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【
一
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
設
問
に
答
え
よ
。

１

す
べ
て
の
道
徳
は
、
ひ
と
が
徳
の
あ
る
人
間
に
な
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
徳
の
あ
る
人
間
と
は
、
徳
の
あ
る
行
為
を
す
る
者

、
、

の
こ
と
で
あ
る
。
徳
は
何
よ
り
も
働
き
に
属
し
て
い
る
。
有
徳
の
人
も
、
働
か
な
い
場
合
、
た
だ
可
能
的
に
徳
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

、
、
、

、
、

っ
て
、
現
実
的
に
徳
が
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
ｅ
ｘ
１ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
は
活
動
で
あ
る
。
ひ
と
が
徳
の
あ

、
、
、
、
、
、
、

る
人
間
と
な
る
の
も
、
徳
の
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
如
何
な
る
活
動
、
如
何
な
る
行
為
が
徳
の
あ
る
も
の

、
、
、
、

い
か

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
抽
象
的
に
答
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
人
間
的
行
為
の
性
質
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

、
、
、
、

ら
か
に
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

２

人
間
は
つ
ね
に
環
境
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
。
か
く
て
ア

人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
技
術
的
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
我
々
の
行
為

、
、
、
、
、
、
、

は
単
に
我
々
自
身
か
ら
出
る
も
の
で
な
く
、
同
時
に
環
境
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
、
単
に
能
動
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
受
動
的
な
も
の

で
あ
る
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
体
と
環
境
と
を
媒
介
す
る
も
の
が
技
術
で
あ
る
。
人

間
の
行
為
が
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
徳
は
有
能
で
あ
る
こ
と
、
技
術
的
に
ａ

タ
ク
エ
ツ
し
て
い
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（ｅ
ｘ
２

、
、
、
、

徳
の
あ
る
大
工
と
い
う
の
は
有
能
な
大
工
、
立
派
に
家
を
建
て
る
こ
と
の
で
き
る
大
工
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
あ
る
べ
き
よ
う
に
家
を
建

、
、
、
、
、

て
る
こ
と
の
で
き
ぬ
大
工
は
大
工
の
徳
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
徳
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
何
か
受
取
り
難
い
よ
う
に
感
ぜ
ら

れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
日
普
通
に
、
道
徳
は
意
志
の
問
題
と
考
え
ら
れ
、
徳
と
い
う
も
の
も
従
っ
て
主
観
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か

る
に
（
ｅ
ｘ
３例

え
ば
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、
徳
は
ま
さ
に
有
能
性
、
働
き
の
立
派
さ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
ル
ネ
サ
ン
ス

、
、
、
、
、

の
時
代
に
再
び
現
わ
れ
た
。
徳
は
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
の
見
方
に
属
し
て
い
る
。
実
際
、
人
間
の
行
為
は
つ
ね
に
環
境
に
お
け
る

活
動
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
本
質
的
に
技
術
的
で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
イ

徳
を
有
能
性
と
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
を
力
と
考

え
る
こ
と
で
さ
え
も
、
理
由
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
は
単
に
意
識
の
問
題
で
な
く
、
む
し
ろ
身
体
に
よ
っ
て
意
識
か
ら
脱
け
出

ぬ
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る
と
こ
ろ
に
行
為
が
あ
る
。
従
っ
て
徳
と
い
う
も
の
も
単
に
意
識
に
関
係
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
ｅ
ｘ
４芸

術
を
制
作

的
活
動
か
ら
出
立
し
て
考
察
し
、
そ
の
一
般
的
原
理
は
美
で
な
く
却
っ
て
真
理
で
あ
る
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ド
レ
ル
は
、
芸
術
的
に
真
で
あ
る

か
え

こ
と
は
、
意
図
の
、
意
欲
の
問
題
で
な
く
、
才
能
の
、
能
力
の
問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
我
々
は
道
徳
的
真
理
に
つ
い
て
、
同
じ
よ
う

、
、
、
、

に
、
道
徳
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
、
単
に
意
志
の
問
題
で
な
く
、
有
能
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

３

尤
も
、
行
為
は
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
技
術
的
行
為
が
道
徳
的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
つ
と

固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
は
物
の
生
産
の
技
術
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
技
術
的
行
為
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
道
徳
的
と
見
ら
れ
な
い
の
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

