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一 

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

日
本
語
に
は
、
触
覚
に
関
す
る
二
つ
の
動
詞
が
あ
り
ま
す
。 

 ① 

さ
わ
る 

② 

ふ
れ
る 

 

英
語
に
す
る
と
ど
ち
ら
も
「touch

」
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
怪
我
を
し
た
場
面
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
傷
口
に
「
さ
わ
る
」
と
い
う
と
、
何
だ
か
痛
そ
う
な
感
じ
が
し
ま

す
。
さ
わ
っ
て
ほ
し
く
な
く
て
、
思
わ
ず
①
患
部
を
引
っ
込
め
た
く
な
る
。 

で
は
、「
ふ
れ
る
」
だ
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
傷
口
に
「
ふ
れ
る
」
と
い
う
と
、
状
態
を
み
た
り
、
薬
を
つ
け
た
り
、
さ
す

っ
た
り
、
そ
っ
と
手
当
て
を
し
て
も
ら
え
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
ま
す
。
痛
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
我
②
マ
ン

し
て
み
よ
う
か
な
と
い
う
気
に
な
る
。 

虫
や
動
物
を
前
に
し
た
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。「
怖
く
て
さ
わ
れ
な
い
」
と
は
言
い
ま
す
が
、「
怖
く
て
ふ
れ
ら
れ
な

い
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
ス
ラ
イ
ム
や
布
地
の
質
感
を
確
か
め
て
ほ
し
い
と
き
、
私
た
ち
は
「
さ
わ
っ
て
ご
ら
ん
」
と
言
う
の

で
あ
っ
て
、「
ふ
れ
て
ご
ら
ん
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。 

不
可
解
な
の
は
、
気
体
の
場
合
で
す
。
部
屋
の
中
の
目
に
見
え
な
い
空
気
を
、「
さ
わ
る
」
こ
と
は
基
本
的
に
で
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
窓
を
あ
け
て
空
気
を
入
れ
替
え
る
と
、
冷
た
い
外
の
空
気
に
「
ふ
れ
る
」
こ
と
は
で
き
る
の
で
す
。 

抽
象
的
な
触
覚
も
あ
り
ま
す
。
会
議
な
ど
で
特
定
の
話
題
に
言
及
す
る
こ
と
は
「
ふ
れ
る
」
で
す
が
、
す
べ
て
を
話
す
わ
け

で
は
な
い
場
合
に
は
、「
Ａ
さ
わ
り
だ
け
」
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
怒
り
の
感
情
は
ど
う
で
し
ょ
う
。「
逆
鱗
に
ふ
れ
る
」
と

い
う
と
怒
り
を
爆
発
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、「
神
経
に
さ
わ
る
」
と
い
う
と
必
ず
し
も
③
怒
り
を
外
に
出
さ
ず
、
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イ
ラ
イ
ラ
と
腹
立
た
し
く
思
っ
て
い
る
状
態
を
指
し
ま
す
。 

つ
ま
り
私
た
ち
は
、「
さ
わ
る
」
と
「
ふ
れ
る
」
と
い
う
二
つ
の
触
覚
に
関
す
る
動
詞
を
、
状
況
に
応
じ
て
、
無
意
識
に
使

い
分
け
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
④
ア
イ
マ
イ
な
部
分
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
さ
わ
る
」
と
「
ふ
れ
る
」
の
両
方
が
使

え
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
私
た
ち
は
微
妙
な
意
味
の
違
い
を
感
じ
と
っ
て
い
る
。
同
じ
触
覚
な
の

に
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
の
で
す
。 

哲
学
の
立
場
か
ら
こ
の
違
い
に
注
目
し
た
の
が
、
坂
部
恵
で
す
。
坂
部
は
、
そ
の
違
い
を
こ
ん
な
ふ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。 

 

愛
す
る
人
の
体
に
ふ
れ
る
こ
と
と
、
単
に
た
と
え
ば
電
車
の
な
か
で
痴
漢
が
見
ず
知
ら
ず
の
異
性
の
体
に
さ
わ
る
こ
と

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
同
じ
位
相
に
お
け
る
体
験
な
い
し
行
動
で
は
な
い
。 

一
言
で
い
え
ば
、
ふ
れ
る
と
い
う
体
験
に
あ
る
相
互
嵌
入
注
１

の
契
機
、
ふ
れ
る
こ
と
は
直
ち
に
ふ
れ
合
う
こ
と
に
通
じ

る
と
い
う
相
互
性
の
契
機
、
あ
る
い
は
ま
た
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
自
己
を
超
え
て
あ
ふ
れ
出
て
、
他
者
の
い

