
書
で
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
う
か
つ
に
も
あ
ま
り
思
わ
な
か
っ
た
。
じ
っ
と
家
に
籠
も
る
日
々
で
学
ん
だ
、
本
の
素
晴
ら
し
さ
だ
っ

た
。

　
花は
な

士の
ふ

、
珠し
ゅ

寳ほ
う

さ
ん
の
『
一
本
草
』
に
は
、
は
じ
め
て
緊
急
事
態
宣
言
が
出
た
こ
ろ
の
春
に
出
会
っ
た
。

　
花
士
と
い
う
の
は
、
花
に
仕
え
る
者
、
と
い
う
義
だ
そ
う
だ
。

　
珠
寳
さ
ん
と
は
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
）、
下し
も

鴨が
も

神
社
で
の
《
安あ
だ
ち
が
は
ら

達
原
》
で
能
と
花
の
共
演
で
お
会
い
し
て
以
来
、
シ
テ
方
観
世
流
の
林
宗
一
郎

さ
ん
と
と
も
に
、
あ
り
が
た
い
交こ
う

誼ぎ

を
む
す
ん
で
い
る
。
有ゆ
う

斐ひ

斎さ
い

弘
道
館
の
事
業
で
も
ご
一
緒
し
た
。

　
珠
寳
さ
ん
は
、
い
け
花
の
な
か
で
も
、
古
式
に
則の
っ
と
っ
た
「
立た
て

花は
な

」、
花
を
立
て
る
と
い
う
様
式
で
空
間
を
し
つ
ら
う
。
鋭
く
静
か
な
花
だ
。
作
品
と
い

①

（
注
一
）

（
注
二
）

（
注
三
）

第
一
問

次
の
文
章
は
、
能
楽
師
の
有
松
遼
一
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
五
十
点
）
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う
よ
り
、
そ
こ
に
立
つ
花
、
と
い
う
表
現
が
合
う
。
粉
飾
を
そ
ぎ
落
と
し
た
シ
ン
プ
ル
な
あ
り
よ
う
は
、
能
と
も
通
じ
る
格
式
や
美
し
さ
を
感
じ
る
。

　
い
つ
も
珠
寳
さ
ん
に
お
会
い
す
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
穏
や
か
で
、
包
み
こ
む
よ
う
な
大
き
さ
に
心
が
ほ
ど
け
る
。
お
も
て
に
は
出
さ
な
い
が
、
強
く
太

い
芯
を
、
身
体
の
う
ち
に
秘
め
て
い
る
。
巫み

女こ

さ
ん
の
よ
う
な
媒
介
者
の
雰
囲
気
も
感
じ
る
。
と
き
ど
き
お
ち
ゃ
め
で
あ
る
。

　
自
粛
期
間
中
に
ぼ
ん
や
り
と
考
え
、
こ
と
ば
に
留
め
て
み
た
い
と
思
っ
た
舞
台
で
の
知
見
や
経
験
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
珠
寳
さ
ん
の
本
に
結
実
し
て
い

た
。
実
直
な
こ
と
ば
が
あ
っ
た
。
そ
の
い
ち
い
ち
に
共
感
し
、
感
動
し
た
。

　
　
花
は
生
き
て
い
ま
す
。

　
花
を
い
け
た
り
た
て
た
り
す
る
と
き
も
、
で
き
る
だ
け
素
早
く
仕
事
を
す
る
方
が
、
花
を
弱
ら
せ
ず
に
す
む
の
か
と
思
い
ま
す
。
い
け
る
と
き
、
あ

あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
、
あ
あ
し
た
い
、
こ
う
し
た
い
と
、
何
時
間
も
触
っ
て
な
ぶ
り
も
の
に
す
る
の
で
は
、
花
が
か
わ
い
そ
う
で
す
。
自
分

が
そ
う
さ
れ
て
い
る
と
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。（
中
略
）

　
わ
た
し
も
、
献
花
の
時
間
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
終
わ
り
ま
す
。
で
す
が
、
依
頼
を
受
け
て
か
ら
、
そ
の
当
日
を
迎
え
る
ま
で
、
ず
っ
と
そ
の
日
の

こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
過
ご
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
当
日
を
迎
え
、
花
瓶
の
前
に
座
っ
た
時
点
で
、
花
を
い
け
る
前
に
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
が
終
わ
っ
て

い
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
珠
寳
『
一
本
草
』「
時
間
の
錯
覚
」
徳
間
書
店

　
珠
寳
さ
ん
は
、
教
室
の
生
徒
さ
ん
た
ち
に
「
三
十
分
で
今
日
の
花
は
で
き
ま
す
よ
」
と
言
う
。
お
稽
古
時
間
が
一
時
間
な
ら
、
多
く
の
人
は
そ
の
時

間
を
め
い
っ
ぱ
い
花
を
触
る
こ
と
に
使
お
う
と
す
る
ら
し
い
。「
行
為
と
成
果
を
時
間
と
い
う
物
差
し
で
評
価
し
て
し
ま
う
。
十
五
分
か
け
た
も
の
よ
り

三
十
分
か
け
た
も
の
の
方
に
価
値
が
あ
り
、
一
時
間
か
け
た
方
が
も
っ
と
価
値
が
あ
る
、
と
い
う
錯
覚
で
す
」。

　
一
分
一
秒
は
、
誰
も
に
等
し
く
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
内
実
ま
で
均
一
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
錯
覚
が
、
物
差
し
の
使
い
方
を
あ
や
ま

ら
せ
る
。

　
も
し
物
差
し
を
あ
て
が
う
の
な
ら
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
る
時
間
だ
け
で
は
な
く
、
見
え
な
い
水
面
下
の
は
た
ら
き
も
勘
定
に
入
れ
て
、
は
じ
め
て
評
価

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
本
番
に
い
た
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
、
訓
練
、
心
づ
く
し
に
接
し
て
、
推
計
し
、
ひ
い
て
は
「
人
生
す
べ
て
は
修

②
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業
」
と
い
う
理
に
い
た
る
と
き
、
そ
の
物
差
し
は
も
は
や
馬
鹿
ら
し
く
な
っ
て
放
り
出
さ
れ
る
。

　
す
べ
て
が
プ
ラ
イ
ス
レ
ス
で
は
社
会
は
ま
わ
ら
な
い
か
ら
、
私
た
ち
は
共
通
理
解
で
あ
る
「
時
間
」
や
「
お
金
」
と
い
う
物
差
し
を
、
や
む
な
く
そ
こ

に
あ
る
わ
ざ
に
あ
て
が
う
。
す
ご
い
わ
ざ
と
い
う
の
は
、
仕
事
の
時
間
は
一
瞬
で
も
、
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
道
の
り
が
長
く
深
い
。
一
瞬
に
か
け
る
濃

密
な
時
間
を
見
つ
め
れ
ば
、
相
当
の
技
術
と
長
い
鍛
錬
の
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
い
は
、
そ
ん
な
度
量
衡
の
升
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
ほ
ど

