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Ａ
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２
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）

国

語

①　

試
験
監
督
者
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
を
開
か
な
い
こ
と
。

②　

問
題
冊
子
に
落
丁
、
乱
丁
が
あ
っ
た
場
合
は
、
試
験
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

③　

試
験
監
督
者
が
試
験
開
始
の
指
示
を
し
た
ら
、
た
だ
ち
に
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、

　
　

受
験
番
号
を
記
入
し
、
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。

④　

解
答
は
全
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。

⑤　

マ
ー
ク
式
解
答
欄
お
よ
び
裏
面
の
記
述
式
解
答
欄
の
指
定
さ
れ
た
箇
所
以
外
は
使
用

し
な
い
こ
と
。

⑥　

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

注

意

人2023A2/1国語
（令和５年度）
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注
意　

解
答
は
す
べ
て
各
問
の
下
端
の 

 

内
に
指
示
さ
れ
た
解
答
欄
に
マ
ー
ク
ま
た
は
記
入
す
る 

こ
と
。
な
お
、解
答
欄
の
う
ち
、こ
の
試
験
で
使
う
の
は
、マ
ー
ク
式
解
答
欄
の 

１ 

～ 

14
、 

記
述
式
解
答
欄
の 

Ａ 

～ 

Ｊ 

の
み
で
あ
る
。

問
題
一　

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

　

話
の
順
序
と
し
て
、
最
初
に
地
政
学
と
は
常
識
的
に
は
ど
の
よ
う
な
学
問
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
か
を
、『
広
辞
苑
』（
二
〇
一
八
年
発
売
、
第
七
版
、
岩
波
書
店
）
か
ら
引
用
し
ま
す
。

　
「
地
政
学（Geopolitik 

ド
イ
ツ
）政
治
現
象
と
地
理
的
条
件
と
の
関
係
を
研
究
す
る
学
問
。ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
チ
ェ
レ
ン
（
一
八
六
四
―
一
九
二
二
）
が
首１

唱
。
主
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
第
一
次
世
界
大
戦
後

の
政
治
的
関
心
と
結
び
つ
き
、
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
一
八
六
九
―
一
九
四
六
）
に
よ
っ
て
発
展
、
民

族
の
生
存
圏
の
主
張
が
ナ
チ
ス
に
利
用
さ
れ
た
。
地
政
治
学
」

　

い
く
つ
か
の
点
を
補
足
し
ま
す
。

　

地
政
学
と
い
う
名
称
を
考
案
し
た
の
は
ル
ド
ル
フ
・
チ
ェ
レ
ン
で
す
が
、
そ
の
学
説
は
ド
イ
ツ
人
の

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
（
一
八
四
四
―
一
九
〇
四
）
の
理
論
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で

し
た
。
チ
ェ
レ
ン
が
継
承
し
た
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
理
論
の
タ２

イ
ヨ
ウ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
「
国
家
は
単
な
る
国
民
の
集
合
で
は
な
い
。
国
力
は
そ
の
面
積
に
依
存
し
、
国
境
は
内
部
同
一
性
の

境
界
線
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
家
の
成
長
に
し
た
が
っ
て
国
境
も
流
動
的
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
」

　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル
は
国
土
（
国
境
線
）
は
民
族
（
そ
の
言
語
や
文
化
）
の
増
大
に
よ
っ
て
、
流
動
化
し
て

当
然
だ
と
考
え
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
理
論
を
、
チ
ェ
レ
ン
は
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
形
で
、『
生
活
形
態
と
し

て
の
国
家
』
と
い
う
論
文
（
一
九
一
六
）
を
発
表
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
国
家
を
、
高
度
な
生
命

組
織
体
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
す
。
そ
れ
は
経
済
的
な

ａ

の
問
題
を
提
起
し
た
こ
と
で
も
あ

り
ま
し
た
。「
国
家
は
高
度
な
生
命
組
織
体
で
あ
る
以
上
、
国
民
の
基
本
的
な
要
求
は
、
そ
の
領
内
の

固
有
の
資
源
で
満
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
チ
ェ
レ
ン
は
、
国
家

を
生
命
組
織
体
と
し
て
考
え
る
理
論
を
「
地
政
学
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

　

ｂ

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
、

ｃ

に
よ
っ
て
地
政
学
と
し
て
骨
格
を
形
成
し
た
学
説
を
、
さ

ら
に
大
系
化
し
た
の
が
、
ｄ

と
い
う
ド
イ
ツ
人
で
す
。
彼
の
学
説
は
概
略
、次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
「
国
家
は
、
そ
の
国
力
に
応
じ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
た
め
の
領
域
、
す
な
わ
ち
『
生
存
圏
』
を
獲

