
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
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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
。

　
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
言
え
り
」

　

こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
福
沢
諭
吉
『
学
問
の
す
す
め
』
の
有
名
な
冒
頭
の
言
葉
で
あ
る
。
始ア

め
に
こ
れ
を
引
用
し
た
の
は
、
本
書
が
こ
の
名
著
に
あ
や
か
ろ
う
な
ど
と
い
う
ム１

ボ
ウ
な
大
望
の
ゆ
え

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

福
沢
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
貴
賤
上
下
の
差
別
」
の
な
い
こ
と
か
ら
出
発
し
て

彼
の
主
張
す
る
「
学
問
」
の
万
人
に
と
っ
て
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
が
、
続
い
て
人
の
平
等
に
つ
い

て
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
端
書
」
の
次
の
段
を
「
人
は
同
等
な
る
事
」
と
題
し
て
、

二
種
の
平
等
を
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、「
士
族
」
や
「
地
頭
」
と
、「
百
姓
」、
町
民
等

の
平
民
と
「
一
人
ず
つ
相
対
し
た
」
場
合
の
平
等
が
述
べ
ら
れ
、
つ
い
で
、「
政
府
と
人
民
と
の
間
柄
」

に
お
い
て
も
「
権
理
の
異
同
あ
る
の
理
」
の
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
第
二
種
の
平
等
で
な
く
、
第
一
種
の
平
等
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
な
お
、
福
沢
が
、

人
の
平
等
を
二
種
に
分
け
、
そ
の
う
ち
、
ま
ず
人
民
間
の
平
等
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　

人
間
の
本
質
的
平
等
に
つ
い
て
は
、
今
日
誰
に
も
異
論
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
根

拠
は
な
に
か
と
問
わ
れ
て
答
え
よ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
難
し
い
哲
学
的
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
気

付
く
。
そ
の
詳
細
な
検
討
も
こ
こ
で
の
問
題
で
は
な
い
が
、
一
言
し
て
お
く
と
、
人
間
の
本
質
的
な
平

等
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
ス
ト
ア
哲
学
に
始
ま
り
、
神
の
前
に
お
い
て
は
万
人
が
平
等
で
あ
る
こ
と
を
説
い

た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
よ
っ
て
確
固
と
し
た
理
論
的
基
礎
を
得
た
と
見
ら
れ
る
が
、
古
代

の
奴
隷
制
社
会
、
中
世
以
来
の
身
分
制
社
会
に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
が
社
会
に
お
い
て
実
現
さ
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
社
会
的
、
政
治
的
に
貫
徹
し
た
の
は
、「
す
べ
て
の
人
は
平
等
に
造
ら

れ
」
と
う
た
っ
た
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
年
）
以
後
の
ア
メ
リ
カ
、「
人
は
自
由
か
つ
権
利
に
お
い
て

平
等
な
も
の
と
し
て
出
生
し
、
か
つ
生
存
す
る
」
と
人
権
宣
言
（
一
七
八
九
年
）
の
冒
頭
第
一
条
に
掲

げ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

ａ

、人
の
社
会
的
・
政
治
的
平
等
は
、今
や
国
家
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

人
民
相
互
間
の
平
等
の
、
思
想
的
な
根
拠
で
な
く
、
国
家
法
上
の
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
民
法
に
あ
る
。
本
書
が
民
法
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
最
も
重
要
な
点
の
一
つ
が

こ
こ
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
般
の
人
々
は
民
法
に
対
し
て
あ
ま
り
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
。

も
っ
と
も
、
一
九
九
六
年
以
来
の
婚
姻
・
離
婚
の
規
定
の
改
正
問
題
を
め
ぐ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ

り
方
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
相
当
の
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
民
法
が
、
今
日
に
お
い
て
誰
で
も
認
め
て
い
る
、
人
と
人
の
平
等
、
人
の
自
由
な
ど
の
社

会
の
基
本
原
理
を
定
め
て
い
る
法
律
で
あ
る
が
ゆ
え
の
関
心
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
言
う
と
お

そ
ら
く
、「イ
そ
れ
は
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
が
た
だ
ち
に
投
げ
返
さ
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れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
憲
法
に
つ
い
て
な
ら
、
か
な
り
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
ま

た
多
く
の
人
が
刑
法
に
は
関
心
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
さ
え
、
国
民
の
関
心

は
民
法
よ
り
は
刑
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

今
日
の
国
家
・
社
会
に
お
け
る
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
自
由
・
平
等
が
ど
の
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い

