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国

語

（
四
枚
の
う
ち
の
一
枚
め
）

※

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。
問
い
に
字
数
の
指
定
が
あ
る
場
合
は
句
読
点
や
記
号
も
一
字
に
数
え
て
解
答
す
る
こ
と
。

１

中
学
生
の
裕
二
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
国
語
の
授
業
で
、「
友
達
に
勧
め
た
い
本
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
一
分
間
ス
ピ
ー
チ
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
裕
二
さ
ん
は
、
次
の
文
章
の
よ
う
な

ス
ピ
ー
チ
を
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
③
に
答
え
な
さ
い
。

こ
の
詩
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
詩
人
の
吉
野
弘
さ
ん
が
作
っ
た
も
の
で
す
。「
花
」
と

「
苑
」
と
「
死
」
と
い
う
三
つ
の
漢
字
が
ひ
し
形
に
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
図
書
館
で
こ
の

そ
の

詩
が
収
め
ら
れ
た
詩
集
に
出
会
い
、
私
は
「
詩
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
少
し
変
わ
り
ま
し

た
。
今
ま
で
「
詩
」
と
は
書
か
れ
て
い
る
文
の
内
容
に
注
目
し
て
味
わ
う
も
の
だ
と
考
え
て

い
ま
し
た
が
、
こ
の
詩
に
は
三
種
類
の
漢
字
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
こ
そ

視
覚
的
な
観
点
か
ら
こ
の
詩
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
私
は
漢
和
辞
典
で
「
苑
」
と
い
う
字
を
引
い
て
み
ま
し
た
。
辞
書
に
は
「
草
花
を

植
え
て
遊
び
楽
し
む
園
」
と
あ
り
ま
し
た
。「
花
」
が
ど
ん
ど
ん
咲
い
て
「
花
園
」
に
な
り
、

そ
し
て
そ
の
「
花
」
が
枯
れ
て
「
死
」
を
迎
え
る
。
そ
の
よ
う
な
花
の
移
り
変
わ
り
を
作
者

は
表
現
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
こ
の
詩
が
「
花
壇
」

に
見
え
て
き
ま
せ
ん
か
。
た
っ
た
三
種
類
の
漢
字
で
こ
の
よ
う
な
世
界
を
描
く
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
感
動
し
、「
詩
」
に
つ
い
て
も
っ
と
学
び
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
皆
さ

ん
も
図
書
館
で
ぜ
ひ
吉
野
さ
ん
の
詩
集
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

（吉野弘「花と苑と死」）

①

裕
二
さ
ん
が
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
こ
と
ば
に
し
て
述
べ
た
こ
と
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、

ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

美
し
く
咲
い
て
い
る
「
花
」
に
も
必
ず
「
死
」
が
訪
れ
る
こ
と

イ

詩
は
内
容
よ
り
見
た
目
の
意
外
性
の
方
が
人
の
心
を
引
き
つ
け
る
こ
と

ウ

図
書
館
に
行
く
と
新
た
な
発
見
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

エ

詩
に
対
す
る
自
分
の
と
ら
え
方
や
見
方
が
変
化
し
た
こ
と

②

裕
二
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、

ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

具
体
例
を
多
用
す
る
こ
と
で
、
聞
き
手
が
様
々
な
観
点
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
く
な

っ
て
い
る
。

イ

調
べ
た
情
報
を
も
と
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
説
得
力
を
持
た
せ

て
い
る
。

ウ

様
々
な
角
度
か
ら
問
い
か
け
る
こ
と
で
、
話
題
に
つ
い
て
聞
き
手
の
興
味
を
引
き
つ

け
て
い
る
。

エ

意
見
と
事
実
を
明
確
に
分
け
て
説
明
す
る
こ
と
で
、
客
観
的
な
ス
ピ
ー
チ
に
な
っ
て

い
る
。

③

裕
二
さ
ん
は
ス
ピ
ー
チ
の
後
、
級
友
か
ら
よ
り
よ
い
ス
ピ
ー
チ
に
す
る
た
め
の
助
言
を

受
け
た
。
そ
の
助
言
で
あ
る
次
の
文
の

Ｘ

・

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ

と
ば
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

Ｘ

と

Ｙ

は
同
音
異
義
語
な
の
で
、
二
つ
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
注
意
し
た
り
間
を
取
っ
た
り
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

２

中
学
生
の
陽
子
さ
ん
は
、
国
語
の
授
業
で
、『
沙
石
集
』
の
あ
る
場
面
を
学
習
し
た
。
次
の
文
章
は
そ
の
授
業
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
Ⅰ
・
Ⅱ
は
そ
れ
ぞ
れ
『
沙
石
集
』
の
原
文