普
通
で
あ
る
。
道
徳
的
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
物
に
で
な
く
人
間
に
、
客
体
に
で
な
く
主
体
に
、
関
係
し
て
い
る
。
技
術
的
行
為
に
つ
い
て

徳
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
主
体
或
い
は
人
間
に
関
係
し
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
が
そ
の
仕
事
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、

あ
る

忠
実
で
あ
る
こ
と
、
良
心
的
で
あ
る
こ
と
は
、
道
徳
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
の
仕
事
で
な
く
、

彼
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
如
何
な
る
人
間
の
行
為
も
物
に
関
係
し
て
い
る
。
我
々
自
身
或
る
意
味
で
は
物
で
あ
り
、
人
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ

人
と
の
行
為
的
連
関
は
物
を
媒
介
と
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
人
間
の
徳
を
彼
の
仕
事
に
お
け
る
有
能
性
か
ら
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
抽
象

的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

４

そ
れ
の
み
で
な
く
、
技
術
の
意
味
を
広
く
理
解
し
て
、
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
徳
と
有
能
性
と
の
密

、
、
、

、
、
、
、
、
、

接
な
関
係
は
一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
技
術
と
い
わ
れ
た
の
は
主
と
し
て
経
済
的
技
術
で
あ
る
。
か
よ
う
に
技
術
と
い
う
と
直

め
い
り
ょ
う

ち
に
物
質
的
生
産
の
技
術
を
考
え
る
こ
と
は
、
近
代
に
お
け
る
自
然
科
学
及
び
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
技
術
の
ｂ

ヒ
ヤ
ク
的
発
達
、
そ
れ
が
人

間
生
活
に
も
た
ら
し
た
ｃ

ケ
ン
チ
ョ
な
効
果
の
影
響
の
も
と
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
（
ｅ
ｘ
５ギ

リ
シ
ア
に
お
い
て
芸
術
と
技
術
と
が
一

つ
に
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
切
の
文
化
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
独
立
な
主
体
と
主
体
と
は
、
客
観
的
に
表
現
さ

、
、
、
、
、
、

れ
た
文
化
を
通
じ
て
結
合
さ
れ
る
。
主
体
と
主
体
と
は
す
べ
て
表
現
を
通
じ
て
行
為
的
に
関
係
す
る
。（
ｅ
ｘ
６人

と
人
と
が
挨
拶
を
交
わ
す
と
き
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
い
さ
つ

そ
の
言
葉
は
す
で
に
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
挨
拶
は
修
辞
学
的
で
あ
り
、
修
辞
学
は
言
葉
の
技
術
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
彼
等ら

が
ｄ

ボ
ウ
シ
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
ま
た
す
で
に
一
つ
の
技
術
が
あ
る
。
一
般
に
礼
儀
作
法
と
い
う
も
の
は
技
術
に
属
し
て
い
る
。
ウ

技

術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
行
為
は
表
現
的
に
な
る
。
礼
儀
作
法
は
道
徳
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
道
徳

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
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的
行
為
は
技
術
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
礼
儀
作
法
は
一
つ
の
文
化
と
見
ら
れ
る
が
、
一
切
の
文
化
は
技
術
的
に
作
ら
れ
、
主
体
と
主
体
と
の

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

行
為
的
連
関
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
は
も
と
よ
り
、
社
会
の
諸
組
織
、
諸
制
度
も
技
術
的
に
作
ら
れ
る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
が
あ

る
の
み
で
な
く
、
人
間
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
。
人
間
は
自
然
的
・
社
会
的
環
境
に
お
い
て
、
こ
れ
に
行
為
的
に
適
応
し
つ
つ
生
活
し
て
い

る
。
自
然
に
対
す
る
適
応
と
社
会
に
対
す
る
適
応
と
は
相
互
に
制
約
す
る
。
自
然
に
対
す
る
適
応
の
仕
方
が
社
会
の
組
織
や
制
度
を
規
定
し
、

、
、
、
、

逆
に
ま
た
後
者
が
前
者
を
規
定
す
る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
と
社
会
に
対
す
る
技
術
と
は
相
互
に
連
関
し
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
的
に
見
る

、
、
、
、
、

と
、
近
代
社
会
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
は
自
然
に
対
す
る
技
術
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
産
業
革
命
と
な
り
、
そ
の
後
そ
の
影
響
か
ら
重
大