の
、
圧
倒
的
な
天
賦
の
才
に
嘆
息
す
る
。
私
た
ち
は
み
な
、
そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　「
花
が
か
わ
い
そ
う
で
す
」
と
い
う
こ
と
ば
に
、
ハ
ッ
と
す
る
。
人
間
社
会
の
便
宜
で
あ
る
数
値
や
単
位
は
わ
か
り
や
す
く
便
利
で
、
慣
れ
し
た
し
ん

で
い
る
が
、
独
り
歩
き
し
て
花
が
お
い
て
け
ぼ
り
に
な
っ
て
い
る
姿
を
想
像
し
て
し
ま
っ
た
。

　　
舞
台
と
そ
の
記
録
物
で
も
、
思
う
こ
と
が
あ
る
。

　
映
像
だ
け
を
見
て
、
謡う
た
いや
型
を
真ま

似ね

し
芸
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
危
険
だ
。
舞
台
は
い
つ
も
な
ま
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
の
気
韻
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
出し
ゅ
っ
た
い来し
て
一
つ
の
結
晶
に
な
る
。
違
う
風
が
流
れ
れ
ば
違
う
か
た
ち
が
生
じ
る
。
そ
の
風
を
感
取
し
表
現
す
る
術
を
教
わ
る
の
が
師

の
稽
古
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
芸
た
り
え
な
い
。

　
稽
古
を
受
け
て
映
像
を
参
照
す
る
の
は
ま
だ
し
も
、
映
像
を
も
っ
て
稽
古
と
同
じ
く
す
る
の
は
、
浅
見
だ
。
映
像
だ
け
で
は
、
そ
の
場
で
仕
方
な
く
対

処
し
た
術
が
堂
々
の
正
攻
法
と
し
て
誤
伝
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
記
録
は
ミ
ス
や
誤ご

び
ゅ
う謬
を
伝
え
る
恐
ろ
し
さ
も
持
っ
て
い
る
。

　
見
え
る
部
分
と
い
う
の
は
、
わ
か
り
や
す
く
も
あ
り
、
あ
や
ま
り
や
す
い
。

　
目
に
見
え
る
も
の
が
価
値
あ
る
も
の
、
可
視
化
で
き
な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
、
と
い
う
価
値
観
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。
で
も
、
そ
れ
は

た
だ
し
い
の
か
。

　「
成
果
主
義
を
導
入
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
意
見
に
い
つ
も
思
う
。
一
つ
の
仕
事
を
達
成
し
て
い
く
な
か
で
、
前
線
を
支
え
る
は
た
ら
き
を
す
る
人
、

ち
ょ
っ
と
仕
事
場
に
ゴ
ミ
が
落
ち
て
い
た
ら
拾
う
人
、
さ
り
げ
な
い
会
話
の
気
遣
い
が
で
き
る
人
、
一
緒
に
い
る
と
な
ん
と
な
く
愉
快
な
人
、
そ
う
い
う

環
境
づ
く
り
に
間
接
的
に
貢
献
す
る
よ
う
な
は
た
ら
き
も
、
成
果
主
義
は
評
価
の
責
任
を
果
た
せ
る
だ
ろ
う
か
。
事
業
達
成
の
た
め
の
補
給
・
兵へ
い

站た
ん

戦
略

は
見
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

③

④
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人
を
評
価
す
る
の
は
難
し
い
。

　
目
に
見
え
る
成
果
や
数
値
、
そ
の
物
差
し
に
頼
っ
て
し
ま
う
の
は
、
人
の
、
モ
ノ
や
ヒ
ト
を
見
る
目
が
弱
っ
て
い
る
こ
と
と
不
可
分
で
は
な
い
。

　「
見
る
目
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
舞
台
裏
ば
か
り
雄
弁
に
語
る
言
説
、
荒
唐
無
稽
な
陰
謀
論
、
内
輪
で
し
か
通
用
し
な
い
楽

屋
落
ち
の
よ
う
な
も
の
た
ち
が
、
世
の
中
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　
演
能
後
の
交
流
会
で
初
対
面
の
人
と
話
し
て
い
る
と
、
能
楽
業
界
の
裏
話
や
人
間
関
係
、
そ
う
い
う
「
人
の
知
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
こ
ろ
の
、
じ
つ
は

「
み
ん
な
意
外
と
知
っ
て
い
る
」
陳
腐
な
話
に
終
始
さ
れ
て
、
辟へ
き

易え
き

す
る
こ
と
が
あ
る
。
肝
心
の
、
舞
台
に
関
す
る
批
評
や
表
現
論
と
い
う
真
正
面
か
ら

の
ス
ト
レ
ー
ト
ボ
ー
ル
を
投
げ
て
く
れ
る
人
は
、
案
外
少
な
い
も
の
だ
。

　
海
外
公
演
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
で
は
、
あ
の
場
面
の
こ
の
演
技
が
印
象
的
だ
っ
た
と
か
、
そ
れ
を
見
て
自
分
は
ど
う
考
え
た
と
か
、
舞
台
表
現
と
し
て
ど

う
い
う
意
味
や
歴
史
が
あ
る
の
か
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
鑑
賞
眼
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
こ
ち
ら
に
か
か
っ
て
く
る
。
通つ
う

ぶ
っ
て
逃
げ
隠
れ
せ
ず
、
堂
々

と
自
前
の
審
美
眼
で
対た
い

峙じ

し
て
く
れ
る
。
油
断
す
る
と
圧
倒
さ
れ
る
。
私
も
知
っ
て
い
る
こ
と
、
思
う
こ
と
を
存
分
に
話
し
て
楽
し
む
よ
う
に
し
て
い

る
。

　
自
分
の
目
や
舌
に
自
信
が
な
い
と
、
蘊う

ん

蓄ち
く

や
周
縁
の
知
識
に
寄
り
か
か
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ト
や
モ
ノ
を
確
か
に
見
、
味
わ
う
こ
と
は
、

自
分
の
評
価
軸
を
不
断
に
点
検
し
、
対
象
の
内
部
へ
迫
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
そ
の
人
が
、
ど
う
い
う
人
生
を
送
っ
て
い
る
か
、
豊
か
な
生

き
方
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
。

（
有
松
遼
一
『
舞
台
の
か
す
み
が
晴
れ
る
こ
ろ
』（
ち
い
さ
い
ミ
シ
マ
社
、
二
〇
二
二
年
）
よ
り
。
一
部
表
記
等
を
変
更
し
た
。）

〔
注
〕　（
一
）《
安あ
だ
ち
が
は
ら

達
原
》
　
　
能
楽
の
演
目
。
安
達
原
（
福
島
県
）
の
鬼
女
伝
説
を
素
材
と
す
る
。

（
二
）
シ
テ
方
観
世
流
　
　
シ
テ
方
は
能
楽
で
主
人
公
に
あ
た
る
シ
テ
役
を
演
ず
る
役
者
の
こ
と
。
観
世
流
は
能
楽
シ
テ
方
の
流
派
の
一
つ
。