し
や
せ
き
し
ゆ
う

と
現
代
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ

昔
、
魏
の
文
王
、
我
れ
は
賢
王
な
り
と
思
ひ
て
、
臣
下
の
中
に
、
「
朕
、
賢
王
な
る

ぎ

ぶ
ん
わ
う

わ

ち
ん

や
」
と
○ａ
問
ひ
給
ふ
に
、
仁
佐
と
云
ふ
大
臣
、
「
君
は
賢
王
に
て
は
お
は
せ
ず
」
と

た
ま

じ
ん

ざ

い

申
す
。
「
い
か
な
れ
ば
」
と
宣
へ
ば
、
「
天
の
与
ふ
る
位
を
受
く
る
こ
そ
賢
と
は
申

の
た
ま

く
ら
ゐ

せ
、
威
を
以
て
位
に
居
給
ふ
、
○ｂ
こ
れ
賢
王
の
儀
に
非
ず
」
と
云
へ
り
。
伯
父
の
王

ゐ

も

あ
ら

位
を
う
ち
落
し
て
、
か
の
后
を
と
り
て
我
が
后
と
し
給
へ
る
事
を
申
し
け
る
に
こ
そ
。

き
さ
き

さ
て
瞋
り
て
座
席
を
追
ひ
立
て
ら
る
。

い
か

（
昔
、
魏
の
国
の
文
王
が
自
分
は
賢
王
だ
と
思
い
、
臣
下
た
ち
に
、「
私
は
賢
王
で

あ
る
か
」
と
尋
ね
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、
仁
佐
と
い
う
大
臣
が
、
「
あ
な
た
は
賢
王
で

は
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
」
と
申
し
上
げ
た
。「
な
ぜ
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、「
天
が

与
え
る
位
を
受
け
る
の
を
賢
と
申
し
ま
す
が
、
あ
な
た
は
力
尽
く
で
即
位
な
さ
っ
た
。

こ
れ
は
賢
王
の
作
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
伯
父
の
王
位
を
奪
い
、
伯
父

の
后
を
横
取
り
し
て
自
分
の
后
と
な
さ
っ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
王
は
怒
っ
て
、
仁
佐
を
席
か
ら
追
い
出
し
な
さ
っ
た
。）

Ⅱ

次
に
郭
課
と
云
ふ
大
臣
に
、
「
朕
は
賢
王
な
り
や
」
と
問
ひ
給
へ
ば
、
「
賢
王
と
こ

く
わ
く

か

そ
申
さ
め
」
と
申
す
。
「
何
の
故
」
と
宣
へ
ば
、「
賢
王
に
は
必
ず
賢
臣
生
る
」
と
申

ゆ
ゑ

し
け
れ
ば
、
こ
の
詞
を
感
じ
て
、
仁
佐
召
し
返
し
、

政

正
し
く
し
、
賢
王
の
名

こ
と
ば

ま
つ
り
ご
と

を
得
た
り
と
云
へ
り
。
君
も
臣
も
賢
な
る
世
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
く
侍
れ
。

は
べ

（
次
に
郭
課
と
い
う
大
臣
に
、「
私
は
賢
王
で
あ
る
か
」
と
尋
ね
な
さ
っ
た
と
こ
ろ
、

「
賢
王
と
申
せ
ま
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。「
な
ぜ
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
と
、「
賢

王
に
は
必
ず
賢
臣
が
現
れ
る
」
と
申
し
上
げ
た
の
で
、
こ
の
郭
課
の
言
葉
に
含
ま
れ

た
真
意
を
理
解
し
て
感
動
し
、
仁
佐
を
呼
び
返
し
、
政
治
を
正
し
く
行
い
、
賢
王
の

名
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
君
主
も
家
臣
も
聡
明
で
あ
る
世
こ
そ
望
ま
し
い
こ

と
で
す
。）

①

「
○ａ
問
ひ
給
ふ
」
の
読
み
を
、
現
代
か
な
づ
か
い
を
用
い
て
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な

さ
い
。

②

「
○ｂ
こ
れ
賢
王
の
儀
に
非
ず
」
と
あ
る
が
、「
こ
れ
」
の
内
容
を
具
体
的
に
説
明
し
た
部

分
を
、
文
章
中
の
現
代
語
訳
の
部
分
か
ら
三
十
字
で
抜
き
出
し
て
、
は
じ
め
の
五
字
を
書

き
な
さ
い
。

③

陽
子
さ
ん
は
文
章
中
か
ら
読
み
取
れ
る
文
王
の
行
動
の
変
化
を
、
次
の
よ
う
な
表
に
ま

と
め
た
。
こ
の
表
の

Ｘ

、

Ｚ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中

の
現
代
語
訳
の
部
分
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
十
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。
ま
た