の
ち
に
ふ
れ
合
い
、
参
入
す
る
と
い
う
契
機
が
、
さ
わ
る
と
い
う
こ
と
の
場
合
に
は
⑤
抜
け
落
ち
て
、
こ
こ
で
は
内
―
外
、

自
―
他
、
受
動
―
能
動
、
一
言
で
い
っ
て
さ
わ
る
も
の
と
さ
わ
ら
れ
る
も
の
の
区
別
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

「
ふ
れ
る
」
が
相
互
的
で
あ
る
の
に
対
し
、「
さ
わ
る
」
は
一
方
的
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
こ
れ
が
坂
部
の
主
張
で

す
。 言

い
換
え
れ
ば
、「
ふ
れ
る
」
は
人
間
的
な
か
か
わ
り
、「
さ
わ
る
」
は
物
的
な
か
か
わ
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
そ
こ
に
い
の
ち
を
い
つ
く
し
む
よ
う
な
人
間
的
な
か
か
わ
り
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
「
ふ
れ
る
」
で
あ
り
、
お
の
ず

と
「
ふ
れ
合
い
」
に
通
じ
て
い
き
ま
す
。
逆
に
、
物
と
し
て
の
特
徴
や
性
質
を
確
認
し
た
り
、
味
わ
っ
た
り
す
る
と
き
に
は
、

そ
こ
に
は
相
互
性
は
生
ま
れ
ず
、
た
だ
の
「
さ
わ
る
」
に
と
ど
ま
り
ま
す
。 

重
要
な
の
は
、
相
手
が
人
間
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
か
か
わ
り
が
人
間
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
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す
。
坂
部
が
あ
げ
て
い
る
痴
漢
の
例
の
よ
う
に
、
相
手
の
同
意
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ま
り
相
手
を
物
と
し
て
扱
っ

て
、
た
だ
自
分
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
一
方
的
に
行
為
に
お
よ
ぶ
の
は
、「
さ
わ
る
」
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
傷
口
に
「
さ
わ
る
」
の
が
痛
そ
う
な
の
は
、
そ
れ
が
一
方
的
で
、
さ
わ
ら
れ
る
側
の
心
情
を
無
視
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
は
「
ふ
れ
る
」
の
よ
う
な
相
互
性
、
つ
ま
り
相
手
の
痛
み
を
お
も
ん
ぱ
か
る
よ
う
な
⑥
ハ
イ

リ
ョ
は
あ
り
ま
せ
ん
。【
ア
】 

も
っ
と
も
、
人
間
の
体
を
「
さ
わ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
物
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
、
必
ず
し
も
「
悪
」
と
も
限
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
医
師
が
患
者
の
体
を
触
診
す
る
場
合
。
お
腹
の
張
り
具
合
を
調
べ
た
り
、
し
こ
り
の
状
態
を
確
認
し
た
り
す
る
場

合
に
は
、「
さ
わ
る
」
と
言
う
ほ
う
が
自
然
で
す
。
触
診
は
、
医
師
の
⑦
専
門
的
な
知
識
を
前
提
と
し
た
触
覚
で
す
。
あ
る
意

味
で
、
医
師
は
患
者
の
体
を
科
学
の
対
象
と
し
て
見
て
い
る
。
こ
の
態
度
表
明
が
「
さ
わ
る
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

同
じ
よ
う
に
、
相
手
が
人
間
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
か
か
わ
り
が
非
人
間
的
で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
物
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
一
点
物
の
う
つ
わ
で
、
作
り
手
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
壊
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ

け
な
が
ら
、
い
つ
く
し
む
よ
う
に
か
か
わ
る
の
は
「
ふ
れ
る
」
で
す
。
で
は
「
外
の
空
気
に
ふ
れ
る
」
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
対

象
が
気
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
ふ
れ
よ
う
と
す
る
こ
ち
ら
の
意
志
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
流
れ
込
ん
で
く
る
と
い
う
気
体
側

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
す
。
こ
の
出
会
い
の 
１ 

が
「
ふ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
引
き
寄
せ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。 

人
間
を
物
の
よ
う
に
「 

２ 

」
こ
と
も
で
き
る
し
、
物
に
人
間
の
よ
う
に
「 

３ 

」
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
こ
と
が

示
し
て
い
る
の
は
、「
ふ
れ
る
」
は
容
易
に
「
さ
わ
る
」
に
転
じ
う
る
し
、
逆
に
「
さ
わ
る
」
の
つ
も
り
だ
っ
た
も
の
が
「
ふ