（
三
）
有ゆ
う

斐ひ

斎さ
い

弘
道
館
の
事
業
　
　
本
文
よ
り
前
の
章
に
書
か
れ
て
い
る
。
弘
道
館
は
、
有
斐
斎
（
江
戸
時
代
の
儒
学
者
、
皆
川
淇き

園え
ん

）
が
京
都

で
設
立
し
た
学
問
所
。「
有
斐
斎
弘
道
館
」
と
し
て
再
興
さ
れ
、
そ
の
十
周
年
を
記
念
し
た
大
規
模
な
新
作
劇
と
祝
賀
会
が
、
二
〇
二
〇

年
二
月
に
催
さ
れ
た
。

⑤
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〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

① 

に
つ
い
て
、
筆
者
が
「
う
ら
や
ま
し
い
」
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
二
　
傍
線
部 

②
「
花
を
い
け
る
前
に
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
が
終
わ
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

③
「
そ
の
物
差
し
は
も
は
や
馬
鹿
ら
し
く
な
っ
て
放
り
出
さ
れ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
そ
の
物
差
し
」
が
ど
の
よ
う
な
基
準
を

指
す
の
か
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部 
④
「
見
え
る
部
分
と
い
う
の
は
、
わ
か
り
や
す
く
も
あ
り
、
あ
や
ま
り
や
す
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
能
の
稽
古
の
例
に
即
し
て

わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

⑤
「
ヒ
ト
や
モ
ノ
を
確
か
に
見
、
味
わ
う
こ
と
は
、
自
分
の
評
価
軸
を
不
断
に
点
検
し
、
対
象
の
内
部
へ
迫
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
本
文
後
半
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
て
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

頁 
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第
二
問

次
の
文
章
は
、
死
刑
制
度
に
つ
い
て
論
じ
た
本
の
一
節
で
あ
る
。
筆
者
は
少
し
前
の
部
分
で
、「
応
報
刑
論
」
と
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
者

に
対
し
て
、
そ
の
犯
罪
の
重
さ
に
見
合
っ
た
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
原
則
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
が
も
た
ら

し
た
具
体
的
な
「
実
害
」
と
「
犯
罪
の
ゆ
え
に
犯
人
に
加
え
ら
れ
る
害
」（
刑
罰
）
と
は
均
衡
さ
せ
る
べ
き
だ
と
す
る
一
般
的
な
「
応
報
刑

論
」
の
理
解
を
、「
実
害
対
応
型
の
応
報
刑
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
五
十
点
）

　
こ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
実
害
対
応
型
の
応
報
刑
論
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
死
刑
制
度
を
合
理
化
・
正
当
化
で
き
る
と
考
え
た
と
し
よ
う
。
し
か

し
、
そ
の
と
き
で
も
、
犯
人
が
お
よ
そ
他
人
を
死
亡
さ
せ
る
限
り
た
だ
ち
に
死
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
人
を
死
亡

さ
せ
た
と
し
て
も
、
殺
意
（
殺
人
の
故
意
）
が
な
か
っ
た
と
き
に
は
死
刑
を
科
す
べ
き
だ
と
は
誰
も
い
わ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
現
行
刑
法
自
身
が
、
過
失

行
為
に
対
し
て
は
比
較
的
軽
い
刑
し
か
規
定
し
て
い
な
い
。
過
失
致
死
に
対
す
る
原
則
的
な
法
定
刑
は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
す
ぎ
な
い
。
最
も
重
い

も
の
で
も
、
過
失
運
転
致
死
罪
の
法
定
刑
で
あ
り
、
そ
の
上
限
は
七
年
の
懲
役
で
あ
る
。
ま
た
、
か
り
に
殺
意
を
も
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
も
、

死
刑
で
は
な
く
、
無
期
懲
役
や
よ
り
軽
い
刑
が
相
当
で
あ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
い
く
ら
で
も
想
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刑
の
重
さ
は
、
現
に

生
じ
た
実
害
の
重
さ
だ
け
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
生
命
侵
害
と
い
う
実
害
の
発
生
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ち
に
は
極
刑
に
至
ら
せ
な
い
ブ
レ
ー
キ

0

0

0

0

が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ブ
レ
ー
キ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
行
為
者
の
負
う
責
任
の
程
度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
分
量
0

0

）
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
初
か
ら
応
報
刑
論
に
備
わ
っ
て
い
る
ブ
レ
ー
キ
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
人
の
生
命
を
害
し
た
者
は
、
失
わ
れ
た
法
益
の
価
値
に
見
合
っ
た
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
と
し
て
も
、
刑
罰
の
本
質

0

0

0

0

0

に
関
す
る
理
解

0

0

0

0

0

0

に
基
づ
き
、
そ
こ
に
責
任
と
い
う
ブ
レ
ー
キ
が
作
用
し
、
重
い
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
が
出
て
く
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
事

情
に
よ
り
責
任
な
し
（
お
よ
そ
責
任
非
難
は
で
き
な
い
）
と
評
価
さ
れ
、
犯
罪
で
あ
る
こ
と
自
体
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
実
害
対
応
型
の
応
報
刑
論
を
前
提
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
応
報
刑
論
で
あ
る
限
り
は
、
刑
罰
を
限
定
す
る
ブ
レ
ー
キ
は
そ
こ
に
備
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
刑
罰
の
本
質
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
応
報
刑
論
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
ま
さ
に
決
定
的
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
詳
し
く
論

じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

①

〔
注
〕
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第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
刑
事
法
学
に
対
し
多
大
の
影
響
を
与
え
た
団だ
ん

藤ど
う

重し
げ

光み
つ

の
刑
法
の
教
科
書
の
中
に
、
刑
罰
の
定
義
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
刑
罰
と
は
「
犯
罪
の
ゆ
え
に
そ
の
行
為
者
に
加
え
ら
れ
る
国
家
的
非
難
の
形
式
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
難
解
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
言
葉
を
一
つ
取

り
去
る
こ
と
も
、
ま
た
付
け
加
え
る
こ
と
も
許
さ
な
い
、
ま
さ
に
完
璧
な
定
義
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
刑
罰
の
現
象
面
、
す
な
わ
ち
、
目
に
見
え
る
そ
の

外
形
的
側
面
は
、
生
命
・
自
由
・
財
産
と
い
う
法
益
の
剝
奪
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
形
式
」
に
す
ぎ
な
い
。
形
式
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
他
の
も
の

で
ダ
イ
タ
イ
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
刑
罰
の
内
実
な
い
し
そ
の
本
質
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
犯
罪
を
理
由
と
す
る
「
国
家
的
非
難
」
な
の
で
あ

る
。

　
受
け
る
者
に
と
り
同
じ
苦
痛
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
罰
金
を
科
さ
れ
る
こ
と
が
税
金
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
区
別
さ
れ
、
懲
役
刑
を
受
け

る
こ
と
が
感
染
症
患
者
が
入
院
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
と
区
別
さ
れ
る
の
は
、
罰
金
や
懲
役
が
非
難
と
し
て
そ
の
者
に
科
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
税
金
の
賦
課
や
感
染
症
患
者
の
強
制
入
院
に
、
非
難
の
要
素
は
ま
っ
た
く
含
ま
れ
な
い
。

