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一
、
解
答
は
す
べ
て
「
解
答
用
紙
」
に
書
く
こ
と
。 

 

二
、
用
具
は
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル(

Ｈ
、
Ｆ
、
Ｈ
Ｂ
、
Ｂ)

、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
用
具 

の
み
と
し
、
そ
れ
以
外
の
使
用
は
認
め
な
い
。 

 

三
、
出
題
に
関
す
る
質
問
は
受
け
付
け
な
い
。 

 

＊
こ
の
問
題
用
紙
は
座
席
番
号
を
記
入
の
上
、
試
験
終
了
後
返
却
す
る
こ
と
。 

  
 

座
席
番
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【
問
題
】 

次
の
文
章
は
、
藤
原
辰
史
、
内
田
樹
他
著
『
「
自
由
」
の
危
機 

―
息
苦
し
さ
の
正
体
―
』
（
集
英
社
新
書 

二
〇
二
一
年
） 

の
一
部
で
、
山
崎
雅
弘
氏
が
「
守
る
べ
き
は
自
由
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
書
い
て
い
る
も
の

で
す
。
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

    

自
由
の
す
ば
ら
し
さ
を
教
わ
ら
な
い
日
本
の
子
ど
も
た
ち 

読
者
か
ら
初
め
て
著
書
に
サ
イ
ン
を
求
め
ら
れ
た
時
以
来
、
私
は
い
つ
も
、
決
ま
っ
た
言
葉
を
添
え
て
い

ま
す
。 

そ
の
言
葉
と
は
、
「
守
る
べ
き
は
自
由
」
。 

自
分
と
自
分
の
住
む
社
会
が
守
る
べ
き
だ
と
思
う
も
の
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。 

戦
争
の
対
極
と
し
て
の
平
和
、
一
人
ひ
と
り
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
る
民
主
主
義
な
ど
。 

で
す
が
、
そ
れ
ら
の
土
台
に
あ
る
の
は
、
人
間
の
思
考
や
発
言
、
表
現
、
行
動
な
ど
を
理
不
尽
に
制
限
さ

れ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
自
由
」
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

一
〇
年
前
の
二
〇
一
一
年
と
、
現
在
の
二
〇
二
一
年
を
比
べ
る
と
、
日
本
で
は
明
ら
か
に
、
こ
の
「
自
由
」

の
サ
イ
ズ
が
社
会
の
中
で
小
さ
く
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

例
え
ば
、
国
際
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
非
政
府
組
織
「
国
境
な
き
記
者
団
」
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か

ら
各
国
の
「
報
道
の
自
由
度
」
を
評
価
す
る
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
い
て
、
日
本
は
二
〇
一
〇
年
に
は
世
界
で

一
一
位
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
に
は
五
三
位
、
二
〇
一
六
年
に
は
七
二
位
に
転
落
し
、

二
〇
二
〇
年
の
順
位
も
一
八
〇
ヵ
国
（
／
地
域
）
中
の
六
六
位
と
い
う
、
一
〇
年
前
と
比
べ
る
と
大
き
く
下

が
っ
た
順
位
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
政
権
与
党
が
民
主
党
か
ら
自
民
党
に
切
り
替
わ
っ
た
の
は
、
二
〇
一
二
年
の
一
二
月
で
し
た

（
第
二
次
安
倍
政
権
の
発
足
）
。 

こ
の
「
報
道
の
自
由
度
」
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
け
る
日
本
の
順
位
の
急
落
は
、
日
本
国
内
で
は
あ
ま
り
話
題

に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
報
道
の
自
由
」
が
失
わ
れ
れ
ば
、
自
分
の
生
活
に
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と

理
解
し
て
い
る
人
が
、
日
本
で
は
少
数
派
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
「
報
道
の
自
由
」
と
は
報
道
の
仕
事

を
す
る
人
だ
け
に
関
係
の
あ
る
話
だ
、
と
勘
違
い
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

同
様
に
、「
言
論
の
自
由
」
や
「
表
現
の
自
由
」「
学
問
の
自
由
」
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ご
く
限
ら
れ
た
人

に
だ
け
関
係
の
あ
る
話
だ
と
理
解
し
て
、
自
分
の
生
活
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
に
つ
な
が
る
話
だ