れ
る
」
に
な
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

相
手
が
人
間
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
違
い
は
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
た
と
え
ば
、
障
害
や
病
気
と
と
も
に
生

き
る
人
、
あ
る
い
は
お
年
寄
り
の
体
に
か
か
わ
る
と
き
。
⑧
冒
頭
に
出
し
た
傷
に
「
ふ
れ
る
」
は
よ
い
が
「
さ
わ
る
」
は
痛
い
、

と
い
う
例
は
、
よ
り
一
般
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
ケ
ア
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
に
直
結
し
ま
す
。 
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ケ
ア
の
場
面
で
、「
ふ
れ
て
」
ほ
し
い
と
き
に
「
さ
わ
ら
」
れ
た
ら
、
勝
手
に
自
分
の
領
域
に
入
ら
れ
た
よ
う
な
暴
力
性
を

感
じ
る
で
し
ょ
う
。
逆
に
Ｂ
触
診
の
よ
う
に
「
さ
わ
る
」
が
想
定
さ
れ
る
場
面
で
過
剰
に
「
ふ
れ
る
」
が
入
っ
て
き
た
ら
、
そ

の
感
情
的
な
湿
度
の
よ
う
な
も
の
に
不
快
感
を
覚
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ケ
ア
の
場
面
に
お
い
て
、「
ふ
れ
る
」
と
「
さ
わ

る
」
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
相
手
に
大
き
な
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。 

あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
私
た
ち
が
い
か
に
、
接
触
面
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
力
加
減
、
波
打
ち
、
リ
ズ
ム
等
の
う

ち
に
、
相
手
の
自
分
に
対
す
る
「
態
度
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
相
手
は
自
分
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て

い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。「
さ
わ
る
」「
ふ
れ
る
」
は
あ
く
ま
で
入
り
口
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か

ら
「
つ
か
む
」「
な
で
る
」「
ひ
っ
ぱ
る
」「
も
ち
あ
げ
る
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
接
触
的
動
作
に
移
行
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し

ょ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
接
触
面
に
は
「
人
間
関
係
」
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
接
触
面
の
人
間
関
係
は
、
ケ
ア
の
場
面
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
子
育
て
、
教
育
、
性
愛
、
ス
ポ
ー
ツ
、
看
取
り
な
ど
、

人
生
の
重
要
な
局
面
で
、
私
た
ち
が
出
会
う
こ
と
に
な
る
人
間
関
係
で
す
。
そ
こ
で
経
験
す
る
人
間
関
係
、
つ
ま
り
さ
わ
り

方
／
ふ
れ
方
は
、
そ
の
人
の
幸
福
感
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
影
響
を
与
え
る
で
し
ょ
う
。 

「
よ
き
生
き
方
」
な
ら
ぬ
「
よ
き
さ
わ
り
方
／
ふ
れ
方
」
と
は
何
な
の
か
。
触
覚
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
が
親
密
さ
に

も
、
暴
力
に
も
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
が
人
の
体
に
さ
わ
る
／
ふ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
⑨
キ
ン
張

や
信
頼
、
あ
る
い
は
交
渉
や
⑩
ジ
ョ
ウ
歩
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
触
覚
の
倫
理
と
は
何
な
の
か
。 

触
覚
を
担
う
の
は
手
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
間
関
係
と
い
う
意
味
で
主
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
や
は
り
手
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
け
る
手
の
働
き
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
あ
る
触
覚
な
ら
で
は
の
関
わ
り
の
か
た
ち
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。
こ
れ
が
本
書
の
テ
ー
マ
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
伊
藤
亜
紗
『
手
の
倫
理
』〈
講
談
社
・
二
〇
二
〇
年
〉
に
基
づ
く
） 

 

注
１ 

嵌
入
…
…
読
み
は
「
か
ん
に
ゅ
う
」。
意
味
は
、
は
め
込
む
こ
と
。
ま
た
、
は
ま
り
込
む
こ
と
。 
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問
一 

次
に
示
す
表
現
【
ａ
】
～
【
ｅ
】
は
、
傍
線
部
①
③
⑤
⑦
⑧
の
文
字
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。【
ａ
】
～
【
ｅ
】
の 

そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
う
ち
、
二
重
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 

【
ａ
】
患
う 

 

【
ｂ
】
喜
怒
哀
楽 

 

【
ｃ
】
抜
本
的 
 

【
ｄ
】
専
ら 

 

【
ｅ
】
冒
す 

 