　
現
行
法
の
下
に
お
け
る
刑
罰
が
非
難
と
し
て
加
え
ら
れ
る
苦
痛
で
あ
り
、
非
難
と
し
て
苦
痛
が
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
を
本
質
的
内
容
と
す
る
法
的
制

裁
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
刑
を
科
す
こ
と
は
、
科
さ
れ
る
者
へ
の
非
難
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
伝
達

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
刑
を
科
す
側
は
犯
罪
行
為
を
理
由
と
す

る
非
難
を
行
為
者
に
対
し
告
知
し
、
非
難
を
告
知
さ
れ
た
行
為
者
は
そ
れ
を
受
け
止
め
て
そ
れ
と
理
解
す
る
。
ま
さ
に
そ
こ
に
応
報
刑
と
し
て
の
刑
罰
の

本
質
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
外
形
的
に
加
え
ら
れ
る
生
命
・
自
由
・
財
産
の
剝
奪
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
要
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
非
難
を

体
現
す
る
手
段
な
い
し
方
法
に
す
ぎ
な
い
。
ま
さ
に
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
伝
達
さ
れ
る
「
意
味
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
か
り
に
そ
の
「
意
味
」
を
犯

罪
行
為
者
に
対
し
強
烈
に
伝
達
で
き
る
手
段
が
他
に
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
命
・
自
由
・
財
産
の
剝
奪
は
、
そ
れ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
か
ま
わ
な
い
）。

　
そ
の
よ
う
な
非
難
の
告
知
は
、
犯
罪
が
行
わ
れ
た
後
、
有
罪
判
決
の
言
渡
し
の
時
点
で
は
じ
め
て
行
わ
れ
る
。
有
罪
判
決
を
下
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て

過
去
の
違
法
行
為
を
非
難
さ
れ
た
犯
人
は
、
将
来
は
そ
れ
を
回
避
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
非
難
の
告
知
は
将
来
の
犯
人
の

行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
に
も
役
立
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
非
難
と
い
う
意
味
の
直
接
の
受
取
り
手
（
意
味
の
伝
達
の
宛
先
）
は
犯
人
自
身
で
あ

る
と
し
て
も
、
犯
人
以
外
の
一
般
市
民
も
こ
れ
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
。
非
難
の
告
知
に
よ
る
行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
単
に
行

②

ⓐ

③

④
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為
者
本
人
の
み
な
ら
ず
、
同
様
の
罪
を
犯
す
状
況
に
陥
り
か
ね
な
い
多
く
の
潜
在
的
行
為
者
（
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
皆
）
を
も
対
象
と
し
て
い
る
。
不
特

定
多
数
の
一
般
市
民
が
相
手
な
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
予
防
の
効
率
性
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
り
重
要
だ
と
考
え
る
人
も
多
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
が
応
報
刑
に
期
待
さ
れ
る
一
般
予
防
効
果
、
つ
ま
り
行
為
者
以
外
の
一
般
の
人
々
（
一
般
市
民
）
の
将
来
の
犯
罪
を
防
止
す
る
効
果
で
あ
る
。

こ
の
点
を
重
視
す
る
多
く
の
応
報
刑
論
者
に
と
り
、
応
報
刑
と
は
、
一
般
予
防
を
目
的
と
す
る
一
種
の
目
的
刑
（
な
い
し
予
防
刑
）
で
も
あ
る
。

　
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
非
難
と
し
て
の
刑
罰
の
機
能
は
、
決
し
て
犯
罪
後
の
有
罪
判
決
の
時
点
に
な
っ
て
は
じ
め
て
急
に
作
用
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
で
は

あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
が
、
一
定
の
行
為
を
犯
罪
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
重
さ
の
刑
を
条
文
に
定
め
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
一
般
市
民

に
対
す
る
刑
の
賦
課
の
警
告
と
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
形
で
一
般
予
防
機
能
を
営
む
こ
と
が
期
待
で
き
る
。
刑
事
裁
判
が
行
わ
れ
て
そ

の
犯
人
が
有
罪
と
さ
れ
、
一
定
の
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
は
、
条
文
に
よ
る
刑
の
警
告
が
い
ま
一
度
確
証
さ
れ
、
そ
れ
が
単
な
る
「
こ
け
お
ど
し
」
で

な
か
っ
た
こ
と
が
社
会
一
般
に
向
け
て
示
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、（
公
布
さ
れ
る
）
法
律
の
規
定
を
通
じ
て
の
一
般
予
防
機
能
を
サ
ポ
ー
ト
し
裏

付
け
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
刑
法
に
よ
る
非
難
の
警
告
は
、
ま
さ
に
違
法
行
為
が
行
わ
れ
る
そ
の
時
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
も
当
該
の
そ
の
犯
人
に

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
行

為
を
思
い
止と
ど

ま
ら
せ
る
よ
う
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
当
該
の
行
為
者
の
犯
罪
を
ヨ
ク
シ
し
よ
う
と
す
る
点
に
刑
法
の
一
つ
の
本
質
的

な
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
形
で
の
犯
罪
予
防
の
こ
と
を
個
別
予
防

0

0

0

0

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
少
な
く
と
も
、
具
体
的
な
事
件

が
起
こ
り
、
そ
の
犯
人
の
行
為
に
刑
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
そ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
個
別
予
防
」
こ
そ
が
刑
法
の
本
質
的
な
機
能
と
し
て
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
実
害
対
応
型
の
応
報
刑
論
は
、
実
害
へ
の
反
動
を
い
わ
ば
エ
ン
ジ
ン
（
駆
動
力
）
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
刑
の
本
質
は
責
任
非
難
で

あ
る
か
ら
に
は
、
行
為
者
が
負
い
う
る
責
任
非
難
の
程
度
が
ブ
レ
ー
キ
と
な
り
、
刑
の
重
さ
が
定
ま
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
基
本
的
な
考
え
方
に
立
脚
し
て
現
行
の
刑
罰
制
度
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
刑
罰
制
度
の
基
礎
に
は
、
相
互
に
対
立
す
る
方
向
に
作
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
存
在
し
、
科
せ
ら
れ
る
べ
き
刑
の
重
さ
は
、
そ
れ
ら
の
兼
ね
合
い
に
よ
り
決
ま
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
れ
を
死
刑
に
つ
い
て
見

ⓑ

頁 

数
9
　　18



－10－

れ
ば
、
実
害
の
大
き
さ
と
そ
れ
に
見
合
っ
た
被
害
者
（
遺
族
）
の
処
罰
感
情
が
重
視
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
死
刑
の
存
在
は
不
可
欠
な
も
の

と
意
識
さ
れ
、
死
刑
の
言
渡
し
も
ま
た
増
加
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
犯
人
の
責
任
に
注
目
し
、
犯
罪
現
象
に
対
し
行
為
者
個
人
に
は
（
そ