な
社
会
問
題
が
生
ず
る
に
至
り
、
現
代
に
お
い
て
は
社
会
に
対
す
る
技
術
が
中
心
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

５

し
か
し
道
徳
は
外
的
な
も
の
で
な
く
、
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
更
に
心
の
技
術
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ

、
、
、
、

る
で
あ
ろ
う
。
心
の
徳
も
技
術
的
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
は
理
性
的
な
部
分
と
非
理
性
的
な
部
分
と
か
ら
成
っ
て
い
る
と
す
れ

、
、
、

ば
、
理
性
が
完
全
に
働
き
得
る
た
め
に
は
非
理
性
的
な
部
分
に
対
す
る
理
性
の
支
配
が
完
全
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
支
配

、に
は
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
目
的
は
非
理
性
的
な
も
の
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
と
理
性
的
な
も
の
と

を
調
和
さ
せ
て
美
し
き
ｅ

タ
マ
シ
イ
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
は
一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
心
の
技
術
は
物

、
、
、
、

の
技
術
と
違
っ
て
心
を
対
象
と
す
る
技
術
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
心
に
の
み
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
技
術
も
ま
た
一
定

の
仕
方
で
環
境
に
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
物
の
技
術
に
お
い
て
は
、
技
術
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
観
と
客
観
と
の
媒
介
的
統
一
は
、

す
な
わ

物
を
変
化
し
、
物
の
形
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
、
そ
こ
に
出
来
て
く
る
の
は
物
で
あ
る
。
心
の
技
術
に
お
い

、
、
、
、

て
も
環
境
が
問
題
で
な
い
の
で
な
く
、
た
だ
そ
の
場
合
主
観
と
客
観
と
の
媒
介
的
統
一
は
、
心
を
変
化
し
、
心
の
形
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

、
、
、
、

主
体
の
側
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
か
く
し
て
エ

「
人
間
」
が
作
ら
れ
る
と
き
、
我
々
は
環
境
の
如
何
な
る
変
化
に
対
し
て
も
自
己
を
平
静

に
保
ち
、
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
を
作
る
こ
と
が
修
養
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
修
養
は
修
業
と
し
て

技
術
的
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
の
技
術
は
社
会
か
ら
逃
避
す
る
た
め
の
技
術
と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
身
を
修
め
る
こ
と
は
社
会
に

、
、
、
、
、
、

お
い
て
働
く
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
業
は
む
し
ろ
社
会
的
活
動
の
う
ち
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
環
境
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
修
業
も
特
定
の
仕
方
に
お
い
て
主
体
と
環
境
と
を

技
術
的
に
媒
介
し
て
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
心
の
技
術
は
そ
れ
自
身
に
止
ま
る
限
り
個
人
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
物
の
技
術
と
結

、
、
、
、
、
、

と
ど

び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
オ

真
に
現
実
的
に
社
会
的
意
味
を
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

(

三
木
清
『
哲
学
入
門
』)

〔
注
〕

○
フ
ィ
ー
ド
レ
ルKonrad

Adolf
Fiedler

(

一
八
四
一
～
一
八
九
五)

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。

設

問

(

一)

「
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
技
術
的
で
あ
る
」(

傍
線
部
ア)

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

(

二)

「
徳
を
有
能
性
と
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
を
力
と
考
え
る
こ
と
」(

傍
線
部
イ)

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

(

三)

「
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
行
為
は
表
現
的
に
な
る
」(

傍
線
部
ウ)

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

(

四)

「
『
人
間
』
が
作
ら
れ
る
」(

傍
線
部
エ)

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

(

五)

「
真
に
現
実
的
に
社
会
的
意
味
を
生
じ
て
く
る
」(

傍
線
部
オ)
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
、
全
体
の
論
旨
に
即
し

て
一
〇
〇
字
以
上
一
二
〇
字
以
内
で
述
べ
よ
。(

句
読
点
も
一
字
と
し
て
数
え
る
。
な
お
、
採
点
に
お
い
て
は
、
表
記
に
つ
い
て
も
考
慮

す
る
。)

(

六)

傍
線
部
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
に
相
当
す
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。
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ａ

タ
ク
エ
ツ

ｂ

ヒ
ヤ
ク

ｃ

ケ
ン
チ
ョ

ｄ

ボ
ウ
シ

ｅ

タ
マ
シ
イ

【
解
答
一
】

(

収
録
な
し)
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