得
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
権
利
で
あ
る
。

ｅ

『
生
存
圏
』
と
は
別
に
、『
経

済
的
に
支
配
す
る
地
域
』
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
」

　

こ
の
よ
う
な
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
理
論
を
知
っ
た
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
（
一
八
八
九
―
一
九
四

五
）
は
、
そ
の
理
論
を
み
ず
か
ら
の
政
策
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
で
敗
れ
た
ド
イ
ツ

は
、
米
英
仏
を
中
心
と
す
る
連
合
国
側
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

生
存
圏
を
有
し
な
い
ド
イ
ツ
は
、
生
存
す
る
た
め
に
軍
事
的
な
拡
張
政
策
を
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
。

　
『
広
辞
苑
』の
文
章
は
、以
上
の
よ
う
な
内
容
を
カ３

ン
ケ
ツ
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー

に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
彼
は
第
一
次
世
界
大
戦
前
は
、
陸
軍
の
現
役
の
軍
人
で
し
た
。
一
九
〇
八
年

か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
、
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
館
付
武
官
と
し
て
日
本
に
駐
在
し
て
い
ま
す
。
彼
は
日
本

に
深
い
関
心
を
示
し
、
そ
の
文
化
や
歴
史
も
学
び
ま
し
た
。
日
本
陸
軍
と
も
親
交
を
深
め
、
彼
の
地
政
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学
的
な
理
論
は
、
陸
軍
の
戦
略
に
多
く
の
影
響
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
ハ
ウ
ス
ホ
ー

フ
ァ
ー
は
第
一
次
大
戦
後
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
教
授
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
教
え
子
の
ひ
と

り
が
、
後
に
ヒ
ト
ラ
ー
の
側
近
と
な
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ヘ
ス
（
一
八
九
四
―
一
九
八
七
）
で
す
。
彼
と

の
縁
で
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
、ヒ
ト
ラ
ー
と
も
交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
が
彼
の
「
生
存
圏
」

の
理
論
を
、

ｆ

的
に
曲
解
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
生
存
圏
と
い
う
理
論
が
、
ナ
チ
ズ
ム
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
理
屈
で
あ
る
こ
と
は
容
易

に
推
測
で
き
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
生
存
圏
は
正
義
で
あ
っ
て
も
、
侵
略
さ
れ
る
側
の
他
の
民
族

や
国
家
に
と
っ
て
は
厄４

災
そ
の
も
の
と
な
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
『
広
辞
苑
』
の
地
政
学
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
必
ず
し
も
満
点
と
は
言
い
難
い
点
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　
『
広
辞
苑
』
が
取
り
上
げ
て
い
な
い
ふ
た
り
の
地
政
学
者
が
い
ま
す
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
セ
イ
ヤ
ー
・

マ
ハ
ン
（
一
八
四
〇
―
一
九
一
四
）
と
サ
ー
・
ハ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
（
一
八
六

一
―
一
九
四
七
）
で
す
。
こ
の
ふ
た
り
は
自
分
た
ち
の
学
説
を
「
地
政
学
」
と
は
呼
ん
で
い
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
言
葉
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
を
重
要
な
役
割
と
す
る
『
広
辞
苑
』
で
は
、マ
ハ
ン
と
マ
ッ

キ
ン
ダ
ー
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
現
代
の
地
政
学
に
つ
い
て
の
学
界
の
評
価
で
は
、
チ
ェ
レ
ン
か
ら
ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー
に
つ

な
が
る
地
政
学
で
は
な
く
、
マア

ハ
ン
と
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
の
理
論
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

マ
ハ
ン
は
ア
メ
リ
カ
海
軍
大
学
校
教
授
の
立
場
で
、『
海
上
権
力
史
論
』
を
書
き
ま
し
た
（
一
八
九
〇
）。

そ
の
著
述
が「
海
の
地
政
学
」と
し
て
世
界
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
は
連
合
王
国（
Ｕ

Ｋ
。
イ
ギ
リ
ス
）の
人
で
す
。
地
理
学
者
で
も
あ
り
政
治
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
地
球
上
の
大
陸
と
、

そ
れ
を
取
り
巻
く
海
と
の
関
係
か
ら
、「
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
」
と
い
う
概
念
を
想
定
し
ま
し
た
。「
陸
の
地