の
置
か
れ
た
環
境
的
条
件
、
遺
伝
的
負
因
や
性
格
特
性
等
を
含
め
て
）
い
か
ん
と
も
な
し
え
な
い
こ
と
が
多
く
、
生
命
を
も
っ
て
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
、
負
う
べ
き
責
任
は
極
限
的
に
大
き
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
考
え
る
と
き
に
は
、
死
刑
の
言
渡
し
は
限
定
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
死
刑
制
度
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
も
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
、
正
反
対
の
方
向
に
働
く
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
力ち
か
ら関
係
は
、
マ
ク
ロ
の
視
点

0

0

0

0

0

0

で
見
た
と
き
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
刑
罰
制
度
の
運

用
を
規
定
し
続
け
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
お
け
る
被
害
者
（
お
よ
び
そ
の
遺
族
）
へ
の
共
感
と
、
他
方
に
お
け
る
犯
人
の
犯
罪

に
対
す
る
責
任
の
重
さ
の
評
価
と
が
、
死
刑
を
含
む
刑
罰
制
度
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
戦
後
の
流
れ
を
鳥ち
ょ
う
か
ん瞰
す
る
と
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
、
不
幸
な
条
件
の
重
な
り
の
下
で
（
自
分
も
ま
た
犯
し
た
か
も
し
れ
な
い
）
犯
罪
を
犯
す
に
至
っ

た
犯
人
に
対
す
る
、
一
定
程
度
の
理
解
と
同
情
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
犯
罪
に
対
す
る
比
較
的
軽
い
処
分
と
量
刑
全
般
の
寛
刑
化
の
傾
向
の
根
底

に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
平
成
時
代
に
入
り
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
重
罰
化
・
厳
罰
化
の
傾
向
が
強
く
生
じ

た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
の
頃
か
ら
自
己
責
任
の
思
想
が
広
が
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
立
場
に
も
目
を
向
け
る
動
き
が
活
発
化
し
た
こ
と
が
あ
る
と
見

ら
れ
る
。

　
刑
罰
制
度
の
根
底
に
あ
る
、
正
反
対
の
方
向
に
働
く
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
の
力
関
係
は
、
ミ
ク
ロ
の
視
点

0

0

0

0

0

0

で
見
る
と
、
日
々
の
刑
罰
制
度
の
運
用
に
お
い

て
、
被
害
者
と
そ
の
遺
族
の
立
場
に
思
い
を
致
す
か
、
そ
れ
と
も
犯
人
の
立
場
に
思
い
を
致
す
か
と
い
う
、
二
者
択
一
の
対
立
関
係
と
し
て
現
れ
て
い

る
。
刑
事
裁
判
は
、
時
に
、
被
害
者
（
被
害
者
遺
族
）
と
被
告
人
の
間
の
闘
争
の
場
と
な
る
。
被
害
者
側
は
、
よ
り
重
い
刑
を
求
め
、
被
告
人
側
の
免
責

の
主
張
を
理
由
な
し
と
断
じ
る
で
あ
ろ
う
。
被
告
人
側
は
、
被
害
者
の
か
け
が
え
な
い
生
命
と
そ
の
価
値
と
い
う
、
お
よ
そ
反
論
不
可
能
な
命
題
の
前

に
、「
反
省
の
欠
如
」
と
い
う
非
難
を
受
け
つ
つ
、
た
だ
た
だ
自
己
の
立
場
の
苦
し
い
ベ
ン
メ
イ
に
つ
と
め
る
状
況
に
置
か
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る

の
は
、
ア
メ
リ
カ
映
画
『
デ
ッ
ド
マ
ン
・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
』（
テ
ィ
ム
・
ロ
ビ
ン
ス
監
督
、
一
九
九
五
年
）
の
ち
ょ
う
ど
中
ご
ろ
に
出
て
く
る
、
印
象
的
な
一

⑤

⑥
ⓒ
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場
面
で
あ
る
。
死
刑
確
定
者
マ
シ
ュ
ー
・
ポ
ン
ス
レ
ッ
ト
（
シ
ョ
ー
ン
・
ペ
ン
）
の
サ
ポ
ー
ト
を
引
き
受
け
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー
で
あ
る
ヘ
レ

ン
・
プ
レ
ジ
ャ
ン
（
ス
ー
ザ
ン
・
サ
ラ
ン
ド
ン
）
が
、
被
害
者
遺
族
の
家
を
訪
ね
、
そ
の
話
を
聞
こ
う
と
す
る
。
被
害
者
の
両
親
は
、
途
中
で
、
ヘ
レ
ン
が

マ
シ
ュ
ー
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
側
に
立
つ
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
突
然
そ
の
怒
り
を
爆
発
さ
せ
、
ヘ
レ
ン
を
家
か
ら
追
い
出
す
の
で
あ
る
。
愛ま
な
む
す
め娘を

失
っ
た
中
年
夫
婦
は
、
人
は
真
に
被
害
者
の
遺
族
の
心
情
を
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
死
刑
確
定
者
の
側
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
、
犯
人
の
側
に
立
つ
こ

と
と
被
害
者
遺
族
の
側
に
立
つ
こ
と
と
は
相あ
い

容い

れ
な
い
、
と
ヘ
レ
ン
を
な
じ
る
。

　
実
害
対
応
型
の
応
報
刑
論
に
立
脚
す
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
刑
事
裁
判
制
度
は
、
右
の
被
害
者
遺
族
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
第
三
の
立

0

0

0

0

場
か
ら
調
停
す
る
こ
と
の
お
よ
そ
不
可
能
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

二
元
的
な
対
立
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
続
け
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
は
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か

が
い
ま
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
本
書
が
そ
の
全
体
で
訴
え
た
い
と
思
う
主
張
の
中
核
部
分
の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
右
に
見
た
よ
う

な
、
現
在
に
お
い
て
支
配
的
な
、
二
元
的
な
刑
罰
の
理
解
、
す
な
わ
ち
、
実
害
へ
の
反
動
を
エ
ン
ジ
ン
（
駆
動
力
）
と
し
、
行
為
者
へ
の
責
任
非
難
を
ブ

レ
ー
キ
と
す
る
刑
罰
の
理
解
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
被
害
者
（
お
よ
び
そ
の
遺
族
）
の
立
場
に
思
い
を
致
す
か
、
そ
れ
と
も
犯
人
の

立
場
に
思
い
を
致
す
か
と
い
う
（
調
停
不
可
能
な
）
対
立
関
係
に
規
定
さ
れ
た
刑
罰
の
理
解
に
対
し
、
理
論
的
な
反
省
を
加
え
、
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と

を
目
ざ
そ
う
と
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

（
井
田
良
『
死
刑
制
度
と
刑
罰
理
論
―
死
刑
は
な
ぜ
問
題
な
の
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
二
年
）
よ
り
。

一
部
表
記
等
を
変
更
し
、
括
弧
書
き
の
注
等
を
省
略
し
た
。）

〔
注
〕
法
益
　
　
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
の
総
称
。

〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

ⓐ 

か
ら 

ⓒ 

の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
記
せ
（
楷
書
で
正
確
に
書
く
こ
と
）。