と
は
思
わ
な
い
人
が
、
お
そ
ら
く
い
ま
の
日
本
で
は
多
数
派
で
し
ょ
う
。 

な
ぜ
そ
ん
な
風
潮
に
な
る
の
か
は
、
こ
の
一
〇
年
、
二
〇
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
期
間
に
お
け
る
、
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日
本
の
学
校
教
育
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
民
主
主
義
国
で
は
、
小
学
校
か
ら
、
い
ろ
ん
な
分
野
で
の
「
自
由
」
の
価
値
と
、
そ

れ
を
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
当
事
者
意
識
と
共
に
子
ど
も
に
教
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

日
本
の
学
校
で
は
一
部
の
例
外
を
除
き
、
子
ど
も
が
自
分
の
生
活
に
大
き
く
関
わ
る
身
近
な
問
題
と
し
て

「
自
由
」
の
価
値
を
学
べ
る
よ
う
な
教
育
制
度
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

む
し
ろ
、
子
ど
も
の
「
自
由
」
を
不
必
要
に
制
限
す
る
「
校
則
」
へ
の
服
従
を
強
制
し
て
、
あ
た
か
も
「
自

由
」
と
い
う
概
念
が
「
自
分
勝
手
」
や
「
わ
が
ま
ま
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
マ
イ
ナ
ス
の
観
点
を
植
え
つ

け
る
教
育
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
学
校
で
教
育
を
受
け
た
子
ど
も
は
、
「
自
由
」
の
す

ば
ら
し
さ
を
知
ら
ず
、
そ
れ
を
守
る
べ
き
理
由
も
理
解
で
き
な
い
ま
ま
成
長
し
ま
す
。 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
（
中
略
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

な
ぜ
人
間
は
自
発
的
に
「
自
由
」
を
手
放
し
て
し
ま
う
の
か 

日
本
の
社
会
で
、「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
重
視
す
る
価
値
観
が
根
強
い
理
由
は
、
先
に
挙
げ
た
教
育

だ
け
が
原
因
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。 

社
会
の
「
建
前
」
で
は
、
人
は
誰
で
も
「
自
由
」
を
望
む
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
実
際
の
世
の
中
に
は
、
自
分
が
持
つ
「
自
由
」
を
少
し
で
も
大
き
く
し
た
い
と
思
う
人
と
、
そ
う
で

な
い
人
の
、
二
種
類
の
人
が
存
在
し
て
い
ま
す
。 

そ
う
で
な
い
人
、
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
一
人
ひ
と
り
が
「
自
由
」
に
生
き
る
よ
り
も
、
大
き
な
集
団

の
「
秩
序
」
に
身
を
委
ね
た
方
が
自
分
に
と
っ
て
心
地
い
い
、
と
思
う
人
の
こ
と
で
す
。 

第
二
次
世
界
大
戦
の

中
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
迫
害
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
し
た
、
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ

ツ
人
の
心
理
学
者
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
、
一
九
四
一
年
に
上
梓
し
た
『
自
由
か
ら
の
逃
走
』
と
い
う
著

書
の
中
で
、
当
時
の
ド
イ
ツ
人
が
な
ぜ
、
人
々
の
「
自
由
」
を
国
家
に
献
上
さ
せ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
体
制

を
あ
れ
ほ
ど
熱
狂
的
に
支
持
し
た
の
か
、
な
ぜ
自
分
の
持
つ
「
自
由
」
を
い
と
も
簡
単
に
捨
て
て
し
ま
っ
た

の
か
に
つ
い
て
、
人
間
の
心
理
を
掘
り
下
げ
る
形
で
分
析
し
て
い
ま
す
。 

彼
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
人
々
が
「
自
由
」
を
捨
て
て
「
全
体
の
秩
序
」
を
選
ん
だ
大
き
な
理
由
は
、
孤
独

感
か
ら
の
解
放
で
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
で
ド
イ
ツ
帝
国
が
敗
北
し
、
ド
イ
ツ
国
民
は
皇
帝
を
頂
点
と
す

る
窮
屈
な
国
家
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
自
由
」
に
な
り
ま
し
た
。
人
々
は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
そ
の
「
自