政
学
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
彼
の
豊
か
な
構
想
は
、
一
九
一
九
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
想

と
現
実
』
の
中
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
今
日
で
は
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
は
「
現
代
地
政
学

の
祖
」
と
呼
ば
れ
、地
政
学
の
基
礎
的
な
理
論
付
け
は
、彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

付
言
す
れ
ば
、

ｂ

に
始
ま
り

ｄ

に
至
る
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
地
政
学
は
、
ド
イ
ツ

の
軍
事
的
興
亡
と
表
裏
一
体
で
も
あ
り
ま
し
た
。
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ス
マ
ル
ク
（
一
八
一
五
―

九
八
）
の
豪
腕
が
生
み
出
し
た
と
も
い
え
る
ド
イ
ツ
帝
国
（
一
八
七
一
―
一
九
一
八
）
か
ら
、
第
一
次

世
界
大
戦
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
戦
争
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
が
演
じ
て
し
ま
っ
た
侵
略
国
家

の
役
割
を
外
交
的
に
も
戦
略
論
的
に
も
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
の
が
、
地
政
学
の
論
理
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。「
国
家
は
有
機
体
で
あ
る
」
と
い
う
理
論
や
「
生
存
圏
」
と
い
う
発
想
が
、そ
の
こ
と
を
物
語
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

留
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
マ
ハ
ン
の
『
海
上
権
力
史
論
』
も
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
の
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

理
想
と
現
実
』
も
、
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
地
政
学
者
た
ち
の
活
躍
と
ほ
ぼ
同
一
の
時
期
に
執
筆
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
。

　

マ
ハ
ン
と
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
を
論
理
化
し
て
い
く
過
程
で
、
ド
イ
ツ
と
い
う
遅

れ
気
味
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
登
場
し
て
き
た
新
興
国
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
に
は
露
骨
に
言
及
せ
ず
、
地
球
と
い
う
球
形
の
中
で
生
き
る
人
間
の
歴
史
と
可
能
性
に
つ
い

て
模
索
す
る
、そ
の
よ
う
な
思
想
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
ふ
た
り
の
著
書
を
「
海
の
地
政
学
」

「
陸
の
地
政
学
」
と
し
て
世
界
が
認
め
た
大
き
な
理
由
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
（
中
略
）
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ド
イ
ツ
語
で
地
政
学
はGeopolitik

と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
英
語
で
はgeopolitics

で
す
。
地
理
学

geography

と
政
治
学politics

を
、
足
し
合
わ
せ
た
造
語
で
す
。

　

地
理
学
に
は
自
然
地
理
学
と
人
文
地
理
学
が
あ
り
ま
す
。
人
文
地
理
学
は
、
人
口
や
都
市
に
始
ま
り

政
治
や
文
化
に
至
る
ま
で
、
人
間
の
自
然
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
で
生
み
出
し
た
も
の
を
研
究
対
象
と

し
ま
す
。

　

地
政
学
と
は
人
文
地
理
学
の
一
部
分
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
考
え
る
の
は
フ５

キ
ン
シ
ン
で
し
ょ
う
か
。

学
問
的
な
定
義
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
い
て
、
地
政
学
っ
て
何
で
す
か
？ 

な
ぜ
必
要
な
の
で
す
か
？

と
聞
か
れ
た
ら
、
僕
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
。

　
「
あ
る
国
や
国
民
は
、
地
理
的
な
こ
と
や
隣
国
関
係
を
も
含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
環
境
に
住
ん
で
い

る
の
か
。
そ
の
場
所
で
平
和
に
生
き
る
た
め
に
、
な
す
べ
き
こ
と
は
何
か
。
ど
ん
な
知
恵
が
必
要
か
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
学
問
で
す
」

　

し
か
し
、
も
っ
と
簡
単
な
回
答
が
あ
り
ま
す
。

　
「
国
は
引
っ
越
し
で
き
な
い
」

　

平
た
く
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
が
地
政
学
が
存
在
す
る
前
提
な
の
で
す
ね
。

　
「
ホ
モ
・
モ
ビ
リ
タ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
京
都
大
学
の
名
誉
教
授
で
、
自
然
人
類
学
者