⑦
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問
二
　
傍
線
部 

①
「
刑
の
重
さ
は
、
現
に
生
じ
た
実
害
の
重
さ
だ
け
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
具
体
例
や
比
喩
的
表

現
を
用
い
ず
に
、
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

② 

に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
の
「
刑
罰
」
の
定
義
に
つ
い
て
傍
線
部
以
降
の
部
分
で
説
明
し
、「
形
式
」
と
い
う
語
を
七
字
で
わ
か
り
や
す

く
言
い
換
え
て
い
る
。
そ
の
箇
所
を
抜
き
出
せ
。

問
四
　
傍
線
部 
③ 

に
つ
い
て
、「
刑
罰
の
内
実
な
い
し
そ
の
本
質
」
は
「
犯
罪
を
理
由
と
す
る
「
国
家
的
非
難
」」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
内

実
」「
本
質
」
と
い
う
語
を
用
い
ず
に
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 

④ 

に
つ
い
て
、「
犯
人
以
外
の
一
般
市
民
も
こ
れ
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
こ
れ
」
が
指
す
内
容

や
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
六
　
傍
線
部 

⑤
「
マ
ク
ロ
の
視
点

0

0

0

0

0

0

」・
⑥
「
ミ
ク
ロ
の
視
点

0

0

0

0

0

0

」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
視
点
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の

か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
七
　
傍
線
部 

⑦ 

に
つ
い
て
、
筆
者
は
何
を
ど
の
よ
う
な
理
由
で
問
題
視
し
て
い
る
の
か
、
本
文
全
体
の
内
容
を
踏
ま
え
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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第
三
問

次
の
（
Ａ
）・（
Ｂ
）
の
問
題
に
そ
れ
ぞ
れ
解
答
せ
よ
。（
百
点
）

（
Ａ
）
次
の
文
章
は
『
住
吉
物
語
』
の
一
節
で
あ
る
。
姫
君
は
都
の
継ま
ま

母は
は

の
も
と
か
ら
失
踪
し
、
亡
き
母
宮
の
乳め
の
と母
で
あ
っ
た
住
吉
の
尼
君
の
家
に
、

女
房
の
侍じ

従じ
ゅ
うと
と
も
に
身
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
住
吉
の
地
を
、
姫
君
を
恋
い
慕
う
中
将
が
、
仏
の
霊
夢
に
導
か
れ
て
訪
れ
る
場
面
か
ら
本
文
は
始
ま

る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
（
作
問
上
、
一
部
省
略
な
い
し
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
）。

　
さ
ら
ぬ
だ
に
、
旅
の
空
は
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
夕
波
千
鳥
あ
は
れ
に
鳴
き
渡
り
て
、
岸
の
松
風
も
の
さ
び
し
き
空
に
、
箏し
や
うの
琴
の
音ね

ほ
の
か
に
聞
こ

え
け
り
。
そ
の
声
、
盤ば
ん

渉し
き

調で
う

に
調
べ
て
、
け
だ
か
く
澄
み
わ
た
り
け
り
。「
あ
な
ゆ
ゆ
し
の
。
人
の
し
わ
ざ
に
は
よ
も
」
な
ど
と
思
ひ
な
が
ら
、
そ
の
音

に
誘
は
れ
て
、
何
と
な
く
立
ち
寄
り
て
聞
き
た
ま
へ
ば
、
釣つ
り

殿ど
の

の
西に
し
お
も
て面
に
、
若
き
声
二
、
三
人
が
ほ
ど
し
け
り
。
琴
か
き
鳴
ら
し
、「
松
風
、
波
の
音
も

な
つ
か
し
く
、
あ
は
れ
、
都
の
人
に
か
か
る
所
を
見
せ
ば
や
」
な
ど
と
語
ら
ひ
つ
つ
、「
秋
の
夕
べ
は
あ
は
れ
な
る
に
」
な
ど
言
ひ
て
、
何
と
な
き
古
歌

を
な
が
め
け
る
を
、
侍
従
に
聞
き
な
し
て
、
あ
な
あ
さ
ま
し
と
、
胸
う
ち
騒
ぎ
、
心
を
と
ど
め
聞
き
た
ま
へ
ば
、
い
ま
少
し
忍
び
た
る
声
し
て
、

　
　
尋
ぬ
べ
き
人
も
な
ぎ
さ
の
住す
み

の
江え

に
た
れ
ま
つ
風
の
絶
え
ず
吹
く
ら
む

と
な
が
め
た
ま
ふ
を
、
聞
き
た
ま
へ
ば
、
姫
君
の
御
声
と
聞
き
な
し
て
、「
あ
な
ゆ
ゆ
し
。
仏
の
御
し
る
し
は
あ
ら
た
な
る
御
こ
と
に
て
」
と
う
れ
し
く

て
、
簀す
の
こ子
に
立
ち
寄
り
て
た
た
き
た
ま
へ
ば
、
侍
従
、「
あ
や
し
。
た
れ
な
る
ら
む
」
と
の
ぞ
け
ば
、
寄
り
か
か
り
た
る
姿
の
、
夜よ

目め

に
も
し
る
く
て
、

「
あ
さ
ま
し
や
。
少
将
殿
の
お
は
し
た
る
ぞ
や
。
い
か
が
」
と
申
せ
ば
、
姫
君
、「
あ
は
れ
に
も
お
は
し
た
る
に
こ
そ
。
さ
り
な
が
ら
、
人
聞
き
あ
し
か
り

な
む
。
我
は
な
し
と
申
し
聞
こ
え
よ
」
と
あ
れ
ば
、
侍
従
出い

で
会
ひ
て
、「
こ
は
い
か
に
、
あ
や
し
の
所
ま
で
お
ぼ
し
立
た
せ
た
ま
へ
る
ぞ
や
。
そ
の
の

ち
、
姫
君
を
失
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
慰
み
が
た
さ
に
、
か
く
ま
よ
ひ
は
べ
る
な
り
。
見
ま
ゐ
ら
せ
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
い
よ
い
よ
昔
恋
し
く
こ
そ
」
と
て
泣
き
は

（
注
一
）

（
注
二
）

㋐
①

（
注
三
）

㋑

（
注
四
）

㋒

②

頁 

数
13
　　18



－14－

べ
る
。

　「
恨
め
し
く
も
の
た
ま
ふ
も
の
か
な
。
御
声
ま
で
う
け
た
ま
は
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
。
お
ぼ
ろ
け
に
て
や
、
尋
ね
来
た
り
つ
る
。
か
く
参
り
た
る
を
ば
、
あ

や
し
き
武も
の
の
ふ士
な
り
と
も
、
あ
は
れ
と
思
は
ぬ
人
や
さ
ぶ
ら
は
む
。
よ
し
よ
し
、
さ
ら
ば
帰
り
な
む
」
と
て
、
直な
ほ
し衣
の
袖
を
顔
に
押
し
あ
て
て
、「
憂
き
も

つ
ら
き
も
、
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
に
こ
そ
」
と
て
嘆
き
た
ま
へ
ば
、
侍
従
こ
と
わ
り
と
思
ひ
て
、「
さ
る
に
て
も
、
足
や
す
め
さ
せ
た
ま
へ
。
都
の
こ
と
の