由
」
を
謳
歌
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
、 

何
を
し
て
も
い
い
、 

と
い
う
「
自
由
」
は
、

人
々
の
心
か
ら
「
大
き
な
集
団
に
帰
属
し
て
い
る
」
と
い
う
一
体
感
や
安
心
感
を
取
り
去
っ
て
孤
独
感
を
味

わ
わ
せ
る
と
い
う
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
果
も
も
た
ら
し
ま
し
た
。 

そ
ん
な
中
で
、
経
済
恐
慌
な
ど
が
起
き
て
生
活
が
危
機
に
直
面
し
、
将
来
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
る
と
、
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ド
イ
ツ
の
人
々
は
不
安
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
、
も
う
一
度
「
大
き
な
集
団
に
帰
属
し
て
い
る
」
と
い
う

一
体
感
や
安
心
感
を
得
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
か
ら
「
自
由
」
を
取
り
上
げ

る
代
わ
り
に
「
大
き
な
集
団
に
帰
属
し
て
い
る
」
と
い
う
一
体
感
や
安
心
感
を
国
民
に
与
え
て
く
れ
る
、
ナ

チ
党
（
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
）
が
絶
大
な
支
持
を
集
め
た
の
で
し
た
。 

こ
の
成
り
行
き
を
見
て
、
ど
こ
か
で
似
た
話
が
あ
っ
た
な
、
と
思
わ
れ
ま
せ
ん
か
？ 

一
〇
年
前
の
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
が
起
き
、
日
本
国
民
は

将
来
の
見
通
し
や
、
技
術
大
国
と
し
て
の
自
信
を
失
い
、
不
安
な
心
境
が
社
会
に
広
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
盛
ん
に
用
い
た
の
が
「
絆

き
ず
な

」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。 

こ
の
「
絆
」
と
は
、
実
質
的
に
は
「
大
き
な
集
団
に
帰
属
し
て
い
る
」
と
い
う
一
体
感
や
安
心
感
を
指
す

言
葉
で
も
あ
り
ま
す
。
孤
独
感
か
ら
逃
れ
、
自
分
は
一
人
で
は
な
い
の
だ
、
大
き
な
集
団
の
一
部
な
の
だ
、

と
思
わ
せ
て
く
れ
る
「
絆
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
人
の
心
理
を
「
自
由
」
よ
り
「
秩
序
」
を
重
ん
じ
る
方

向
へ
と
、
少
し
ず
つ
変
え
て
い
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

「
自
由
」
を
手
放
し
た
後
に
待
っ
て
い
る
道 

こ
こ
で
改
め
て
日
本
人
が
思
い
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
日
本
が
過
去
に
「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」

を
優
先
す
る
道
に
進
ん
だ
時
、

後
に
ど
ん
な
結
果
へ
行
き
着
い
た
か
と
い
う
歴
史
で
す
。 

集
団
全
体
が
、
一
糸
乱
れ
ず
足
並
み
を
揃そ

ろ

え
て
、
同
じ
行
動
を
と
っ
て
、
同
じ
方
向
へ
と
進
む
。 

こ
う
し
た
光
景
は
、
一
見
す
る
と
、
集
団
全
体
の
持
つ
力
が
高
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。 

け
れ
ど
も
、
国
民
が
持
つ
「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
優
先
す
る
道
は
、
次
に
「
人
の
生
活
」
よ
り
も

「
秩
序
」
を
優
先
す
る
段
階
に
入
り
、
や
が
て
「
人
の
命
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
優
先
す
る
段
階
へ
と
進
ん

で
い
き
ま
し
た
。
国
民
が
「
自
由
」
を
手
放
す
こ
と
は
、
そ
の
先
に
あ
る
「
人
の
生
活
」
や
「
人
の
命
」
を

も
手
放
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
が
、
昭
和
期
の
大
日
本
帝
国
や
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
歴
史
が
我
々
に
教
え

て
い
る
、
重
要
な
教
訓
で
す
。 

昭
和
期
の
大
日
本
帝
国
や
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
は
、
自
国
民
が
「
言
論
の
自
由
」
や
「
学
問
の
自
由
」
を
持
つ