る
か
は
、
実
は
学
者
の
間
で
も
議
論
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
自
由
に
つ
い
て
は
憲
法
一
三
条

や
一
九
条
以
下
に
、
平
等
に
つ
い
て
は
憲
法
一
四
条
に
規
定
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
人
権
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
こ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
自
由
・
平
等
は
、
誰
と
の
関
係
に
お
け
る
自
由
で

あ
り
、
平
等
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
そ
れ
ら
は
一
次
的
に
は
国
と
の
関
係
に

お
け
る
も
の
、
つ
ま
り
国
に
対
し
て
主
張
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
多
数
で
あ
り
、
た
だ
、

そ
れ
が
人
と
人
の
間
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
り
、
そ
の
思
想
が
各
個
の
法
律
、
た
と
え
ば
民

法
の
規
定
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
と
し
た
り
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
近
で
は
、
憲
法
の
規
定
が
直

接
人
と
人
の
間
を
規
律
す
る
と
す
る
考
え
方
も
出
て
い
る
。こ
れ
ら
は
、「
基
本
的
人
権
の
私
人
間
効
力
」

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
ド
イ
ツ
法
学
に
由
来
す
る
よ
う
だ
が
、
わ
が
国
に

お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
九
八
条
に
お
い
て
、
憲
法
が
国
の
最
高
法
規
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ

と
か
ら
、
わ
が
国
の
法
律
体
系
上
は
、
当
然
と
も
い
え
る
考
え
方
で
あ
る
。

　

ｂ

、
そ
う
な
る
と
、
大
日
本
帝
国
憲
法
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
第
二
章
「
臣
民
権
利
義
務
」

に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
（
権
利
）
は
、
人
と
人
の
間
に
お
い
て
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
当

時
の
民
法
の
教
科
書
に
は
、
民
法
上
の
い
く
つ
か
の
自
由
や
平
等
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
価
値
は
、
別
に
日
本
国
憲
法
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
国
と
の
関
係
で
は
憲
法
、
他
人
と
の
関
係
で
は
民
法
が
、
人
の
自
由
・
平
等
に
つ

い
て
定
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

　

で
は
、
日
本
人
の
民
法
へ
の
無
関
心
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
根
本
的
に
は
、
一
般
的
に
法
や
法
律
が
わ
が
国
に
お
い
て
あ
ま
り
関
心
を
持
た
れ
て
い
な

い
こ
と
の
イ２

ッ
カ
ン
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
訴
訟
王
国

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
国
を
別
に
す
れ
ば
、
ど
の
先
進
国
に
お
い
て
も
一
般
国
民
は
同
様
で
は
な
い
か
、

と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
か
な
り
訴
訟
が
多
い
と
さ
れ
る
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
に

言
う
学
者
も
あ
る
。
し
か
し
、訴
訟
の
数
の
点
で
ド
イ
ツ
と
そ
う
違
わ
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
は
、バ
ル
ザ
ッ

ク
の
よ
う
に
法
律
に
つ
い
て
の
叙
述
の
多
い
作
家
も
あ
り
、
文
体
を
ネ３

る
た
め
に
毎
日
民
法
典
を
読
ん

で
い
た
と
自
分
で
言
っ
て
い
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
よ
う
な
作
家
も
い
る
。
二
年
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在

し
た
筆
者
の
個
人
的
な
印
象
に
過
ぎ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
は
、
一
般
に
、
法
律
的

に
規
律
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。

　

さ
て
、
日
本
人
が
法
や
法
律
に
あ
ま
り
関
心
が
な
い
一
つ
の
原
因
は
、
高
校
ま
で
の
課
程
で
、
憲
法

は
と
も
か
く
、
あ
ま
り
法
・
法
律
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
社
会
科

系
の
授
業
で
、
か
な
り
詳
し
い
法
律
知
識
を
教
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
単

に
知
識
で
あ
っ
て
、
法
や
法
律
の
基
本
的
な
考
え
方
や
在
り
方
に
つ
い
て
教
わ
っ
て
く
る
人
は
稀４

で
あ

る
。
こ
こ
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
リ
セ
（
わ
が
国
の
中
学
・
高
校
に
あ
た
る
）
の
例
を
あ
げ
る
と
、
そ
こ
で