Ｙ

に

入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

文
王
の
怒
り
を
恐
れ
ず
率
直
に
意
見
で
き
る
仁
佐
ほ
ど
の
優
れ
た
家
臣
が
出
て
き
た

イ

自
分
や
仁
佐
の
よ
う
に
文
王
と
共
に
政
治
を
執
り
行
え
る
大
臣
が
二
人
も
い
る

ウ

文
王
を
補
佐
す
る
た
め
に
国
中
か
ら
数
多
く
の
賢
い
家
臣
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る

エ

文
王
は
誰
の
助
け
も
借
り
ず
自
分
の
知
力
を
駆
使
し
て
現
在
の
地
位
に
就
い
た

文
王
の
行
動

文
王
の
行
動
の
理
由

仁
佐
が
自
分
の
こ
と
を
「

Ｘ

」
と
い
う

Ⅰ

瞋
り
て
座
席
を
追
ひ
立
て
ら
る

理
由
で
「
賢
王
」
で
は
な
い
と
言
っ
た
こ
と

に
腹
を
立
て
た
か
ら
。

文
王
に
「
自
分
が
賢
王
で
あ
る
か
」
を
尋
ね
ら
れ
た
郭
課
が
、

Ｙ

と
い
う

こ
と
を
根
拠
に
文
王
を
「
賢
王
」
で
あ
る
と
評
価
し
た
。

Ⅱ

仁
佐
召
し
返
し

郭
課
の
発
言
の

Ｚ

、
仁
佐
と
共
に
政

治
を
正
し
く
行
っ
て
い
こ
う
と
考
え
た
か
ら
。

④

次
の
文
は
、
陽
子
さ
ん
が
ま
と
め
た
感
想
文
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
文
中
の

の
部

分
に
つ
い
て
推
敲
し
、
解
答
欄
の
書
き
出
し
に
続
け
て
、
文
の
意
味
は
変
え
な
い
よ
う
に

す
い
こ
う

書
き
改
め
な
さ
い
。

『
沙
石
集
』
の
筆
者
は
外
国
の
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
望
ま
し
い
世
の
中
や
政

治
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
私
が
最
も
印
象
に
残
っ
た
こ
と
は
、

ど
の
国
で
も
同
じ
よ
う
に
君
主
と
家
臣
の
関
係
性
が
重
要
視
さ
れ
る
か
ら
だ
。



（
四
枚
の
う
ち
の
二
枚
め
）

３

次
の
文
章
は
、
小
学
校
四
年
生
の
「
知
里
」
が
、
宮
沢
賢
治
童
話
村
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
童
話
村
に
は
「
賢
治
の
学
校
」
や
「
賢
治
の
教
室
」
と
い
っ
た
複
数
の
展
示
施
設
が
あ

ち

さ
と

み
や
ざ
わ
け
ん

じ

る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。

同
じ
班
で
一
緒
に
掃
除
を
す
る
う
ち
に
仲
良
く
な
っ
た
二
学
年
下
の
「
み
ど
り
ち
ゃ

ん
」
が
、
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
「
知
里
」
は
死
ぬ
こ
と
に
お
び
え
、「
み

ど
り
ち
ゃ
ん
」
の
小
さ
な
足
音
が
頭
か
ら
離
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
中
、「
知

里
」
は
両
親
と
と
も
に
岩
手
県
花
巻
市
に
あ
る
宮
沢
賢
治
童
話
村
に
や
っ
て
来
た
。

「
賢
治
の
学
校
」
に
続
い
て
、
ロ
グ
ハ
ウ
ス
が
た
く
さ
ん
並
ん
だ
「
賢
治
の
教
室
」
へ
向

か
っ
た
。
こ
こ
で
は
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
引
用
し
つ
つ
、
鳥
や
星
、
動
物
や
植
物
な
ど
、
一

棟
ず
つ
テ
ー
マ
を
変
え
て
岩
手
の
自
然
が
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
修
学
旅
行
向
け
だ

な
、
と
父
親
は
つ
ま
ら
な
そ
う
な
声
を
上
げ
、
じ
ゃ
あ
知
里
に
ぴ
っ
た
り
ね
、
と
母
親
に
切

り
返
さ
れ
た
。
子
供
向
け
の
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
鳥
の
飛
び
方
や
植
物
の
種
類
、
動
物
の