の
片
山
一
道
先
生
が
提
唱
し
た
言
葉
で
す
。「
移
動
す
る
ヒ
ト
」
の
意
味
で
す
。
人
類
は
東
ア
フ
リ
カ

で
誕
生
し
て
以
来
、
食
糧
を
求
め
て
世
界
中
へ
移
動
し
て
行
き
ま
し
た
。
よ
り
お
い
し
い
ビ
フ
テ
キ
を

求
め
、
よ
り
快
適
な
場
所
を
求
め
て
、
つ
い
に
地
球
上
の
全
大
陸
に
移
動
し
て
い
っ
た
動
物
が
人
類
で

す
。
地
球
上
の
動
物
で
、
こ
れ
ほ
ど
広
く
分
布
し
た
の
は
人
類
だ
け
で
す
。

　

移イ

動
す
る
こ
と
、
引
っ
越
し
す
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
た
ら
、
地
政
学
は
存
在
理
由
が
あ
り
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
地
政
学
的
な
知
恵
が
必
要
に
な
っ
て
き
た
の
は
人
間
が
定
住
し
始
め
て
か
ら
だ
、
と
推
察
で
き

ま
す
。
で
は
、
い
つ
か
ら
人
類
は
定
住
し
よ
う
と
考
え
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
一
万
二
〇
〇

〇
年
前
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
、
人
類
に
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
現
象
が

起
こ
り
ま
し
た
。
人
類
の
頭
脳
が
少
し
ず
つ
進
化
し
た
結
果
な
の
か
、
突
然
変
異
な
の
か
、
理
由
は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
類
は
食
糧
を
追
い
か
け
る
生
活
を
止
め
た
の
で
す
。
狩
猟
採
集
生
活
か
ら

農
耕
牧
畜
社
会
へ
の
転
換
が
起
こ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
は
良
い
場
所
だ
な
と
思
っ
た
地
点
に
定
住
す
る
よ
う
に
な
る
。
だ
ん
だ
ん
人
口
も
増
え
て
く
る
。

そ
の
う
ち
川
向
う
に
乱
暴
な
連
中
が
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
り
始
め
る
。
二
年
、

三
年
と
天
候
不
順
が
続
い
た
り
す
る
。
す
る
と
移
動
し
な
く
な
っ
た
人
類
は
、
隣
人
対
策
や
災
害
対
策

に
知
恵
を
絞
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
地
政
学
的
な
問
題
を
人
類
が
抱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

（
出
口
治
明
『
教
養
と
し
て
の
「
地
政
学
」
入
門
』）
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問
１　

傍
線
部
１
、
４
の
漢
字
の
よ
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
傍
線
部
２
、
３
、
５
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
、

そ
れ
ぞ
れ
記
述
式
解
答
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

　

１　

Ａ
　
　
　

２　

Ｂ
　
　
　

３　

Ｃ
　
　
　

４　

Ｄ
　
　
　

５　

Ｅ

問
２　

空
欄

ａ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。 

１
　

　

①　

依
存
性

　

②　

同
一
性

　

③　

持
続
性

　

④　

自
足
性

問
３　

空
欄

ｂ

、

ｃ

、

ｄ

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

２
　

　

①　

ｂ　

チ
ェ
レ
ン　
　
　
　
ｃ　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル　
　
　
　
　
　

ｄ　

ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー

　

②　

ｂ　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル　
　
　
ｃ　

チ
ェ
レ
ン　
　
　
　
　
　
　

ｄ　

ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー

　

③　

ｂ　

チ
ェ
レ
ン　
　
　
　
ｃ　

ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー　
　
　

ｄ　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル

　

④　

ｂ　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル　
　
　
ｃ　

ハ
ウ
ス
ホ
ー
フ
ァ
ー　
　
　

ｄ　

チ
ェ
レ
ン

問
４　

空
欄

ｅ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。 

３
　

　

①　

さ
ら
に
言
え
ば

　

②　

言
い
換
え
れ
ば

　

③　

言
っ
て
し
ま
え
ば

　

④　

し
い
て
言
え
ば

問
５　

空
欄

ｆ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。 

４
　

　

①　

手
前
味
噌

　

②　

我
田
引
水

　

③　

臨
機
応
変

　

④　

因
果
応
報　

問
６　

傍
線
部
ア
「
マ
ハ
ン
と
マ
ッ
キ
ン
ダ
ー
の
理
論
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
」
の
理
由
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

５
　

　

①　

ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
「
海
の
地
政
学
」「
陸
の
地
政
学
」
を
発
刊
し
た
か
ら
。

　

②　

ふ
た
り
と
も
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
地
政
学
者
と
同
じ
時
期
に
論
文
を
執
筆
し
て
い
た
か
ら
。

　

③　

ふ
た
り
は
地
球
の
中
で
生
き
る
人
間
の
歴
史
と
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
か
ら
。