恋
し
く
は
べ
る
に
」
と
て
、
尼
君
に
、
こ
の
よ
し
を
言
ひ
あ
は
す
れ
ば
、「
あ
り
が
た
き
御
こ
と
に
こ
そ
。
た
れ
た
れ
も
、
あ
は
れ
を
知
り
た
ま
へ
か
し
。

ま
づ
こ
れ
へ
、
入
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
申
せ
」
と
て
、
侍
従
、「
馴な

れ
馴
れ
し
く
な
め
げ
な
れ
ど
も
、
そ
の
昔
の
ゆ
か
り
な
れ
ば
、
さ
の
み
こ
そ
。
疾と

く
立
ち
入
ら
せ
た
ま
へ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
少
将
入
り
た
ま
ひ
ぬ
。

　
大
和
絵
描
き
た
る
屛び
や
う風ぶ

、
ひ
と
よ
ろ
ひ
取
り
出
だ
し
、
母も

屋や

の
御み

簾す

に
几き

帳ち
や
う、　 

帷か
た
び
ら子
か
け
、
い
と
あ
り
つ
か
は
し
か
り
け
り
。
中
将
殿
は
足
に
土
つ

き
、
血
あ
え
、
顔
さ
き
赤
く
、
苦
し
げ
な
り
。
尼
君
急
ぎ
出
で
て
、「
姫
君
も
こ
れ
に
お
は
し
ま
せ
ど
も
、
侍
従
あ
は
れ
と
見
ま
ゐ
ら
せ
さ
ぶ
ら
ひ
な
が

ら
、
若
き
者
に
て
、
う
ち
放
ち
に
申
し
た
る
に
こ
そ
。
こ
の
尼
は
、
憂
き
も
つ
ら
き
も
習
ひ
て
さ
ぶ
ら
へ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
あ
は
れ
に
こ
そ
。
い
か
で

お
ろ
か
に
は
」
と
て
、
姫
君
に
、「
御
心
や
す
き
御
こ
と
か
な
。
殿て

ん

下が

、
一
の
人
の
御
子
な
れ
ば
、
帝
の
姫
君
な
り
と
も
、
お
ぼ
し
め
し
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ

き
か
。
い
か
に
情
け
な
く
、
は
る
か
な
る
山
路
を
尋
ね
つ
つ
お
は
し
ま
し
た
ま
ふ
ら
む
御
心
ざ
し
を
ば
、
い
か
で
か
思
ひ
知
ら
せ
た
ま
は
ざ
ら
む
」
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
口
説
け
ば
、「
わ
が
身
も
お
ろ
か
な
ら
ず
。
心
あ
は
せ
た
り
け
り
と
、
都
ま
で
聞
こ
え
む
も
、
つ
つ
ま
し
け
れ
ば
」、「
そ
れ
も
御
こ
と

わ
り
な
が
ら
、
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ
武
士
な
り
と
も
、
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
に
は
、
く
つ
ろ
が
ざ
ら
む
や
。
た
と
へ
、
御
心
を
あ
は
せ
た
る
こ
と
な
り
と
て

も
、
い
か
が
せ
む
。
高
き
も
卑
し
き
も
、
さ
の
み
こ
そ
さ
ぶ
ら
へ
。
ま
し
て
、
う
け
た
ま
は
り
さ
ぶ
ら
ふ
や
う
な
ら
ば
、
た
れ
か
は
、
と
か
く
も
思
ひ
は

べ
る
べ
き
。
か
く
申
さ
む
に
、
揺
る
が
せ
た
ま
は
ず
は
、
こ
の
老
い
尼
は
、
世
に
も
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ
」
な
ど
申
し
こ
し
ら
へ
つ
つ
、
侍
従
に
、「
た
だ
姫

君
の
お
は
し
所
へ
、
入
れ
ま
ゐ
ら
せ
さ
ぶ
ら
へ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
侍
従
、
こ
の
よ
し
中
将
殿
へ
申
し
け
れ
ば
、「
と
も
か
く
も
」
と
て
、
喜
び
た
ま
ひ

（
注
五
）

㋓

㋔

（
注
六
）

（
注
七
）

（
注
八
）

（
注
九
）

（
注
十
）

（
注
十
一
）

③

（
注
十
二
）

④

⑤

（
注
十
三
）

⑥

（
注
十
四
）

頁 

数
14
　　18
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け
り
。

（『
住
吉
物
語
』
よ
り
）

〔
注
〕
（
一
）
盤ば
ん

渉し
き

調で
う

　
　
雅
楽
の
調
子
の
一
つ
。

（
二
）
釣つ
り

殿ど
の

　
　
池
に
臨
ん
で
造
ら
れ
た
建
物
。

（
三
）
簀す
の
こ子

　
　
建
物
の
四
周
な
ど
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
外
縁
。
今
日
の
縁
側
に
相
当
す
る
。

（
四
）
少
将
殿
　
　
中
将
の
こ
と
を
指
す
。
侍
従
は
、
都
を
離
れ
て
い
る
間
に
少
将
が
中
将
に
昇
進
し
た
こ
と
を
知
ら
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
に

呼
ん
で
い
る
。

（
五
）
直な
ほ
し衣

　
　
貴
族
の
平
常
服
。

（
六
）
少
将
　
　
中
将
の
こ
と
を
指
す
。
こ
こ
は
応
対
し
た
侍
従
の
立
場
（
注
四
参
照
）
に
沿
っ
て
、
地
の
文
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
称
し

て
い
る
。

（
七
）
母も

屋や

　
　
建
物
の
中
央
部
分
の
部
屋
。

（
八
）
帷か
た
び
ら子

　
　
几
帳
に
垂
ら
す
絹
布
。

（
九
）
あ
り
つ
か
は
し
か
り
け
り
　
　
似
つ
か
わ
し
く
し
つ
ら
え
て
あ
っ
た
。

（
十
）
足
に
土
つ
き
、
血
あ
え
、
顔
さ
き
赤
く
、
苦
し
げ
な
り
　
　
慣
れ
な
い
徒
歩
の
旅
に
よ
っ
て
中
将
が
疲
労
し
て
い
る
様
子
。

（
十
一
）
う
ち
放
ち
に
　
　
そ
っ
け
な
い
様
子
で
。

（
十
二
）
殿て
ん

下が

、
一
の
人
　
　
「
殿
下
」「
一
の
人
」
と
も
摂
政
・
関
白
に
対
す
る
敬
称
。
こ
こ
で
は
二
つ
を
並
べ
て
強
調
し
て
い
る
。

（
十
三
）
く
つ
ろ
が
ざ
ら
む
や
　
　
「
く
つ
ろ
ぐ
」
は
、
こ
こ
で
は
寛
容
な
態
度
を
と
る
こ
と
を
い
う
。

（
十
四
）
う
け
た
ま
は
り
さ
ぶ
ら
ふ
や
う
　
　
姫
君
が
継
母
か
ら
冷
た
い
仕
打
ち
を
受
け
、
中
将
と
の
仲
も
引
き
裂
か
れ
た
と
い
う
こ
と
。