○ａ
セ
イ
タ
イ
を
説
明
し
て
く
れ
る
の
で
、
知
里
に
と
っ
て
は
確
か
に
親
し
み
や
す
か
っ
た
。

星
を
テ
ー
マ
に
し
た
ロ
グ
ハ
ウ
ス
の
あ
る
展
示
物
の
前
で
、
知
里
の
足
は
ぴ
た
り
と
止
ま

っ
た
。
北
斗
七
星
に
関
す
る
説
明
文
で
、
賢
治
の
小
説
の
こ
ん
な
文
章
が
抜
粋
さ
れ
て
い
た
。

【
あ
ゝ
、
マ
ヂ
エ
ル
様
、
ど
う
か
憎
む
こ
と
の
で
き
な
い
敵
を
殺
さ
な
い
で
い
ゝ
や
う
に
早

く
こ
の
世
界
が
な
り
ま
す
や
う
に
】

烏
の
北
斗
七
星
、
と
い
う
お
話
の
一
文
ら
し
い
。
知
里
は
一
度
こ
の
文
章
を
読
み
、
も
う

か
ら
す

一
度
読
ん
で
、
○ｂ
心
臓
が
キ
ュ
ッ
と
強
い
力
で
つ
か
ま
れ
た
み
た
い
に
痛
む
の
を
感
じ
た
。

に
く
む
こ
と
の
で
き
な
い
て
き
を
こ
ろ
さ
な
い
で
い
い
よ
う
に
。
唇
を
動
か
し
て
、
ゆ
る

り
と
首
を
傾
げ
る
。
自
分
の
体
験
で
は
絶
対
に
な
い
の
に
、
殺
し
た
く
な
い
も
の
を
殺
し
て
、

か
し

殺
さ
れ
た
く
な
い
も
の
に
殺
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
気
が
す
る
。
思
い
出
と
か
記
憶
と
か
そ

ん
な
確
か
な
も
の
で
な
く
、
た
だ
、
心
や
体
、
血
に
混
ざ
っ
た
小
さ
な
も
の
た
ち
が
知
っ
て

い
る
。

童
話
村
を
出
た
後
は
、
道
路
を
挟
ん
だ
反
対
側
の
、
坂
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
宮
沢
賢

治
記
念
館
の
方
へ
と
足
を
延
ば
し
た
。
こ
ち
ら
は
賢
治
の
経
歴
を
こ
ま
か
に
紹
介
し
つ
つ
、

写
真
や
筆
記
具
、
直
筆
原
稿
な
ど
の
ゆ
か
り
の
品
が
た
く
さ
ん
展
示
さ
れ
て
い
た
。
派
手
さ

の
な
い
展
示
に
知
里
は
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
い
、
館
内
の
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
ぶ
ら
ぶ
ら
と
足

を
揺
ら
し
た
。

館
内
を
一
巡
り
し
た
○ｃ
母
親
が
や
っ
て
き
て
隣
に
座
る
。
父
親
は
ま
だ
賢
治
の
直
筆
原
稿

を
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
た
。
知
里
も
ち
ら
っ
と
目
を
向
け
た
け
れ
ど
、
字
が
汚
い

の
と
漢
字
が
読
め
な
い
の
と
で
、
な
に
が
書
い
て
あ
る
か
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

ぶ
ん
、
と
足
を
振
り
上
げ
る
。

「
お
父
さ
ん
遅
い
ね
ー
」

「
お
父
さ
ん
、
あ
あ
見
え
て
大
学
生
の
頃
は
文
学
青
年
だ
っ
た
か
ら
ね
。
き
っ
と
照
れ
て
口

こ
ろ

に
出
さ
な
い
け
ど
、
楽
し
い
の
よ
」

「
さ
っ
き
は
文
句
ば
っ
か
り
言
っ
て
た
の
に
ー
」

母
親
は
機
嫌
を
損
ね
る
様
子
も
な
く
、
し
か
た
な
い
ひ
と
よ
ね
え
、
と
喉
を
揺
ら
し
て
お

か
し
げ
に
笑
う
。
口
喧
嘩
が
多
い
割
に
、
知
里
の
両
親
は
仲
が
い
い
。
そ
れ
が
知
里
か
ら
す

く

ち

げ

ん

か

れ
ば
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
お
父
さ
ん
な
ん
て
面
倒
く
さ
い
し
我
が
儘
だ
し
、
い
い
と
こ
ろ
な

わ

ま
ま

ん
か
全
然
な
い
と
思
う
。

ち
ー
ち
ゃ
ん
お
い
で
、
読
め
な
い
の
読
ん
で
あ
げ
る
、
と
母
親
に
誘
わ
れ
て
ベ
ン
チ
を
立

っ
た
。
母
は
殴
り
書
き
の
よ
う
な
直
筆
原
稿
を
指
さ
し
な
が
ら
、
エ
イ
ケ
ツ
ノ
ア
サ
と
い
う

詩
の
数
枚
を
読
ん
で
く
れ
た
。
言
葉
が
難
し
く
て
、
読
ん
で
も
ら
っ
て
も
半
分
ぐ
ら
い
し
か

わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
び
っ
く
り
す
る
く
ら
い
こ
わ
い
の
と
、
言
葉
が
き
ら
き
ら
し
て
い
る