　

④　

ふ
た
り
は
理
念
の
論
理
化
の
過
程
で
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
意
識
的
に
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。
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問
７　

傍
線
部
イ
「
移
動
す
る
こ
と
、
引
っ
越
す
こ
と
を
前
提
に
考
え
た
ら
、
地
政
学
は
存
在
理
由
が

あ
り
ま
せ
ん
」
と
著
者
が
い
う
理
由
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
①

～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

６
　

　

①　

人
類
が
地
政
学
的
な
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
軍
事
的
な
拡
張
政
策
を
進
め
た
か

ら
で
あ
る
。

　

②　

国
は
引
っ
越
し
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

③　

人
類
が
狩
猟
採
集
生
活
を
営
ん
で
い
る
な
ら
、
地
政
学
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

④　

人
類
が
定
住
す
る
よ
う
に
な
る
と
隣
人
対
策
や
災
害
対
策
に
知
恵
を
使
う
よ
う
に
な
る
。

問
８　

本
文
の
内
容
に
最
も
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

 

７
　

　

①　

地
理
学
と
政
治
学
を
足
し
合
わ
せ
て
「
地
政
学
」
と
い
う
学
問
が
作
ら
れ
た
。

　

②　

ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
地
政
学
的
な
問
題
の
遠
因
と
な
っ
た
。

　

③　

ラ
ッ
ツ
ェ
ル
は
自
ら
の
生
存
圏
の
理
論
を
「
地
政
学
」
と
名
付
け
た
。

　

④　

地
政
学
は
人
類
が
狩
猟
採
集
生
活
か
ら
農
耕
牧
畜
社
会
へ
と
転
換
し
た
際
に
提
唱
さ
れ
た
。
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問
題
二　

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

　

思
考
表
現
ス
タ
イ
ル
が
ケ１

ン
チ
ョ
に
現
れ
る
の
は
、
学
校
で
教
え
ら
れ
て
い
る
小
論
文
に
お
い
て
で

あ
る
。
小
論
文
は
、
学
術
論
文
と
は
違
い
、
主
に
中
等
教
育
で
論
述
試
験
や
思
考
の
演
習
方
法
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
小
論
文
の
型
と
そ
こ
に
現
れ
る
思
考
表
現
ス
タ
イ
ル
は
、
国
に
よ
っ

て
驚
く
ほ
ど
異
な
る
。

　

三
〇
ヵ
国
を
超
え
る
留
学
生
の
小
論
文
の
分
析
と
類
型
化
を
行
っ
た
応
用
言
語
学
者
の
カ
プ
ラ
ン

（K
aplan 1966

）
の
研
究
か
ら
は
、
論
理
的
で
あ
る
と
は
、「
読
み
手
に
と
っ
て
必
要
な
部
分
が
読
み

手
の
期
待
す
る
順
番
に
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
感
覚
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
読
み
手
に
と
っ
て
「
必
要
な
部
分
」
と
「
期
待
す
る
順
番
」
の
感
覚
は
、
自

然
な
も
の
で
も
自ア

明
な
も
の
で
も
な
い
。

　

確
か
に
各
国
で
使
わ
れ
て
い
る
小
論
文
の
構
造
を
見
る
と
、
そ
こ
で
は
論
文
に
必
要
と
さ
れ
る
構

成
要
素
と
そ
れ
ら
の
要
素
を
並
べ
る
順
番
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

ａ

大
き
な
違
い
と
し

て
認
識
さ
れ
る
の
が
、「
エ
ッ
セ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
ア
メ
リ
カ
式
の
小
論
文
と
、「
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ

ン
（dissertation

）」
と
呼
ば
れ
る
フ
ラ
ン
ス
式
の
小
論
文
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
は
、
主
張
と
そ
の

根
拠
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
は
、〈
正
―
反
―
合
〉
の
弁
証
法
を

基
本
構
造
に
し
て
い
る
。

ｂ

日
本
の
小
論
文
は
こ
の
二
つ
の
折２

衷
の
構
造
の
よ
う
に
見
え
な
が

ら
、
ア
メ
リ
カ
の
エ
ッ
セ
イ
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
。
論
理
的
で
あ
る
こ
と
の
日
米
の
違
い
は
よ
く
語

ら
れ
る
が
、
西
洋
な
い
し
欧
米
と
一３

括
り
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
ア
メ
リ
カ
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
代