使
わ
れ
て
い
る
哲
学
や
倫
理
学
の
教
科
書
や
、
単
科
大
学
の
入
学
試
験
の
参
考
書
に
は
、
近
代
法
の
特

質
と
か
、
正
義
な
ど
に
つ
い
て
の
、
わ
が
国
の
大
学
の
教
科
書
も
顔
負
け
の
説
明
が
あ
る
。
法
・
法
律

は
規
範
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
中
学
・
高
校
で
は
、
そ
も
そ
も
規
範
を
き
ち
ん
と
教
え
て
い
な
い
感
が

あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
厳
し
い
「
校
則
」
が
い
や
に
な
り
、
つ
い
で
に
規
範
一
般
に
対
す
る
嫌
悪
や
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無
関
心
が
生
ま
れ
た
り
す
る
。
ｃ

、青
年
は
誰
で
も
、規
範
を
あ
ま
り
好
ま
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
。

　

し
か
し
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
の
社
会
に
お
い
て
は
、
法
律
は
あ
ま
り
好
ま
れ
て
い
な
い

と
い
う
の
が
、
法
学
者
や
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
そ
う
簡

単
に
断
定
す
る
の
は
問
題
で
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
が
、
や
は
り
、
日
本
の
社
会
で
実
際
に
行
わ
れ

て
い
る
規
範
は
、
法
律
で
な
く
、
義
理
、
人
情
、
信
義
と
い
っ
た
も
の
が
主
流
の
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
な
お
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
今
こ
そ
「
民
法
の
す
す
め
」
を
書
く
べ
き
時
、
書
く
こ
と
が
で
き
る
時
で
あ
る
、
と
考
え

る
。
そ
の
理
由
は
大
き
く
い
っ
て
二
つ
あ
る
。

　

第
一
は
、
思
想
的
な
も
の
で
あ
る
。
経
済
成
長
期
を
終
え
、
情
報
化
社
会
を
迎
え
て
、
高
齢
化
社
会

に
入
っ
た
時
点
で
二
一
世
紀
の
始
ま
り
を
見
る
わ
が
国
は
、
明
治
維
新
お
よ
び
第
二
次
大
戦
後
と
な
ら

ぶ
第
三
の
大
転
換
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
時
期
に
あ
た
っ
て
、
従
来
あ
ま
り
言
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
民
法
の
思
想
を
意
識
す
る
こ
と
が
各
方
面
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
は
、
社
会
的
背
景
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
も
、
民
法
発
祥
の
西
欧
諸
国
に
お
い
て
民
法
の
社
会
的

地
盤
を
形
成
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
そ
の
思
想
的
背
景
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

日
本
社
会
の
第
一
の
転
換
期
は
、
封
建
制
・
身
分
制
の
廃
止
と
、
こ
れ
に
代
わ
る
国
家
体
制
の
近
代

化
、
経
済
体
制
に
お
け
る
市
場
経
済
・
資
本
主
義
経
済
の
確
立
で
あ
り
、
第
二
の
転
換
期
は
、
君
主
主

権
国
家
か
ら
民
主
国
家
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
し
か
し
両
者
を
通
じ
て
、
経
済
関
係
に
お
い
て
も
社
会

生
活
に
つ
い
て
も
、
一
方
で
種
々
の
形
に
お
け
る
国
家
の
関
与
、
他
方
で
こ
れ
に
対
応
す
る
国
民
の
国

家
へ
の
依
存
の
意
識
が
強
固
に
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
。

　

明
治
維
新
以
来
の
国
是
は
、「
富
国
強
兵
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
は
じ
め
は
国
に
よ
る
市
場

経
済
の
基
盤
の
形
成
と
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
産
業
の
育
成
・
保
護
、
つ
ま
り
「
殖５

産
興
業
」

政
策
が
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
で
の
敗
戦
後
、
全
面
改
正
さ
れ
た
憲
法
に
よ
り
、
平
和
主
義
が
国
是
と
な
り
、「
強

兵
」政
策
は
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、国
民
主
権
の
思
想
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
国
家
体
制
と
な
っ

た
。
経
済
的
・
社
会
的
に
は
、
農
地
改
革
に
よ
る
地
主
制
か
ら
の
農
民
の
解
放
、
労
働
者
の
団
結
権
と

団
体
行
動
を
す
る
権
利
の
承
認
に
よ
る
そ
の
経
済
的
・
社
会
的
地
位
の
確
立
、
財
閥
解
体
と
私
的
独
占

禁
止
政
策
に
よ
る
公
正
・
自
由
な
競
争
の
促
進
を
通
じ
た
消
費
者
の
利
益
確
保
と
国
民
経
済
の
民
主
的

で
健
全
な
発
展
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
と
の
根
本
的
転
換
を
示
す
。
こ
の
三
つ
の
ど
れ
も
、
個ウ