の
と
を
同
時
に
感
じ
て
、
知
里
は
不
思
議
な
気
分
に
な
っ
た
。
母
親
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
宮

沢
賢
治
が
大
好
き
だ
っ
た
妹
の
死
に
つ
い
て
綴
っ
た
詩
ら
し
い
。
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
、

つ
づ

も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
と
読
ん
で
も
ら
う
。

【
こ
の
雪
は
ど
こ
を
え
ら
ぼ
う
に
も

あ
ん
ま
り
ど
こ
も
ま
っ
し
ろ
な
の
だ

あ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
か
ら

こ
の
う
つ
く
し
い
雪
が
き
た
の
だ
】

○ｄ
ど
う
し
て
、
妹
の
死
に
き
ら
き
ら
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
真
っ
暗
し
か
な
い
は

ず
だ
。「
あ
ん
な
お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
」
み
た
い
に
、
こ
わ
く
て
つ
ら
く
て
ひ
ど
い
も

の
だ
と
、
知
里
の
中
の
な
に
か
が
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
空
か
ら
や
っ
て
く
る
真
っ

白
な
雪
は
き
れ
い
な
の
だ
。
そ
ん
な
さ
み
し
く
て
美
し
い
景
色
が
、
見
え
る
気
が
す
る
。

「
な
ん
か
、
き
れ
い
」

呟
く
と
、
母
親
は
「
ね
、
き
れ
い
ね
」
と
○ｅ
オ
ダ
や
か
に
相
づ
ち
を
打
っ
た
。

つ
ぶ
や

心
の
中
で
、
ひ
ょ
ん
、
と
緑
色
の
バ
ッ
タ
が
跳
ね
る
。
悲
鳴
を
上
げ
た
小
さ
な
体
が
抱
き

つ
い
て
く
る
。
こ
ろ
こ
ろ
と
転
が
る
桜
の
花
び
ら
を
、
ほ
う
き
と
ち
り
と
り
に
分
か
れ
て
一

緒
に
掃
い
た
。
付
い
て
く
る
の
に
気
が
つ
い
て
振
り
向
く
と
、
に
い
っ
と
唇
の
端
を
持
ち
上

げ
て
照
れ
く
さ
そ
う
に
笑
わ
れ
た
。
一
年
を
か
け
て
少
し
ず
つ
仲
良
く
な
っ
た
。
楽
し
か
っ

た
。
嬉
し
か
っ
た
。
た
と
え
長
く
一
緒
に
い
ら
れ
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
次
に
会
っ
た
ら
ま

う
れ

た
大
事
に
し
た
い
。
あ
の
子
の
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
。

そ
ん
な
間
違
い
の
な
い
心
が
、
暗
い
も
の
に
塗
り
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
い
理
由
な
ん
て
、

ぬ

つ
ぶ

ど
こ
に
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
○ｆ
こ
の
賢
治
と
い
う
人
は
本
当
に
目
が
い
い
の
だ
。
こ
わ
い

こ
わ
い
と
な
っ
て
も
、
目
の
前
に
あ
る
き
ら
き
ら
し
た
も
の
を
絶
対
に
こ
ぼ
さ
な
い
。
ち
ゃ

ん
と
つ
か
ま
え
て
、
抱
い
て
い
る
。

母
親
が
他
の
展
示
を
見
に
行
っ
て
も
、
知
里
は
同
じ
原
稿
の
前
に
立
っ
て
い
た
。
あ
ん
な

お
そ
ろ
し
い
み
だ
れ
た
そ
ら
か
ら
、
こ
の
う
つ
く
し
い
雪
が
き
た
の
だ
。
読
め
る
よ
う
に
な

っ
た
一
文
を
な
ん
ど
も
唇
で
繰
り
返
す
。

ふ
と
、
壁
に
か
け
ら
れ
た
白
黒
写
真
を
見
上
げ
た
。
の
っ
ぺ
り
と
し
た
顔
の
男
の
人
が
写

っ
て
い
る
。
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
の
人
は
、
知
里
が
生
ま
れ
る
何
十
年
も
前
に
こ
の
土
地
で
、