表
さ
れ
る
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
実
は
小
論
文
の
書
き
方
の
み
を
取
り
上
げ
て
も
全
く
別
の
世
界
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
と
そ
の
表
現
法
、
そ
れ
を
支
え
る
言
葉
の
教
育
、
そ
し
て
社
会
の
あ
り
方
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
特
徴
的
な
「
ス
タ
イ
ル
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
小
論
文
の
構
造
の
違
い
を
見
た
だ
け
で
も
、
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
人
の
議
論
が
分
か
り
づ
ら
い
と
感
じ

る
の
か
、

ｃ

ア
メ
リ
カ
人
の
議
論
が
単
刀
直
入
に
聞
こ
え
る
の
か
も
す
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
。

　
（
中
略
）

　

歴
史
を
紐
解
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
も
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
小
論
文
の
書
き
方
が

型
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
高
等
教
育
の
急
激
な
大
衆
化
に
伴
い
、
言
語
や
社
会
・
文
化
的

な
背
景
に
か
か
わ
ら
ず
誰
に
で
も
簡
便
に
書
け
、
素
早
く
採
点
で
き
る
大
衆
民
主
主
義
的
な
書
き
方
が

模
索
さ
れ
、「
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
エ
ッ
セ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
小
論
文
の
型
が
高
等
教
育
か
ら
初
等
教
育
ま

で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
他
方
フ
ラ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
新
し
い
社
会
を

模
索
す
る
産
み
の
苦
し
み
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
（
国
民
）」
と
い

う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
間
を
育
成
す
る
た
め
に
一
〇
〇
年
あ
ま
り
を
か
け
て
新
た
な
論
文
の
型
を

作
り
出
し
、
改
良
を
重
ね
た
。
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
校
教
育
の
中
で
開
発
さ
れ
た

フ
ラ
ン
ス
起
源
の
論
文
形
式
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
社
会
に
お
い
て
も
、
社
会
が
大
き
く
変
革
し
た
時
に

小
論
文
の
型
は
変
化
し
て
お
り
、
社
会
の
あ
り
方
と
小
論
文
に
体
現
さ
れ
る
思
考
と
そ
の
表
現
方
法
の

緊
密
な
関
係
が
看４

取
で
き
る
。
社イ

会
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
、
小
論
文
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
も

起
こ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
変
動
は
教
育
の
変
動
を
引
き
起
こ
す
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
小
論
文
を
書
く
こ
と
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
大
学
入
試
資
格
と
中

等
教
育
修
了
資
格
を
兼
ね
る
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
（Baccalauréat

）
は
、
す
べ
て
論
述
問
題
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。
二
つ
ほ
ど
の
問
題
を
三
時
間
半
か
ら
四
時
間
か
け
て
解
く
大
論
述
問
題
で
あ
る
。
人
文
・
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社
会
科
学
系
の
教
科
で
は
、
求
め
ら
れ
る
論
文
の
型
に
沿
っ
て
書
か
な
い
と
、
いウ

く
ら
豊
富
な
知
識
を

披
露
し
た
り
、
目
の
覚
め
る
よ
う
な
結
論
を
提
示
し
た
り
し
て
も
、
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
に
は
合
格
し
な

い
。
と
り
わ
け
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
は
、
大
学
の
学
位
審
査
試
験
、
教
員
資
格
試
験
、
官
吏
登
用
試
験

か
ら
一
般
の
会
社
の
試
験
に
至
る
ま
で
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
式
で
書
い
た
り
考
え
た
り

で
き
な
い
と
、
中
等
教
育
の
修
了
資
格
も
、
高
等
教
育
の
学
位
も
、
職
業
や
社
会
的
な
地
位
も
得
ら
れ

な
い
。

　

資
格
試
験
の
み
な
ら
ず
、
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
の
書
き
方
と
思
考
法
の
痕
跡
は
、「
事
務
報
告
か
ら

博
士
論
文
、
文
学
的
な
エ
ッ
セ
イ
」
に
ま
で
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
日
本
の
国
語
に
当
た
る
「
フ
ラ
ン
ス
語
」
の
教
育
は
、
デ
ィ
セ
ル
タ

シ
オ
ン
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
綿
密
か
つ
段
階
的
に
組
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
中
等
教
育
を
終
え
よ
う
と
す
る
全
生
徒
を
デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
を
中

心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
式
小
論
文
で
「
テ
ス
ト
」
す
る
バ
カ
ロ
レ
ア
は
、

ｄ

に
な
る
た
め
の
「
思

考
と
そ
の
表
現
法
」
を
身
に
つ
け
る
通
過
儀
礼
と
し
て
の
機
能
も
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
中
等
教
育
と