こ
と
を
許
さ
ず
、
国
家
の
指
導
部
が
正
し
い
と
見
な
し
た
言
論
や
学
問
だ
け
を
、
国
民
に
許
す
方
針
を
と
り

ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
全
体
が
間
違
っ
た
方
向
へ
と
少
し
ず
つ
進
み
始
め
て
も
、
そ
れ
を
軌
道
修
正
す
る

動
き
が
ほ
と
ん
ど
生
じ
ず
、
そ
の
ま
ま
破
滅
へ
と
直
進
し
て
い
き
ま
し
た
。 

軌
道
修
正
す
る
動
き
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
普
通
の
市
民
が
「
我
々
の
国
は
道
を
外
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
と
い
う
疑
問
を
口
に
し
た
り
、
学
者
が
専
門
的
見
地
か
ら
「
こ
の
ま
ま
い
ま
の
針
路
を
と
れ
ば
、
や

が
て
国
は
危
機
的
な
事
態
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
り
す
る
行
為
で
す
。 

一
九
三
七
年
七
月
に
日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
、
近
衛

こ

の

え

首
相
は
当
時
の
政
界
と
財
界
、
そ
し
て
大
手
メ
デ
ィ

ア
（
新
聞
各
紙
と
通
信
社
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
）
の
幹
部
を
首
相
官
邸
に
招
い
て
「
懇
談
会
」
を
開
き
、
中
国
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へ
の
武
力
行
使
と
い
う
政
府
の
方
針
に
協
力
す
る
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
新
聞
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ

ラ
ジ
オ
も
通
信
社
も
「
報
道
の
自
由
」
を
自
ら
捨
て
て
、
政
府
の
発
表
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
報
じ
た
り
、

政
府
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
事
実
を
報
じ
ず
に
済
ま
せ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
日
中
戦
争
が
勃
発
し
て
か
ら
数
ヵ
月
の
間
は
、
首
相
の
懇
談
会
に
幹
部
が
招
か
れ
な
か
っ
た
雑

誌
の
一
部
に
、
政
府
と
軍
の
方
針
に
疑
問
を
差
し
挟
む
内
容
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

例
え
ば
、
論
壇
誌
の
一
つ
「
文
藝
春
秋
」
一
九
三
七
年
一
〇
月
号
で
は
、
評
論
家
の
杉
山
平
助
が
「
戦
争

と
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
）
」
と
い
う
記
事
で
、
戦
時
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
担
う

べ
き
役
割
と
「
批
評
の
自
由
」
が
必
要
な
理
由
に
つ
い
て
、
率
直
に
意
見
を
表
明
し
て
い
ま
し
た
。 

「
現
実
に
お
い
て
は
、
指
導
者
の
判
断
力
の
み
が
、
常
に
絶
対
に
誤
り
が
な
い
と
は
保
証
さ
れ
が
た
い
。

（
中
略
）
指
導
者
側
に
、
重
大
な
誤
謬

ご
び
ゅ
う

が
犯
さ
れ
た
時
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
こ
れ
を
批
判
す
べ
き
義
務

が
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
大
局
か
ら
見
て
の
義
務
で
あ
る
。 

し
か
る
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
の
自
由
を
極
端
に
拘
束
せ
ら
れ
る
と
、
誤
謬
は
誤
謬
の
ま
ま
に
進

行
し
て
、
重
大
な
結
果
を
招
か
な
い
と
も
限
ら
な
い
」 

 

「
自
由
を
守
る
こ
と
」
は
「
生
活
や
命
を
守
る
こ
と
」 

そ
の
後
、
日
本
が
ど
ん
な
方
向
へ
と
進
ん
だ
か
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。
一
九
四
一
年
一
二
月

に
、
日
中
戦
争
が
太
平
洋
戦
争
へ
と
拡
大
し
た
後
も
、
日
本
に
は
「
報
道
や
批
評
の
自
由
」
が
事
実
上
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
は
政
府
に
と
っ
て
も
国
民
に
と
っ
て
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
し
た
。 

こ
の
歴
史
が
示
す
よ
う
に
、「
自
由
」
と
は
集
団
全
体
の
利
益
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
長
期
的

に
見
れ
ば
、
集
団
全
体
の
安
全
と
安
定
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
ブ
レ
ー
キ
や
バ
ラ
ン
サ
ー
の
役
割
を
果