こ
の
山
の
匂
い
を
嗅
ぎ
な
が
ら
、
真
っ
暗
闇
を
見
つ
め
て
つ
か
ま
え
た
も
の
を
目
の
前
の
原

か

稿
用
紙
へ
書
き
込
ん
だ
の
だ
。
彼
が
綴
っ
た
き
ら
き
ら
が
、
道
筋
の
よ
う
に
ま
ぶ
た
の
裏
で

光
る
。
○ｇ
こ
れ
で
や
っ
と
、
あ
の
小
さ
な
足
音
に
追
い
つ
け
る
気
が
し
た
。

（
出
典

彩
瀬
ま
る
「
ハ
ク
モ
ク
レ
ン
が
砕
け
る
と
き
」）

あ

や

せ

く
だ

①

の
部
分
○ａ
、
○ｅ
を
漢
字
に
直
し
て
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。

か
い
し
ょ

②
「
○ｂ
心
臓
が
キ
ュ
ッ
と
強
い
力
で
つ
か
ま
れ
た
み
た
い
に
痛
む
の
を
感
じ
た
」
と
あ
る
が
、

こ
の
時
の
「
知
里
」
の
心
情
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～

エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

殺
す
と
い
う
言
葉
か
ら
交
通
事
故
で
亡
く
な
っ
た
み
ど
り
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
思
い
出

し
、
加
害
者
へ
の
怒
り
が
こ
み
上
げ
て
き
て
い
る
。

イ

憎
む
こ
と
の
で
き
な
い
敵
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
現
実
の
世
界
を
憂
う
賢
治
の
思
い

に
共
鳴
し
、
や
る
せ
な
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

ウ

殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
し
て
き
た
昔
の
人
々
の
記
憶
が
自
分
の
中
に
流
れ
込
み
、
想

像
を
絶
す
る
苦
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
。

エ

憎
む
こ
と
の
で
き
な
い
敵
を
殺
す
と
い
う
こ
と
に
自
分
の
心
の
奥
底
で
何
か
が
反
応

し
、
こ
ら
え
き
れ
な
い
切
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。

③

「
○ｃ
母
親
が
や
っ
て
き
て
隣
に
座
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
「
母
親
」
の
役

割
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す

か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

知
里
の
父
親
嫌
い
を
た
し
な
め
夫
の
内
心
の
思
い
を
代
弁
す
る
こ
と
で
、
知
里
が
最

終
的
に
は
父
親
と
和
解
す
る
と
い
う
結
末
へ
と
物
語
を
導
い
て
い
る
。

イ

退
屈
し
て
い
る
知
里
の
話
し
相
手
と
な
っ
て
賢
治
の
詩
を
朗
読
し
て
や
る
こ
と
で
、

知
里
が
親
に
頼
り
き
っ
た
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
示
し
て
い
る
。

ウ

知
里
の
代
わ
り
に
賢
治
の
詩
を
読
み
上
げ
て
知
里
と
詩
を
仲
立
ち
す
る
こ
と
で
、
知

里
が
死
に
対
す
る
考
え
を
変
え
て
い
く
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
い
る
。

エ

賢
治
の
詩
の
美
し
さ
を
熱
心
に
語
っ
て
知
里
の
気
持
ち
を
揺
り
動
か
す
こ
と
で
、
知

里
が
試
練
を
乗
り
越
え
成
長
し
て
い
く
今
後
の
展
開
に
つ
な
げ
て
い
る
。

④

「
○ｄ
ど
う
し
て
、
妹
の
死
に
き
ら
き
ら
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
何
の
こ
と
を
「
き

ら
き
ら
」
と
表
現
し
て
い
る
の
か
。
宮
沢
賢
治
の
詩
の
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

⑤

「
○ｆ
こ
の
賢
治
と
い
う
人
は
本
当
に
目
が
い
い
の
だ
」
と
あ
る
が
、「
知
里
」
が
こ
の
よ

う
に
感
じ
た
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば

を
、
文
章
中
か
ら
四
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

宮
沢
賢
治
は
人
の
死
の
よ
う
に
こ
わ
く
て
つ
ら
い

に
目
を
凝
ら
し
て
、

そ
の
な
か
か
ら
き
ら
き
ら
し
た
き
れ
い
な
も
の
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

⑥

「
○ｇ
こ
れ
で
や
っ
と
、
あ
の
小
さ
な
足
音
に
追
い
つ
け
る
気
が
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ

で
「
知
里
」
が
感
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の

に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章
中
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
五
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

こ
れ
ま
で
は
「
み
ど
り
ち
ゃ
ん
」
の
死
を
た
だ
こ
わ
い
も
の
と
感
じ
て
受
け
入
れ

ら
れ
ず
に
い
た
が
、

と
感
じ
て
い
る
。



（
四
枚
の
う
ち
の
三
枚
め
）

４
次
の
、
二
人
の
中
学
生
が
交
わ
し
た
会
話
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
文
章
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。