問
二 

傍
線
部
②
④
⑥
⑨
⑩
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
あ
ら
た
め
よ
。 

 

問
三 

次
に
掲
げ
る
〔
脱
文
〕
は
本
文
か
ら
抜
き
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〔
脱
文
〕
を
挿
入
す
る
の
に
も
っ
と
も
適
切
な 

場
所
を
本
文
中
の
【
ア
】
よ
り
も
前
の
部
分
か
ら
探
し
出
し
、
挿
入
部
分
の
直
前
の
十
文
字
（
句
読
点
や
記
号
も
一
文 

字
と
し
て
数
え
る
）
を
抜
き
出
せ
。 

 

〔
脱
文
〕 

物
に
対
す
る
触
覚
も
同
じ
で
す
。 

 

問
四 

波
線
部
Ａ
「
さ
わ
り
だ
け
」
に
つ
い
て
、「
さ
わ
り
だ
け
話
す
」
と
い
う
表
現
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
か
。
次
の 

選
択
肢
①
～
④
よ
り
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。 

 

① 

都
合
が
悪
く
な
い
部
分
だ
け
話
す 

 
 

② 

最
初
の
部
分
だ
け
話
す 

③ 

最
後
の
部
分
だ
け
話
す 

 
 
 
 
 
 

④ 

要
点
だ
け
話
す 

 

問
五 

空
欄 

１ 

に
は
本
文
中
の
漢
字
三
文
字
の
表
現
が
入
る
。
こ
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
も
っ
と
も
適
切
な
表
現
を
本 

文
中
よ
り
抜
き
出
せ
。 
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問
六 

波
線
部
Ｂ
「
触
診
の
よ
う
に
「
さ
わ
る
」
が
想
定
さ
れ
る
場
面
で
過
剰
に
「
ふ
れ
る
」
が
入
っ
て
き
た
ら
、
そ
の
感
情 

的
な
湿
度
の
よ
う
な
も
の
に
不
快
感
を
覚
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
に
つ
い
て
、
こ
の
場
面
で
な
ぜ
「
不
快
感
を
覚
え 

る
」
お
そ
れ
が
あ
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
せ
よ
。
な
お
、
解
答
に
あ
た
っ
て
は
次
に
示
す
各
条
件
を
す
べ
て
満
た 

す
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

  
 

〔
条
件
１
〕
六
〇
字
以
上
、
八
〇
字
以
内
で
書
く
（
句
読
点
や
記
号
も
一
文
字
と
し
て
数
え
る
）。 

〔
条
件
２
〕
二
文
に
分
け
て
書
く
。
ま
た
、
第
一
文
は
「
触
診
は
」
で
、
第
二
文
は
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
で
始
め
る
。 

〔
条
件
３
〕
第
一
文
に
は
「
体
を
」
と
い
う
表
現
を
、
第
二
文
に
は
「
人
間
的
」
と
い
う
表
現
を
入
れ
る
。 

 

問
七 

空
欄 

２ 

お
よ
び 
３ 

に
は
、「
ふ
れ
る
」
も
し
く
は
「
さ
わ
る
」
と
い
う
語
の
い
ず
れ
か
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ 

の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
適
切
な
表
現
を
書
け
。 

 

問
八 

次
に
示
す
①
～
③
の
各
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
に
は
〇
を
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は×

を
記 

せ
。 

 

① 

触
覚
を
表
す
表
現
に
は
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
意
味
上
の
多
少
の
違
い
が
あ
る
。
我
々
は
そ
の
意
味
の
微
細

な
違
い
を
と
ら
え
、
恣
意
的
に
使
い
分
け
て
い
る
。 

② 

気
体
に
対
し
て
「
ふ
れ
る
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
れ
は
適
切
と
は
言
い
難

い
。 

③ 

接
触
の
場
面
に
は
接
触
者
と
被
接
触
者
が
お
り
、
接
触
者
が
被
接
触
者
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
の
か
が
そ

の
接
触
の
あ
り
よ
う
に
表
れ
て
く
る
。 
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二 

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 
日
本
に
お
け
る
建
築
家
の
起
源 

こ
こ
ま
で
特
に
定
義
も
せ
ず
、
建
築
家
と
い
う
職
業
名
を
書
き
連
ね
て
き
た
が
、
建
築
家
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
職

業
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

建
築
士
と
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
？ 

日
本
に
お
い
て
、
建
築
家
と
い
う
職
業
を
理
解
す
る
こ
と
は
と
て
も
む
ず
か
し
い
。
そ
の
一
番
の
理
由
は
、
建
築
家
と
い
う