頁 

数
15
　　18
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〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

㋐ 

か
ら 

㋔ 

を
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
二
　
二
重
傍
線
部
「
聞
き
な
し
」（
二
箇
所
）
に
つ
い
て
、「
聞
き
な
す
」
と
は
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
い
う
か
、
端
的
に
説
明
せ
よ
。

問
三
　
傍
線
部 

① 

の
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
箇
所
の
掛
詞
に
つ
い
て
説
明
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部 
② 

に
つ
い
て
、
侍
従
が
中
将
に
対
し
、
姫
君
の
そ
の
後
を
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 
③
「
い
か
で
お
ろ
か
に
は
」
の
後
に
略
さ
れ
て
い
る
語
句
を
補
え
（
敬
語
は
用
い
な
く
て
よ
い
）。

問
六
　
傍
線
部 

④ 

に
つ
い
て
、
誰
の
「
御
心
ざ
し
」
か
を
明
示
し
つ
つ
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
七
　
傍
線
部 

⑤ 

に
つ
い
て
、
姫
君
が
中
将
に
対
面
す
る
の
を
た
め
ら
う
理
由
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
八
　
傍
線
部 

⑥ 

に
つ
い
て
、
尼
君
が
姫
君
を
翻
意
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
発
言
の
趣
旨
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

頁 

数
16
　　18
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（
Ｂ
）
次
の
文
章
は
『
荀
子
』
の
一
節
で
、
治
者
と
し
て
君
子
が
行
う
政
治
の
要
件
を
論
じ
て
い
る
。
よ
く
読
ん
で
、
後
の
設
問
に
答
え
よ
。
な
お
、

設
問
の
都
合
で
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

馬
駭お
ど
ろ
ケ
バ

　 
輿く
る
ま
ニ　
則チ

君
子ハ

不 

安ン
ゼ

 

輿ニ

、
庶
人
駭ケ
バ

 

政ニ

則チ

君
子ハ

不 

安ン
ゼ

 

位ニ

。
馬
駭ケ
バ

 

輿ニ

則チ

莫 

若 

静ム
ル
ニ

  

之ヲ

、
庶
人
駭ケ
バ

 

政ニ

則チ

莫 

若 

恵ス
ル
ニ

  

之ニ

。
選ビ 

賢
良ヲ 

、
挙ゲ 

篤 

敬ヲ 

、
興シ 

孝
悌て
い
ヲ

 
、
収メ 

孤こ

寡く
わ
ヲ

 

、
補フ 

貧
窮ヲ 

、
如ク
ナ
レ
バ

　 

是ノ

則チ

庶
人ハ

安ン
ズ

 

政ニ

矣
。
庶
人
安ン
ジ
テ

  

政ニ

然ル

后の
ち
ニ

 

君
子モ

安ン
ズ

 

位ニ

。
伝ニ

曰ハ
ク

 

、
君ナ
ル

 

者ハ

舟
也
、
庶
人ナ
ル

 

者ハ

水
也
、
水ハ

則チ

載セ 

舟ヲ

、
水ハ

則チ

覆ス
ト

 
舟ヲ

。
此ヲ

之レ

謂フ

也
。
故ニ

君タ
ル

 

人ニ

者ハ

、
欲ス
レ
バ

  

安ヲ

則チ

莫 

若 

平ラ
カ
ニ
シ

　 

政ヲ

愛ス
ル
ニ

 

民ヲ

矣
、
欲ス
レ
バ

  

栄ヲ

則チ

莫 

若 

隆た
ふ
と
ビ

  

礼ヲ

敬フ
ニ
士ヲ

矣
、
欲ス
レ
バ

  

立テ
ン
ト

  

功
名ヲ 

則チ

莫 

若 

尚た
ふ
と
ビ

  

賢ヲ

使フ
ニ
能ヲ

矣
。
是レ

君タ
ル

 
人ニ

者
之
大
節
也
。

（『
荀
子
』
よ
り
）

①（
注
一
）

レ

レ

レ

（
注
二
）レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

②
レ

レ （
注
三
）レ

二

一

（
注
四
）二

一

二

一

二

一

二

一

レ

③

レ

レ

レ

（
注
五
）

レ

④

レ

レ

レ

レ

二

レ

レ

レ

二 （
注
六
）レ

（
注
七
）

レ

二

一

レ

二 （
注
八
）レ

（
注
九
）

⑤

レ

〔
注
〕
（
一
）
馬
駭お
ど
ろ（
ク
）

　 

輿く
る
ま
ニ　

　
　
馬
が
そ
の
引
く
車
に
し
っ
く
り
せ
ず
驚
き
騒
ぐ
。

（
二
）
駭（
ク
）

 

政ニ

　
　
政
治
に
不
安
を
感
じ
て
騒
ぐ
。

（
三
）
恵（
ス
）

 

　
　
恩
恵
を
与
え
る
。

（
四
）
挙ゲ 

篤
敬ヲ 

、
興シ 

孝
悌て
い
ヲ

 

、
収（
ム
）

 

孤こ

寡く
わ
ヲ

 

　
　
誠
実
で
謙
虚
な
人
を
挙
用
し
、
親
や
年
長
者
に
よ
く
仕
え
る
道
徳
に
優
れ
た
者
を
引
き
立
て
、

孤
児
や
夫
に
死
別
し
た
婦
人
を
引
き
取
る
。

（
五
）
伝
　
　
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
た
言
葉
。

（
六
）
隆た
ふ
と（
ブ
）

　 

礼ヲ

　
　
礼
と
い
う
規
範
を
尊
重
す
る
。

（
七
）
士
　
　
見
識
を
備
え
る
優
れ
た
人
。

（
八
）
尚た
ふ
と（
ブ
）

　 

賢ヲ

　
　
賢
者
を
尊
敬
す
る
。

（
九
）
能
　
　
有
能
な
人
。

レ

レ二

一

二

一

二

一

レレ

頁 

数
17
　　18
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〈
設
　
問
〉

問
一
　
傍
線
部 

① 

に
つ
い
て
、
こ
こ
の
「
馬
」
は
何
の
喩た
と

え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
喩
え
ら
れ
た
も
の
を
表
す
語
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

問
二
　
傍
線
部 

②
「
莫 

若
」
を
、
書
き
下
し
文
に
せ
よ
。
但
し
、
読
み
方
が
わ
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て
平
仮
名
で
記
す
こ
と
。

問
三
　
傍
線
部 

③
「
庶
人ハ

安ン
ズ

 

政ニ

」
を
、
わ
か
り
や
す
く
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
四
　
傍
線
部 
④
「
水ハ

則チ

覆ス 

舟ヲ

」
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
喩
え
て
い
る
の
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
五
　
傍
線
部 
⑤ 
に
つ
い
て
、「
君タ
ル

 

人ニ

者
」
の
大
事
な
要
件
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
か
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

レ

レレ

レ

頁 

数
18
　　18