人
と
し

て
の
国
民
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
活
動
を
前
提
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
（
中
略
）

　

民
法
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
来
る
べ
き
社
会
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
、「
社
会
の

constitution

」
で
あ
る
。constitution

は
、
わ
が
国
で
は
「
憲
法
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

本
来
は
、
あ
る
組
織
の
基
本
的
構
成
原
理
の
意
味
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
の
意
味
に
用
い
て
い
る
。
少

な
く
と
も
、
身
分
制
社
会
を
打
破
し
て
近
代
国
家
を
打
ち
建
て
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
そエ

の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
遅
れ
ば

せ
な
が
ら
、
民
法
の
思
想
を
学
ぶ
こ
と
は
、
現
代
の
わ
が
国
民
に
と
っ
て
大
い
に
有
用
な
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
民
法
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
西
欧
に
お
い
て
長
年
月
を
か
け
て
各
時
代
の
法
学
と
法
実
務
に

よ
っ
て
洗
練
さ
れ
た
き
わ
め
て
高
度
の
言
葉
を
用
い
る
技
術
と
な
っ
て
い
る
。
第
八
章
で
述
べ
る
よ
う

に
、
わ
が
国
は
、
明
治
維
新
後
に
、
こ
れ
を
急
い
で
輸
入
し
た
。
こ
れ
が
、
法
律
を
国
民
に
敬
遠
さ
せ
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る
一
因
と
な
り
、
ひ
い
て
は
、
民
法
を
貫オ

く
近
代
社
会
の
、
さ
ら
に
そ
れ
を
超
え
た
社
会
の
思
想
的
連

帯
に
つ
い
て
ま
で
も
無
関
心
に
な
る
と
い
う
結
果
を
生
ず
る
一
因
と
な
っ
た
。

（
星
野
英
一
『
民
法
の
す
す
め
』）

問
１　

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

が
な
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　

傍
線
部
ア
「
始
め
に
こ
れ
を
引
用
し
た
」
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
。 

１
　

　

①　

福
沢
が
書
い
た
名
著
の
冒
頭
の
言
葉
だ
か
ら
。

　

②　

福
沢
が
人
の
平
等
に
つ
い
て
も
説
明
し
た
か
ら
。

　

③　

福
沢
が
人
の
平
等
を
二
種
に
分
け
た
か
ら
。

　

④　

福
沢
が
人
民
相
互
間
の
平
等
の
国
家
法
上
の
根
拠
が
民
法
に
あ
る
と
説
明
し
た
か
ら
。

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
。 

２
　

　

①　
ａ　

だ
か
ら　
　
　

ｂ　

と
こ
ろ
で　
　
　
ｃ　

な
ぜ
な
ら

　

②　
ａ　

つ
ま
り　
　
　

ｂ　

し
か
し　
　
　
　
ｃ　

も
っ
と
も

　

③　
ａ　

だ
か
ら　
　
　

ｂ　

し
か
し　
　
　
　
ｃ　

も
っ
と
も

　

④　
ａ　

つ
ま
り　
　
　

ｂ　

と
こ
ろ
で　
　
　
ｃ　

な
ぜ
な
ら

問
４　

傍
線
部
イ
「『
そ
れ
は
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
』
と
い
う
疑
問
」
に
対
す
る

著
者
の
見
解
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　

国
民
の
多
く
が
憲
法
に
詳
し
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
や
す
い
。

　

②　

確
か
に
、
憲
法
の
中
に
は
自
由
や
平
等
に
関
す
る
規
定
が
存
在
す
る
。

　

③　

大
日
本
帝
国
憲
法
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
民
法
上
に
自
由
や
平
等
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
。

　

④　

人
の
自
由
・
平
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
は
、
国
と
の
関
係
で
は
憲
法
、
他
人
と
の
関
係
で

は
民
法
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
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問
５　

傍
線
部
ウ
「
個
人
と
し
て
の
国
民
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
基
づ
く
活
動
を
前
提
と
す
る
」
こ
と

に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
、
次
の
①
〜
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

４
　

　

①　
「
強
兵
」
政
策
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と

　

②　

農
地
改
革
に
よ
っ
て
地
主
制
か
ら
農
民
が
解
放
さ
れ
た
こ
と

　

③　

労
働
者
の
経
済
的
・
社
会
的
地
位
が
確
立
さ
れ
た
こ
と

　