広
く
知
ら
れ
た
職
業
名
と
、
こ
ち
ら
も
よ
く
知
ら
れ
た
（
一
級
）
建
築
士
と
い
う
国
家
資
格
が
、
重
な
り
つ
つ
も
ズ
レ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
、
建
築
家
と
い
う
職
業
に
公
的
な
資
格
は
必
要
な
い
。
し
か
し
、
建
築
士
に
な
る
に
は
試
験
に

合
格
し
て
、
免
許
を
登
録
す
る
必
要
が
あ
る
。 

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
建
築
家
と
い
う
職
業
名
は
、
一
部
の
建
築
士
が
カ
ッ
コ
つ
け
て
名
乗
っ
て
い
る
だ
け
な
の
か
、
と
訝
し

む
方
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
話
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
建
築
家
と
い
う
職
業
は
、
一
級
建
築
士
と
い
う
制
度
が

整
え
ら
れ
る
よ
り
も
前
か
ら
日
本
に
存
在
す
る
。 

明
治
時
代
、日
本
は
西
欧
列
強
に
追
い
つ
く
た
め
に
、お
①
雇
い
外
国
人
を
招
聘
し
、西
洋
の
学
問
や
技
術
を
取
り
入
れ
た
。

そ
の
中
に
は
建
築
も
含
ま
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
一
八
七
三
年
の
工
部
大
学
校
創
設
か
ら
四
年
後
、
イ
ギ
リ
ス
よ
り
招

聘
さ
れ
た
建
築
家
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
に
よ
っ
て
日
本
に
お
け
る
ア
ー
キ
テ
ク
ト
教
育
が
開
始
さ
れ
た
。 

や
が
て
建
築
家
の
数
が
増
え
て
い
く
と
、
建
築
家
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
職
能
を
守
る
た
め
、
法
制
度
を
整
え
よ
う
と
国
会

に
対
し
て
ロ
ビ
イ
ン
グ
活
動
を
行
う
。
し
か
し
、
大
工
か
ら
派
生
し
た
建
設
業
者
や
そ
の
団
体
が
建
築
家
の
法
制
度
化
に
強

く
反
対
す
る
な
ど
し
た
た
め
、
欧
米
の
よ
う
な
、
建
築
家
を
規
定
す
る
法
制
度
の
整
備
は
見
送
ら
れ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
設

計
・
監
理
の
み
な
ら
ず
、
建
築
に
携
わ
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
業
務
を
抱
合
し
た
建
築
士
と
い
う
資
格
が
、
戦
後
に
な
っ
て

よ
う
や
く
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
数
は
②
膨
大
で
あ
る
。 

二
〇
一
九
年
現
在
、
一
級
建
築
士
は
三
七
万
三
四
九
〇
人
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
二
級
建
築
士
は
七
七
万
一
二

い
ぶ
か 
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四
六
人
で
あ
り
、
二
級
建
築
士
も
建
築
家
に
含
め
れ
ば
、
実
に
一
〇
〇
万
人
以
上
の
建
築
家
が
日
本
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
人
数
は
、
医
師
三
二
万
七
二
一
〇
人
、
弁
護
士
四
万
二
〇
九
四
人
、
公
認
会
計
士
三
万
二
六
九
七
人
と
比
較
す

る
と
、
改
め
て
Ａ
そ
の
規
模
の
大
き
さ
が
わ
か
る
。 

そ
の
一
方
で
、
建
築
家
と
い
う
職
業
そ
の
も
の
を
規
定
す
る
た
め
の
法
律
や
制
度
は
制
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
建
築
士
と
い

う
資
格
は
日
本
に
根
づ
い
た
建
築
家
を
規
定
す
る
資
格
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
以
来
日
本
に
は
、
建
築
家
と
建
築
士

が
重
な
り
つ
つ
も
ズ
レ
て
い
る
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
状
態
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 現
代
日
本
に
お
け
る
建
築
家
と
は 

現
代
日
本
に
お
け
る
建
築
家
と
は
ど
の
よ
う
な
職
業
な
の
だ
ろ
う
か
。 

あ
な
た
は
建
築
家
と
聞
い
て
誰
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
？ 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
メ
イ
ン
会
場
を
設
計
し
た
隈
研
吾
や
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
ち
放
し
の
建
築
で
世
界
的
に
有
名
に
な
っ
た
安
藤
忠
雄
な
ど
が
、
真
っ
先
に
浮
か
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
坂
茂
や
妹
島
和
世
が
思
い
浮
か
ん
だ
方
も
い
る
だ
ろ
う
。 