た
す
こ
と
も
あ
る
、
重
要
な
「
力
」
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
そ
う
し
た
「
力
」
の
認
識
が
こ
の
一
〇
年
で
以
前
よ
り
も
さ
ら
に
軽
視
さ
れ
、「
言

論
の
自
由
」
や
「
学
問
の
自
由
」
が
少
し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
く
状
況
に
も
、
さ
ほ
ど
の
危
機
感
を
抱
か
な
い

国
民
が
多
数
派
で
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

学
校
で
、「
自
由
」
の
価
値
や
す
ば
ら
し
さ
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
時
に
自
分
一
人
で
あ
っ
て
も
「
お
か
し

い
」
と
口
に
す
る
勇
気
を
教
え
る
教
育
を
し
て
こ
な
か
っ
た
ツ
ケ
が
、
長
い
時
間
を
か
け
て
大
量
に
積
み
重

な
っ
た
結
果
、「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
優
先
順
位
の
上
位
に
置
く
社
会
が
、
強

固
な
形
で
構
築
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

集
団
全
体
の
「
秩
序
」
を
優
先
す
る
思
考
と
は
、
集
団
の
上
位
者
で
あ
る
政
府
や
上
司
の
言
う
こ
と
に
逆

ら
わ
ず
、
ひ
た
す
ら
従
う
こ
と
を
良
し
と
す
る
考
え
方
で
す
。
上
位
者
の
判
断
に
異
を
唱
え
た
り
、
間
違
い

を
指
摘
す
る
行
為
は
、
集
団
全
体
の
「
秩
序
」
を
乱
す
悪
事
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
す
。 

社
会
を
見
渡
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
光
景
が
、
あ
ち
こ
ち
で
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
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す
。
「
自
由
」
よ
り
も
「
秩
序
」
を
優
先
順
位
の
上
位
に
置
く
流
れ
が
加
速
す
る
と
、
も
う
誰
に
も
そ
の
流

れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
か
つ
て
の
日
本
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。 

そ
ん
な
流
れ
を
止
め
ら
れ
る
の
は
、
ま
だ
流
れ
の
勢
い
が
弱
い
う
ち
だ
け
で
す
。 

ま
た
、「
自
由
」
を
軽
視
す
る
社
会
と
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
や
生
き
方
の
「
多
様
性
」
を
も
軽
視
す
る
、

あ
る
い
は
認
め
な
い
社
会
を
意
味
し
ま
す
。
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
人
が
、
い
ろ
ん
な
生
き
方
を
選
択
で
き
る

社
会
を
目
指
す
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
世
界
の
趨
勢

す
う
せ
い

で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
社
会
や
文
化
に
関
わ
る

性
別
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
の
問
題
も
含
め
、
日
本
の
社
会
は
「
多
様
性
」
に
不
寛
容
で
、
そ
れ
を
認
め
れ
ば
「
家

族
の
絆
」
な
ど
の
「
秩
序
」
が
乱
れ
る
と
い
う
主
張
も
よ
く
見
か
け
ま
す
。 

 

失
っ
て
か
ら
そ
の
価
値
に
気
づ
か
さ
れ
る
も
の
は
、
世
の
中
に
数
多
く
存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
特

に
重
要
な
の
は
「
自
由
」
で
す
。
い
ま
を
生
き
る
我
々
は
、
八
〇
年
前
の
日
本
人
が
知
ら
な
か
っ
た
、
国
民

が
「
自
由
」
を
手
放
す
道
の
行
き
着
い
た
先
を
知
っ
て
い
ま
す
。 

守
る
べ
き
は
「
自
由
」
。
そ
の
行
為
は
、
人
の
生
活
や
人
の
命
を
守
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。 

 

（
※
本
文
は
出
題
の
都
合
上
、
一
部
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
） 

     

［
設
問
１
］ 

筆
者
は
日
本
で
自
由
が

近
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
背
景
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
か
、
一
五
〇
字
以
内
で
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

［
設
問
２
］ 

筆
者
が
考
え
る
「
守
る
べ
き
は
自
由
」
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
六
〇
〇
字
以
内
で
ま
と
め
て
く

だ
さ
い
。 