④　

消
費
者
の
利
益
が
保
護
さ
れ
た
こ
と

問
６　

傍
線
部
エ
「
そ
の
よ
う
に
」
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
〜
④
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。 

５
　

　

①　

constitution

は
「
憲
法
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

　

②　

constitution

は
「
組
織
の
基
本
的
な
構
成
原
理
」
を
意
味
す
る
こ
と

　

③　

民
法
は
、
社
会
の
基
本
的
な
構
成
原
理
を
定
め
た
こ
と

　

④　

民
法
は
、
現
代
の
わ
が
国
民
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
こ
と

問
７　

傍
線
部
オ
「
貫
く
」
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
①
〜
④
の
中
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。 

６
　

　

①　

ト
ン
ネ
ル
が
山
を
貫
く

　

②　

初
志
を
貫
く

　

③　

生
涯
現
役
を
貫
く

　

④　

首
尾
一
貫
し
た
態
度

問
８　

本
文
の
主
旨
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　

わ
が
国
民
が
民
法
に
無
関
心
な
の
は
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
高
度
の
言
葉
を
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

②　

日
本
人
が
法
・
法
律
に
あ
ま
り
関
心
が
な
い
原
因
は
、
高
校
ま
で
の
課
程
で
あ
ま
り
教
え
ら
れ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

③　

人
民
相
互
間
に
お
け
る
平
等
の
国
家
法
上
の
根
拠
は
、
民
法
に
あ
る
。

　

④　

日
本
の
社
会
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
規
範
は
、
法
律
で
は
な
く
、
義
理
、
人
情
、
信
義
と
い
っ

た
も
の
が
主
流
で
あ
る
。
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問
題
二　

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

　

実
は
、
忠
誠
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
従
順
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

忠
誠
心
を
抱
く
か
ら
こ
そ
、
忠
誠
を
誓
う
対
象
に
反
抗
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
忠
誠
心
と
不
服
従
と
の
間
の
逆ア

説
的
な
関
係
に
つ
い
て
理
解
す
る
の
に
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー

シ
ュ
マ
ン
と
い
う
経
済
学
者
が
提
唱
し
た
忠
誠
心
の
理
論
が
役
立
ち
ま
す
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
経
済
学
者
で
あ
っ
て
、
倫
理
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
彼
に
と
っ
て

忠
誠
心
の
問
題
と
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
人
間
は
利
益
を
最
大
化
し
損
失
を
最

小
化
す
る
と
い
う
前
提
を
も
と
に
、
忠
誠
心
の
問
題
は
ど
の
よ
う
な
態
度
や
行
動
と
し
て
理
解
で
き
る

か
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
忠
誠
心
を
理
論
化
す
る
に
あ
た
り
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
組
織
、
倒
産
の
危
機
に
あ
る
企
業

を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
組
織
や
企
業
で
人
は
ど
の
よ
う
に
忠
誠
心
を
示
す
か
、
を
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は

論
じ
ま
し
た
。

　

な
ぜ
衰
退
し
つ
つ
あ
る
組
織
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
う
ま
く
い
っ

て
い
る
組
織
で
あ
れ
ば
、
メ
ン
バ
ー
は
そ
の
組
織
に
満
足
し
て
い
る
は
ず
で
す
。
な
ら
ば
、
組
織
は
安

定
し
て
お
り
、
メ
ン
バ
ー
は
組
織
を
裏
切
る
必
要
も
な
く
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
も
メ
ン
バ
ー
の
裏
切
り
を

心
配
す
る
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

つ
ま
り
、
うイ

ま
く
い
っ
て
い
る
組
織
に
関
し
て
は
、
忠
誠
心
の
問
題
は
生
じ
よ
う
が
な
い
、
と
い
う

の
が
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
理
論
の
前
提
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
倒
産
の
危
機
に
あ
る
企
業
を
思
い
浮
か
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

あ
な
た
が
そ
の
企
業
の
社
員
だ
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
態
度
や
行
動
を
取
る
で
し
ょ
う
か
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
選
択
肢
は
、
そ
の
会
社
を
ヤ１

め
る
こ
と
で
す
。
そ
の
会
社
が
倒

産
す
る
前
に
、
経
営
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
別
の
会
社
へ
の
転
職
を
選
ぶ
の
で
す
。

　

こ
れ
を
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
「
離
脱
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
選
択
肢
は
、
そ
の
企
業
に
と
ど
ま
り
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
体
質
の
改
善
や
ギ２