そ
れ
で
は
、
一
級
建
築
士
と
聞
い
て
誰
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
？ 

家
族
や
友
人
に
一
級
建
築
士
の
方
が
い
た
ら
、
そ

の
方
の
名
前
が
思
い
浮
か
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
級
建
築
士
を
思
い
浮
か
べ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
、
安
藤
忠
雄

や
隈
研
吾
の
名
前
が
③
ソ
ク
座
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

た
し
か
に
、
安
藤
忠
雄
や
隈
研
吾
を
含
め
、
さ
き
ほ
ど
名
前
を
挙
げ
た
建
築
家
の
方
々
は
皆
、
一
級
建
築
士
の
資
格
を
持
っ

た
建
築
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
建
築
家
と
い
う
肩
書
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
一
級
建
築
士
と
い
う
紹
介

の
さ
れ
方
は
稀
で
あ
る
。 

例
え
ば
、
あ
る
イ
ベ
ン
ト
に
隈
研
吾
が
登
壇
し
た
と
し
て
、「
本
日
は
、
一
級
建
築
士
の
隈
研
吾
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き

ま
し
た
」
な
ど
と
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。「
建
築
家
の
隈
研
吾
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
紹

介
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
正
し
い
紹
介
の
さ
れ
方
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
前
者
に
大
き
な
違
和
感
を
覚
え
る
。 
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違
和
感
の
原
因
は
、
建
築
家
は
Ｂ
属
人
的
な
呼
称
で
あ
り
、
建
築
士
は
資
格
制
度
全
体
、
建
築
設
計
技
術
者
一
般
を
指
す 

④
匿
名
的
（
ア
ノ
ニ
マ
ス
）
な
⑤
呼
称
で
あ
る
か
ら
だ
。 

な
ぜ
、
建
築
家
は
属
人
的
な
呼
称
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
資
格
制
度
の
整
備
が
叶
わ
な
か

っ
た
状
況
下
で
、
有
名
建
築
家
の
個
人
的
な
活
⑥
ヤ
ク
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
建
築
家
の
歴
史
が
作
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。 こ

う
し
た
事
実
は
建
築
家
の
職
業
実
践
に
複
雑
な
様
相
を
生
じ
さ
せ
る
。
ひ
と
つ
は
、
職
業
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題

で
あ
る
。
建
築
家
を
目
指
し
、
建
築
家
と
し
て
仕
事
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
対
外
的
に
自
己
紹
介
す
る
際
、「
自

分
は
建
築
家
で
は
な
い
」「
自
分
を
建
築
家
と
名
乗
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
」
な
ど
と
口
走
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
職
業
生

活
に
お
い
て
職
業
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
不
安
定
な
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
幸
福
な
こ
と
で
は
な
い
。 

日
本
に
お
い
て
は
、
建
築
家
と
い
う
職
能
名
が
属
人
的
で
あ
る
ゆ
え
、
建
築
家
を
名
乗
ろ
う
と
す
る
と
、
個
人
と
し
て
の
有

名
性
が
あ
る
程
度
要
求
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
名
の
建
築
家
」
と
い
う
表
現
は
原
理
的
に
成
り
立
た
な
い
。
有
名
建
築

家
が
過
去
を
振
り
返
っ
て
、「
安
藤
忠
雄
が
ま
だ
無
名
の
建
築
家
だ
っ
た
時
代
」
な
ど
と
言
う
こ
と
は
可
能
だ
。 

し
た
が
っ
て
、
実
績
も
な
い
の
に
、
建
築
家
と
い
う
肩
書
を
使
お
う
と
す
る
と
「
自
称
建
築
家
」
な
ど
と
同
業
者
か
ら
揶
揄

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

 建
築
家
は
な
ぜ
存
在
し
つ
づ
け
て
い
ら
れ
る
の
か 

こ
こ
ま
で
み
て
く
る
と
、
建
築
家
と
い
う
職
業
に
は
法
律
や
制
度
と
い
っ
た
公
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
存
在
し
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
Ｃ
雲
散
霧
消
せ
ず
に
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
し
か
も
、
細
々

と
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
的
に
活
⑥
ヤ
ク
す
る
建
築
家
も
多
く
、
そ
の
存
在
感
は
か
な
り
大
き
い
の
で
あ
る
。 

そ
こ
に
は
、
法
律
や
制
度
と
い
っ
た
公
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
代
わ
る
、
存
続
の
た
め
の
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
第
一
章
と
第
二
章
で
詳
し
く