【
公
民
の
授
業
を
受
け
た
後
の
中
学
生
二
人
の
会
話
】

健
太

実
は
、
さ
っ
き
の
授
業
の
中
で
少
し
気
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。

明
里

え
っ
？

平
等
権
の
話
？

男
女
共
同
参
画
と
か
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
か
…
…
。

健
太

そ
う
。
教
科
書
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
は
「
障
が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な
ど
が
、

社
会
の
中
で
安
全
・
快
適
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
な
障
壁

（
バ
リ
ア
）
を
取
り
除
こ
う
と
い
う
考
え
」
だ
と
書
い
て
あ
っ
た
よ
ね
。

明
里

建
物
の
段
差
を
な
く
し
た
り
、
優
先
座
席
を
○ａ
設
け
た
り
す
る
こ
と
で
し
ょ
。

健
太

う
ん
。
で
も
「
精
神
的
な
バ
リ
ア
」
と
な
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
が
わ
か
な
く
て
。

明
里

確
か
に
○ｂ
漠
然
と
し
て
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
わ
ね
。
先
生
に
質
問
し
て
み
る
？

健
太

い
や
、
ま
ず
自
分
た
ち
で
調
べ
て
み
よ
う
よ
。
図
書
館
で
本
を
探
し
て
み
よ
う
か
。

【
健
太
さ
ん
が
図
書
館
で
見
つ
け
た
本
の
一
節
】

先
日
、
社
会
学
者
・
古
市
憲
寿
さ
ん
と
と
も
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス

ふ
る
い
ち
の
り
と
し

ウ
ェ
ー
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
四
カ
国
を
訪
れ
ま
し
た
。
オ
ス
ロ
へ
の
留
学
経
験
も

あ
る
古
市
さ
ん
の
案
内
の
も
と
、
福
祉
や
教
育
の
面
で
評
価
の
高
い
北
欧
諸
国
を
ま
わ

り
、
そ
の
実
態
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
。
約
十
日
間
と
い
う
駆
け
足
の
旅

で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
私
の
目
指

す
「
障
害
者
を
特
別
視
し
な
い
社
会
」
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

―
。

少
々
、
○ｃ
奇
を
て
ら
っ
た
物
言
い
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
○ｄ
「
障
害
者

に
優
し
く
な
い
」
国
々
で
し
た
。
ま
ち
を
歩
い
て
い
て
も
、
交
通
機
関
に
乗
っ
て
い
て

も
、「
お
手
伝
い
し
ま
し
ょ
う
か
？
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
り
、
特
別
な
対
応
を
さ
れ

た
り
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
ち
ら
が
助
け
を
求
め

れ
ば
快
く
応
じ
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
ち
ら
か
ら
頼
ま
な
け
れ
ば
、
と
く
に
見

向
き
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
じ
つ
に
新
鮮
で
、
心
地
の
良

い
世
界
で
も
あ
り
ま
し
た
。

好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
ど
の
国
に
お
い
て
も

“
特
別
視

”
さ
れ

続
け
て
き
ま
し
た
。
背
の
高
い
電
動
車
い
す
に
興
味
を
示
し
、「
こ
れ
は
日
本
製
か
？
」

な
ど
と
人
懐
っ
こ
い
笑
顔
で
話
し
か
け
て
く
る
東
南
ア
ジ
ア
の
人
び
と
。
宗
教
心
か
ら

な
の
か
、
街
角
に
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
車
い
す
の
座
席
に
一
ユ
ー
ロ
を
置
い
て

い
こ
う
と
す
る
西
欧
諸
国
の
人
び
と
。
そ
し
て
、「
ど
う
接
し
た
ら
い
い
か
、
わ
か
り

ま
せ
ん
」
と
人
び
と
の
顔
に
く
っ
き
り
書
い
て
あ
る
日
本
。

北
欧
の
人
び
と
は
、
そ
の
ど
れ
と
も
違
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
北
欧
で
は
、
と
り
わ

け
親
切
に
し
た
り
、
同
情
し
た
り
せ
ず
と
も
、
障
害
者
が
自
由
に
生
き
て
い
け
る
社
会

が
確
立
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
社
会
が
成
立
す
る
に
は
、
段
差
を
な
く

す
な
ど
物
理
的
な
バ
リ
ア
を
排
除
す
る
こ
と
や
、
就
労
や
保
障
に
よ
っ
て
障
害
者
の
生

活
基
盤
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
前
提
条
件
。
北
欧
諸
国
は
、
ハ
ー
ド
面
も
ソ
フ
ト

面
も
整
え
る
こ
と
で
、
障
害
者
を
あ
ら
ゆ
る
バ
リ
ア
か
ら
解
放
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
と