ョ
ウ
セ
キ

を
上
げ
る
た
め
に
意
見
す
る
こ
と
で
す
。

　

あ
な
た
が
平
社
員
な
ら
、
会
社
の
再
建
案
を
い
く
ら
熱
心
に
訴
え
て
も
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
聞
く
耳

を
持
た
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
会
社
が
危
機
的
状
態
に
あ
る
の
を
目
の
前
に
し
て
黙
っ
て

は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
う
態
度
。
こ
れ
を
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
「
発
言
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
「
離
脱
」
と
「
発
言
」
と
い
う
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
っ
て
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
は
忠
誠
心
を

説
明
し
ま
す
。

　

彼
に
よ
れ
ば
、
忠
誠
心
と
は
、
人
に
「
離
脱
」
と
い
う
選
択
を
ひ
と
ま
ず
保
留
さ
せ
、「
発
言
」
す

る
こ
と
を
促
す
も
の
で
す
。

　

忠
誠
心
を
抱
く
人
と
は
、
自
分
が
属
す
組
織
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
組
織
を
改
善
す
る

た
め
努
力
す
る
人
の
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。

　

企
業
が
ま
さ
に
倒
産
寸
前
で
あ
る
こ
と
が
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
場
合
、
そ
の
「
発
言
」
は
、
企
業

の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
と
っ
て
耳
の
痛
い
内
容
と
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、「
発
言
」
と
は
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
批
判
す
る
内
容
と
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
組
織
に
お
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
批
判
し
て
「
発
言
」
す

る
人
こ
そ
が
、
そ
の
組
織
に
忠
誠
心
を
抱
く
人
だ
、
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
す
。
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し
か
し
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
普
通
、
従
順
で
は
な
い
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

実
際
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
、
批
判
的
な
「
発
言
」
を
す
る
社
員
は
目
障
り
に
思
う
も
の

で
し
ょ
う
。

ａ

、
黙
っ
て
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
い
う
通
り
に
従
う
社
員
を
忠
実
だ
と
評
価
す
る
も

の
で
す
。

　

で
す
が
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
リウ

ー
ダ
ー
の
言
う
こ
と
に
ひ
た
す
ら
素
直
に
従
っ
た
り
、

沈
黙
し
て
発
言
し
よ
う
と
し
な
い
人
々
は
忠
誠
心
の
な
い
人
々
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
起
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
は
、
忠
誠
心
の
対
象
が
微
妙
に
異
な
る
か
ら
で
す
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
企
業
の
社
員
が
「
発
言
」
す
る
の
は
、
企
業
全
体
の

立
て
直
し
の
た
め
で
す
。

　

企
業
が
全
体
と
し
て
赤
字
を
解
消
し
ギ２

ョ
ウ
セ
キ
を
好
転
さ
せ
る
た
め
に
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
指
導

方
針
や
経
営
内
容
を
批
判
す
る
の
で
す
。

　

一
方
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
い
う
こ
と
を
素
直
に
聞
き
、「
発
言
」
し
な
い
社
員
た
ち
は
、
会
社
全
体

を
良
く
し
よ
う
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
個
人
に
忠
誠
心
を
抱
い
て
い
る
の
で
す
。

　

リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
従
う
の
か
、
そ
れ
と
も
会
社
全
体
の
利
益
を
優
先
す
る
の
か
。

　

ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
に
と
っ
て
、
忠
誠
心
と
は
、
組
織
全
体
に
対
し
て
発
揮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

組
織
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
指
導
者
だ
け
に
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
点
を
こ
こ
で
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
発
言
」
す
る
「
忠
誠
心
」
と
い
う
話
題
は
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
思
想
的
な
伝

統
で
は
、「
諫３

言
」
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、
主
君
が
不
正
に
権
力
を
行
使
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
家

臣
が
主
君
に
忠
告
し
て
こ
れ
を
正
そ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
家
臣
に
よ
る
忠
告
を「
諫
言
」と
言
い
ま
す
。
文
字
通
り
、主
君
を
諫
め
る「
発
言
」で
す
。

　

こエ

う
し
た
考
え
方
は
も
と
も
と
古
代
中
国
の
儒
教
に
起
源
が
あ
り
ま
す
。

　

儒
教
の
古
典
的
経
典
と
い
え
ば
『
論
語
』
で
す
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　
「
子
路
が
主
君
に
つ
か
え
る
心
得
を
お
た
ず
ね
し
た
。
先
生
（
孔
子
）
は
い
わ
れ
た
。『
主
君
を
だ
ま