高
等
教
育
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
も
こ
の
フ
ラ
ン
ス
式
小
論
文
の
書
き
方
の
習
得
で
あ
る
。

ブ
ル
デ
ュ
ー
と
パ
ス
ロ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
ず
、
あ
る
小
論
文
の
書
き
方
や
プ
レ

ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
が
い
っ
た
ん
試
験
に
適
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
書
き
方
や
話
し
方
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ル
ー
ル
を
規
定
す
る
権
威
と
な
り
、
さ
ら
に
は
学
校
に
お
け
る
教
授
法
や
知
識
そ
の
も

の
を
も
規
定
す
る
権
威
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
フエ

ラ
ン
ス
の
小
論
文
の
型
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
新
し
い
社
会

と
教
育
を
象
徴
す
る
革
新
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
根
ざ
す
論
理
学
と
修

辞
学
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
小
論
文
の
構
造
自
体
が
矛
盾
を
解
消
し
て
、
新
し

い
考
え
や
問
題
の
解
決
を
導
く
方
法
論
を
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
科
学
パ
ラ
ダ
イ

ム
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
国
で
は
、
科
学
的
な

デ
ー
タ
や
経
験
を
根
拠
と
し
て
論
を
展
開
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
人
文
学
に
基
づ
く
古
典
や

共
通
教
養
を
根
拠
と
し
て
論
を
展
開
し
、
結
論
を
導
く
。
革
命
後
も
フ
ラ
ン
ス
は
人
文
学
の
論
理
を
優

先
さ
せ
る
伝
統
の
根
を
捨
て
な
か
っ
た
。
科
学
と
は
異
な
る
知
恵
と
問
題
解
決
の
方
法
が
そ
こ
に
は
あ

る
。
科
学
は
「
価
値
」
に
つ
い
て
語
る
ス５

ベ
を
持
た
な
い
が
、
弁
証
法
は
科
学
が
カ
バ
ー
で
き
な
い
分

野
の
問
題
解
決
を
得
意
と
す
る
。

　

弁
証
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
複
数
の
国
で
論
文
の
基
本
構
造
と
な
っ
て
い
る
が
、
英
語
、
と
り
わ
け
ア

メ
リ
カ
英
語
が
世
界
語
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
二
一
世
紀
で
は
、
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
エ
ッ

セ
イ
で
も
の
を
書
く
人
口
は
、
圧
倒
的
に
多
い
と
推
測
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
す
る
学
生
は
、
各
国
の
言
語
と
と
も
に
ま
ず
こ
の
弁
証
法
を
用
い
た
論
文
の
書

き
方
を
習
得
し
な
い
と
、
高
等
教
育
で
学
位
が
取
れ
な
か
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
で
も
英
語
の

み
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
位
が
取
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
思
考
法
の
根
本
的
な
違
い
は
ま
す
ま

す
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
代
表
さ
れ
る
英
語
圏
の
書
き
方
や
思
考
法
の
み

を
学
ん
で
い
て
は
、
世
界
の
半
分
以
下
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
フ
ラ
ン
ス

の
方
法
が
普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
と
主
張
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
む
し
ろ
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に

根
を
持
つ
方
法
を
掘
っ
て
い
く
と
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
特
異
な
歴
史
体
験
を
持
つ
共
同
体
の
「
地
域
性

（
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
）」
に
突
き
当
た
る
と
考
え
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

（
渡
邉
雅
子
『「
論
理
的
思
考
」
の
社
会
的
構
築
』）
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問
１　

傍
線
部
１
、
５
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
、
２
、
３
、
４
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
記
述
式
解
答
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

　

１　

Ｆ
　
　
　

２　

Ｇ
　
　
　

３　

Ｈ
　
　
　

４　

Ｉ
　
　
　

５　

Ｊ

問
２　

傍
線
部
ア
「
自
明
な
も
の
」
の
「
自
明
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

８
　

　

①　

経
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の

　

②　

も
っ
て
生
ま
れ
た
性
質

　

③　

証
明
し
た
り
特
に
詳
し
く
説
明
し
た
り
す
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
な
こ
と

　

④　

実
証
不
可
能
な
事
柄

問
３　

空
欄

ａ

ｂ

ｃ

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

９
　

　

①　
ａ　

し
か
し　
　
　
　

ｂ　

さ
ら
に　
　
　
　
ｃ　

た
と
え
ば

　