や 

ゆ 



10 
 

述
べ
て
い
く
が
、
先
取
り
し
て
要
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。 

個
々
の
建
築
家
に
⑦
染
み
付
い
て
い
る
「
建
築
家
ら
し
い
ふ
る
ま
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
思
考
方
法
や
審
美
的

態
度
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
の
装
具
や
文
房
具
の
選
択
に
至
る
ま
で
、
建
築
家
の
実
践
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
ら
は
、「
僕

は
建
築
家
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
考
え
よ
う
」「
私
は
建
築
家
だ
か
ら
、
こ
の
建
物
は
価
値
の
あ
る
建
築
と
は
見
な
さ
な
い
で
お

こ
う
」
な
ど
と
意
識
レ
ベ
ル
で
認
知
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
モ
ノ
の
見
方
や
考
え
方
は
、
ほ
ぼ
自
動
化
さ
れ
た

状
態
で
行
わ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
モ
ノ
の
見
方
や
考
え
方
は
、
た
ん
に
対
象
物
を
見
た
り
、
考
え
た
り
す
る
こ
と
だ
け
に
作
用
す
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
区
別
／
区
分
し
て
い
く
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
建
築
と
そ
れ
以
外
の
た
だ
の
建
物
、
保
存

す
べ
き
建
築
と
、
壊
し
て
も
い
い
古
い
建
物
、
⑧
ホ
ウ
シ
ュ
ウ
が
安
く
て
も
取
り
組
む
べ
き
仕
事
と
、
高
額
の
⑧
ホ
ウ
シ
ュ
ウ

で
も
関
わ
り
た
く
な
い
仕
事
、
そ
し
て
、
建
築
家
と
非
建
築
家
を
区
別
し
て
い
く
。
建
築
家
が
日
々
、
無
意
識
的
／
自
動
的
に

行
っ
て
い
る
こ
う
し
た
区
別
の
基
準
は
建
築
家
同
士
で
あ
れ
ば
、
だ
い
た
い
一
致
し
て
い
る
。 

建
築
家
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
一
人
ひ
と
り
の
建
築
家
の
性
向
や
意
識
の
集
合
体
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
集

合
体
と
し
て
の
建
築
家
は
、
建
築
家
個
人
に
も
影
響
を
与
え
て
い
く
。
こ
う
し
た
、
作
り
／
作
ら
れ
、
と
い
う
⑨
ジ
ュ
ン
カ
ン

運
動
の
動
態
の
中
に
建
築
家
と
い
う
⑩
ガ
イ
ネ
ン
は
存
在
す
る
。 

（
松
村
淳
『
建
築
家
の
解
体
』〈
筑
摩
書
房
・
二
〇
二
二
年
〉
に
基
づ
く
） 

  

問
一 

傍
線
部
①
②
④
⑤
⑦
に
つ
い
て
、
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。 

 

問
二 

傍
線
部
③
⑥
⑧
⑨
⑩
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
あ
ら
た
め
よ
。 
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問
三 

波
線
部
Ａ
「
そ
の
規
模
の
大
き
さ
が
わ
か
る
」
に
つ
い
て
、「
そ
の
規
模
」
が
大
き
く
な
っ
た
要
因
は
何
か
。
本
文
の

内
容
を
ふ
ま
え
、
そ
の
答
え
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
①
～
④
よ
り
一
つ
選
べ
。 

 

① 

建
築
家
の
業
務
だ
け
で
は
な
く
、
大
工
か
ら
派
生
し
た
建
設
業
者
や
そ
の
団
体
が
ま
か
な
っ
て
き
た
業
務
を
も
カ

バ
ー
す
る
か
た
ち
で
建
築
士
資
格
は
整
備
さ
れ
た
た
め
。 

② 
大
工
か
ら
派
生
し
た
建
設
業
者
や
そ
の
団
体
が
主
導
し
て
、
建
築
に
関
連
す
る
業
務
全
般
を
網
羅
す
る
か
た
ち
で

建
築
士
資
格
は
整
備
さ
れ
た
か
ら
。 

③ 

建
築
士
資
格
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
大
工
ら
を
中
心
と
し
た
建
設
業
者
や
そ
の
団
体
が
自
ら
の
職
能
を
保
護

す
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
整
備
さ
れ
た
か
ら
。 

④ 

建
築
士
資
格
は
大
人
数
の
建
設
業
務
従
事
者
を
抱
え
る
建
設
業
者
の
た
め
に
整
備
さ
れ
、
建
築
家
を
除
外
し
た
資