し
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し
て
主
君
に
逆
ら
っ
て
い
さ
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
』」（
憲
問
篇
）

　

こ
の
よ
う
に
、
主
君
が
間
違
っ
た
こ
と
を
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
君
に
つ
か
え
る
（
つ
ま
り
忠
誠
を

尽
く
す
）
に
は
、「
主
君
に
逆
ら
っ
て
い
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
で
す
。

　

こ
れ
は
親
子
関
係
で
も
同
様
で
す
。

　

再
び
、『
論
語
』
か
ら
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
「
先
生
が
言
わ
れ
た
。『
父
母
の
お
そ
ば
で
用
事
を
し
て
い
て
、
誤
り
を
見
つ
け
た
と
き
に
は
、
ま
ず

遠
回
し
に
諫
言
申
し
上
げ
よ
。
諫
め
を
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
意
向
と
察
し
た
ら
、
つ
つ
し
ん
で
こ
れ
に

違４

背
し
な
い
よ
う
に
し
、心
の
中
で
は
憂
慮
し
て
い
て
も
、怨
み
を
い
だ
い
て
は
な
ら
な
い
』」（
里
仁
篇
）

　

父
母
が
誤
り
を
犯
し
た
と
判
断
し
た
ら
、
失
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
し
な
が
ら
丁
寧
に
諫
言
し
な

さ
い
、
と
い
う
の
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
主
君
が
過
ち
を
犯
し
た
ら
家
臣
が
そ
れ
を
諫
め
る
の
が
、
家
臣
の
忠
誠
心
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
同
様
に
、
親
が
過
ち
を
犯
し
た
ら
子
供
が
そ
れ
を
指
摘
す
る
の
が
、
親
に
忠
実
な
子
供
の

道
だ
と
儒
教
は
教
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
主
君
に
は
主
君
の
果
た
す
べ
き
義
務
が

あ
り
、
家
臣
に
は
家
臣
の
果
た
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。
親
に
は
親
な
り
に
果
た
す
べ
き
義
務
が
あ
り
、

子
供
に
も
子
供
な
り
に
果
た
す
べ
き
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
儒
教
は
採
る
か
ら
で
す
。

　
『
論
語
』
に
も
こ
う
あ
り
ま
す
。

　
「
主
君
は
主
君
ら
し
く
、
家
来
は
家
来
ら
し
く
、
父
は
父
ら
し
く
、
子
は
子
ら
し
く
」（
顔
淵
篇
）

　

こ
う
い
う
わ
け
で
、
主
君
が
ど
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
も
、
無
条
件
に
家
臣
は
主
君
の
言
う
こ
と
を

聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を

ｂ

。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
諫
言
を
主
君
や
親
が
聞
き
入
れ
な
い
場
合
は
ど
う
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

子
が
三
度
諫
め
て
も
親
が
聞
き
入
れ
な
い
場
合
、
子
は
泣
く
泣
く
親
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
い
ま
す
。

　

親
子
関
係
か
ら
な
る
「
家
」
の
秩
序
を
乱
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
す
。

　

し
か
し
、
主
従
関
係
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な
り
ま
す
。

　

三
度
諫
め
て
も
主
君
が
聞
き
入
れ
な
い
の
な
ら
、
そ
の
主
君
の
も
と
か
ら
去
れ
、
と
い
う
の
で
す
。

　

つ
ま
り
諫
言
を
聞
き
入
れ
な
い
主
君
に
は
、
諫
言
す
る
家
臣
は
服
従
す
る
義
務
が
な
い
、
と
い
う
わ

け
で
す
。

　

こ
れ
は
、
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
理
論
に
「
翻
訳
」
す
れ
ば
、
主
君
が
「
発
言
」
を
聞
き
入
れ
な
い
場
合
、

家
臣
は
「
離
脱
」
し
て
構
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
家
臣
は
主
君
に
対
す
る
忠
誠
心
を
ホ５

ウ
キ
し
て

よ
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

（
将
基
面
貴
巳
『
従
順
さ
の
ど
こ
が
い
け
な
い
の
か
』）

問
１　

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

が
な
で
、
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
「
逆
説
的
」
と
い
う
語
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　

真
理
に
そ
む
く
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
真
理
を
つ
い
て
い
る
様

　

②　

先
に
述
べ
た
こ
と
と
、
後
に
述
べ
て
い
る
こ
と
と
が
相
反
し
て
い
る
様

　