②　
ａ　

と
り
わ
け　
　
　

ｂ　

た
と
え
ば　
　
　
ｃ　

同
様
に

　

③　
ａ　

す
な
わ
ち　
　
　

ｂ　

ち
な
み
に　
　
　
ｃ　

た
と
え
ば

　

④　
ａ　

と
り
わ
け　
　
　

ｂ　

ち
な
み
に　
　
　
ｃ　

そ
の
一
方
で

問
４　

傍
線
部
イ
「
社
会
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
、
小
論
文
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
も
起
こ
す
」

の
例
と
し
て
著
者
が
説
明
し
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か

ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

10
　

　

①　

フ
ラ
ン
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
新
し
い
社
会
を
模
索
す
る
産
み
の
苦
し
み
の
中
で
、
社
会

が
大
き
く
民
衆
化
し
た
。

　

②　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
高
等
教
育
の
急
激
な
大
衆
化
に
伴
い
、「
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
エ
ッ
セ
イ
」
と
呼

ば
れ
る
小
論
文
型
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

③　

ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
は
、
小
論
文
の
書
き
方
の
み
を
取
り
上
げ
て
も
、
全
く
別
の
手
法
で
教

育
す
る
。

　

④　

歴
史
を
紐
解
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
も
一
九
五
〇
年
代
ま
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
小
論
文
の
書
き

方
が
型
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

問
５　

傍
線
部
ウ
で
著
者
が
「
い
く
ら
豊
富
な
知
識
を
披
露
し
た
り
、
目
の
覚
め
る
よ
う
な
結
論
を
提

示
し
た
り
し
て
も
、
バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
に
は
合
格
し
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
理
由
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。  

11
　

　

①　

フ
ラ
ン
ス
式
小
論
文
の
書
き
方
を
習
得
し
、
求
め
ら
れ
る
論
文
の
型
に
沿
っ
て
書
い
て
い
な
け

れ
ば
合
格
で
き
な
い
か
ら
。

　

②　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
小
論
文
を
書
く
こ
と
は
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。

　

③　

デ
ィ
セ
ル
タ
シ
オ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
校
教
育
の
中
で
開
発
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
起
源
の
論
文

形
式
で
あ
る
か
ら
。

　

④　

バ
カ
ロ
レ
ア
試
験
は
、
す
べ
て
論
述
問
題
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
。
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問
６　

空
欄

ｄ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。 

12
　

　

①　

エ
リ
ー
ト

　

②　

教
員
資
格
取
得
者

　

③　

官
僚

　

④　

フ
ラ
ン
ス
市
民

問
７　

傍
線
部
エ
に
つ
い
て
、
著
者
が
「
フ
ラ
ン
ス
の
小
論
文
の
型
に
注
目
す
る
」
理
由
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

13
　

　

①　

フ
ラ
ン
ス
は
科
学
的
な
デ
ー
タ
や
経
験
を
根
拠
と
し
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る

か
ら
。

　

②　

革
命
後
も
フ
ラ
ン
ス
は
人
文
学
の
論
理
を
優
先
さ
せ
る
伝
統
の
根
を
捨
て
な
か
っ
た
か
ら
。

　

③　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
科
学
に
つ
い
て
弁
証
法
で
語
る
か
ら
。

　

④　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
エ
ッ
セ
イ
で
も
の
を
書
く
人
口
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
。

問
８　

本
文
の
内
容
に
最
も
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

 

14
　

　

①　

社
会
の
あ
り
方
と
小
論
文
に
体
現
さ
れ
る
思
考
と
そ
の
表
現
方
法
の
関
係
は
全
く
別
世
界
の
も

の
で
あ
る
。

　

②　

ア
メ
リ
カ
英
語
が
世
界
語
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
二
一
世
紀
で
は
、
五
パ
ラ
グ

ラ
フ
エ
ッ
セ
イ
で
も
の
を
書
く
人
口
は
、
圧
倒
的
に
多
い
と
推
測
で
き
る
か
ら
、
そ
の
手
法
を
学

ぶ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

③　

小
論
文
の
型
と
そ
こ
に
現
れ
る
思
考
表
現
ス
タ
イ
ル
は
、
社
会
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
に
よ
っ

て
変
化
す
る
。

　

④　

ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
で
小
論
文
の
型
と
そ
こ
に
現
れ
る
思
考
表
現
ス
タ
イ
ル
が
異
な
る
の
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
フ
ラ
ン
ス
ほ
ど
大
学
入
試
資
格
が
重
視
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 

（
以
上
）