格
で
あ
る
か
ら
。 

 

問
四 

波
線
部
Ｂ
「
属
人
的
な
」
の
意
味
と
し
て
も
っ
と
も
適
切
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
①
～
④
よ
り
一
つ
選
べ
。 

 

① 

特
定
の
個
人
に
依
拠
す
る 

 
 
 
 

② 
世
間
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る 

③ 

公
的
性
格
を
持
た
な
い 

 
 
 
 
 

④ 

歴
史
的
経
緯
を
背
景
に
持
つ 

 

問
五 

波
線
部
Ｃ
「
雲
散
霧
消
」
に
関
連
し
、
次
の
（
一
）（
二
）
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

（
一
）
四
字
熟
語
「
雲
散
霧
消
」
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
八
文
字
で
書
け
。 
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（
二
）「
雲
」
で
始
ま
る
慣
用
表
現
の
一
つ
に
「
雲
泥
の
差
」
が
あ
る
。
こ
の
表
現
の
類
義
的
表
現
を
次
の
①
～
⑥
の 

中
か
ら
二
つ
選
べ
。
な
お
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。 

 

① 

月
と
ス
ッ
ポ
ン 

② 

大
同
小
異 

 
 

③ 

天
と
地
ほ
ど
の
差 

④ 

同
工
異
曲 

 
 

⑤ 

五
十
歩
百
歩 
 

⑥ 

ど
ん
ぐ
り
の
背
比
べ 

 

問
六 

次
に
示
す
①
～
④
の
各
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
に
は
〇
を
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は×

を
記 

せ
。 

 

① 

目
立
っ
た
業
績
の
な
い
者
が
建
築
家
と
し
て
の
自
負
心
を
持
ち
な
が
ら
も
自
ら
建
築
家
と
称
す
る
の
を
避
け
て

し
ま
う
こ
と
は
、
建
築
家
と
し
て
の
自
己
認
識
の
あ
り
よ
う
が
安
定
せ
ず
好
ま
し
く
な
い
。 

② 

世
間
で
評
価
の
高
い
建
築
家
が
一
級
建
築
士
と
し
て
紹
介
さ
れ
な
い
理
由
は
、
建
築
士
と
い
う
資
格
が
後
発
の

も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
資
格
が
個
人
の
特
定
を
避
け
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。 

③ 

建
築
家
な
ら
で
は
の
考
え
方
や
見
方
す
な
わ
ち
「
建
築
家
ら
し
い
ふ
る
ま
い
」
は
、
建
築
家
と
し
て
の
あ
る
べ

き
判
断
が
自
覚
さ
れ
た
上
で
の
も
の
で
は
な
い
。 

④ 

個
々
の
建
築
家
の
性
向
や
意
識
の
基
準
は
建
築
家
同
士
で
あ
れ
ば
お
お
よ
そ
一
致
す
る
。 
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三 

次
の
（
一
）（
二
）
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

（
一
）
次
の
①
～
⑤
の
各
文
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
で
記
さ
れ
た
傍
線
箇
所
を
漢
字
と
送
り
仮
名
を
用
い
た
表
記
に 

あ
ら
た
め
よ
。
そ
の
際
、
送
り
仮
名
に
つ
い
て
は
ひ
ら
が
な
で
記
す
こ
と
。 

 
① 
別
れ
を
オ
シ
ム
。 

② 
気
が
マ
ギ
レ
ル
。 

③ 

ア
ブ
ナ
イ
目
に
遭
う
。 

④ 

ハ
ゲ
マ
シ
の
言
葉
を
か
け
る
。 

⑤ 

こ
の
時
期
に
雪
が
降
る
の
は
メ
ズ
ラ
シ
イ
。 

 

（
二
）
次
の
①
～
③
の
四
字
熟
語
に
つ
い
て
、
□
内
に
入
る
適
切
な
漢
字
を
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
ア
～
ウ
よ
り
一
つ 

 
 
 

選
べ
。 

 

① 

絶
□
絶
命 

 
 
 

〈
①
の
選
択
肢
〉 
【
ア
】
体 

【
イ
】
対 

【
ウ
】
台 

② 

□
離
滅
裂 

 
 
 

〈
②
の
選
択
肢
〉 
【
ア
】
私 

【
イ
】
死 

【
ウ
】
支 

③ 

□
機
一
転 

 
 
 

〈
③
の
選
択
肢
〉 

【
ア
】
新 

【
イ
】
心 

【
ウ
】
真 

（
以
下
余
白
） 

   