③　

正
し
い
推
論
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
結
論
が
、
実
は
矛
盾
を
は
ら
ん
で

い
る
様

　

④　

論
理
に
反
し
て
い
る
様
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問
３　

傍
線
部
イ
「
う
ま
く
い
っ
て
い
る
組
織
に
関
し
て
は
、
忠
誠
心
の
問
題
は
生
じ
よ
う
が
な
い
」

と
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
考
え
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
。 

９
　

　

①　

忠
誠
心
の
問
題
と
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
か
ら
。

　

②　

忠
誠
心
の
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
態
度
や
行
動
と
し
て
理
解
で
き
る
か
、
で
あ
る
か
ら
。

　

③　

衰
退
し
つ
つ
あ
る
組
織
で
は
、
メ
ン
バ
ー
は
自
ら
の
利
益
を
考
え
て
行
動
す
る
か
ら
。

　

④　

う
ま
く
い
っ
て
い
る
組
織
に
お
い
て
は
、
メ
ン
バ
ー
は
従
順
な
態
度
を
取
る
か
ら
。

問
４　

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
。　
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①　

し
か
し

　

②　

た
だ
し

　

③　

つ
ま
り

　

④　

む
し
ろ

問
５　

傍
線
部
ウ
「
リ
ー
ダ
ー
の
言
う
こ
と
に
ひ
た
す
ら
素
直
に
従
っ
た
り
、
沈
黙
し
て
発
言
し
よ
う

と
し
な
い
人
々
は
忠
誠
心
の
な
い
人
々
だ
」
と
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
が
言
う
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　

リ
ー
ダ
ー
に
従
順
で
あ
る
の
は
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
忠
実
だ
と
評
価
さ
れ
た
が
る
利
己
的
な
態

度
で
あ
る
か
ら
。

　

②　

リ
ー
ダ
ー
に
従
順
で
あ
る
の
は
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
忠
誠
心
を
抱
い
て
い
る
だ
け
で
、
組
織
全

体
の
利
益
を
考
え
て
い
な
い
か
ら
。

　

③　

忠
誠
心
が
あ
れ
ば
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
指
導
方
針
や
経
営
内
容
を
批
判
し
た
り
し
な
い
は
ず
だ

か
ら
。

　

④　

忠
誠
心
が
あ
れ
ば
、
組
織
か
ら
逃
げ
出
さ
ず
、
組
織
を
改
善
す
る
た
め
に
リ
ー
ダ
ー
と
と
も
に

努
力
す
る
は
ず
だ
か
ら
。

問
６　

傍
線
部
エ
「
こ
う
し
た
考
え
方
は
も
と
も
と
古
代
中
国
の
儒
教
に
起
源
が
あ
り
ま
す
」
と
し
て

本
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
考
え
方
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
。 

12
　

　

①　

主
君
が
間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
と
き
に
は
い
さ
め
る
こ
と
が
、
主
君
に
対
し
て
忠
誠
を
尽
く
す

こ
と
に
な
る
。

　

②　

主
君
と
家
臣
、
ま
た
親
と
子
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す
べ
き
義
務
が
あ
る
。

　

③　

子
供
は
親
が
間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
と
き
に
諫
言
し
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
服
従

し
な
く
て
も
良
い
。

　

④　

家
臣
は
主
君
が
間
違
っ
た
こ
と
を
し
た
と
き
に
諫
言
し
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
服

従
し
な
く
て
も
良
い
。
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問
７　

空
欄

ｂ

に
当
て
は
ま
る
文
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　

儒
教
は
採
っ
て
い
ま
す

　

②　

儒
教
は
採
っ
て
い
ま
せ
ん

　

③　

伝
統
的
に
日
本
で
は
し
ま
す

　

④　

伝
統
的
に
日
本
で
は
し
ま
せ
ん

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　

忠
誠
心
は
、
古
来
組
織
の
運
用
に
お
い
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
。

　

②　

組
織
に
対
し
て
忠
誠
心
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
指
示
に
服
従
せ
ず
、「
諫
言
」
す
る
こ
と
も
あ
る
。

　

③　

組
織
の
再
建
策
を
訴
え
て
も
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
と
き
は
、「
離
脱
」
す
べ
き
で
あ
る
。

　

④　

現
代
の
経
済
学
者
ハ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
主
張
と
古
代
中
国
の
『
論
語
』
の
思
想
と
は
同
じ
で
あ
る
。

 

（
以
上
）