想
像
で
き
ま
す
。

○ｅ
翻
っ
て
、
日
本
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
東
京
な
ど
の
大
都
市
に
限
っ
て
い
え
ば
、
ハ

ー
ド
面
は
か
な
り
整
備
さ
れ
て
き
た
と
感
じ
ま
す
。
あ
と
は
、
ソ
フ
ト
面
。
多
く
の
日

本
人
が
、「
ど
う
接
し
た
ら
い
い
か
、
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
い

ま
だ
社
会
の
な
か
で
障
害
者
が
「
特
別
な
存
在
」
で
あ
り
、
多
く
の
人
が
「
慣
れ
て
い

な
い
」
た
め
で
す
。

北
欧
で
は
、
一
九
六
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
“
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

”
と
い
う
理
念

が
広
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
障
害
者
と
健
常
者
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

社
会
の
な
か
で
と
も
に
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
り
、
望
ま
し
い
状
態
で

あ
る
と
す
る
考
え
方
で
す
。
し
か
し
、
日
本
で
は
依
然
と
し
て
学
校
教
育
の
時
点
か
ら

障
害
者
と
健
常
者
を
分
離
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
こ
の
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

と
い
う
理
念
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
北
欧
が
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
優
れ
た
、
完
璧
な
社
会
で
あ
る
と
い
う

つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
っ
た
数
日
間
の
滞
在
で
は
気
づ
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

綻
び
だ
っ
て
、
多
々
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
障
害
者
の
問
題
に
限
ら
ず
、
日
本

ほ
こ
ろ

社
会
が
抱
え
て
い
る
数
々
の
課
題
に
対
し
て
、
他
国
の
制
度
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
日
本
の
現
状
や
風
土
に
合
わ
せ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
し
て
い
く
試
み
は
、
決
し
て

ム
ダ
な
こ
と
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

二
〇
二
〇
年
、
東
京
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
や
っ

て
き
ま
す
。
あ
と
数
年
の
う
ち
に
、
何
も
か
も
が
解
決
で
き
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、

海
外
か
ら
訪
れ
た
人
び
と
に
少
し
で
も
、「
日
本
は
障
害
者
が
生
き
生
き
と
暮
ら
し
て

い
け
る
国
だ
」
と
感
じ
て
も
ら
う
た
め
に
も
、
ま
ず
は
私
た
ち
の
意
識
を
、「
隔
離
」

か
ら
「
共
生
」
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
出
典

乙
武
洋
匡
「
子
ど
も
た
ち
の
未
来
を
考
え
て
み
た
」）

オ
ス
ロ

―
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
首
都
。

(注)

カ
ス
タ
マ
イ
ズ

―
使
い
や
す
い
よ
う
に
つ
く
り
変
え
る
こ
と
。

１

の
部
分
の
内
容
を
も
と
に
、「
精
神
的
な
バ
リ
ア
」
を
取
り
除

く
方
法
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
説
明
を
加
え
た
り
言
い
換
え
た

り
し
て
書
く
こ
と
。

２

六
十
字
以
上
八
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

【
文
章
を
読
ん
だ
二
人
の
会
話
】

明
里

障
が
い
を
も
つ
乙
武
さ
ん
か
ら
は
、
日
本
人
の
顔
に
「
ど
う
接
し
た
ら
い
い
か
、

わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
な
ん
て
…
…
。

健
太

シ
ョ
ッ
ク
だ
け
ど
、
そ
れ
こ
そ
が
「
精
神
的
な
バ
リ
ア
」
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
こ
の

本
で
言
う
と

○ｆ

が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
な
。
自
分
の
こ
と
を

振
り
返
っ
て
考
え
て
み
て
も
、
確
か
に
健
常
者
と
障
が
い
者
と
の
間
に
は
、
大
き
な

壁
が
あ
る
と
思
う
よ
。

明
里

四
年
後
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
あ
る
し
、
私
た
ち
に
で
き
る

こ
と
は
な
い
か
し
ら
。

健
太

そ
う
だ
ね
。
「
精
神
的
な
バ
リ
ア
」
を
取
り
除
く
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、

も
う
少
し
考
え
て
み
る
よ
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
こ
の
本
に
書
か
れ
て
い
る
し
ね
。

①

の
部
分
○ａ
、
○ｂ
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。

②

「
○ｃ
奇
を
て
ら
っ
た
物
言
い
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は

ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

人
を
不
愉
快
に
す
る
、
失
礼
な
言
い
方

イ

人
の
関
心
を
引
く
、
風
変
わ
り
な
言
い
方

ウ

日
本
人
に
し
か
伝
わ
ら
な
い
、
特
殊
な
言
い
方

エ

日
本
人
を
批
判
す
る
、
皮
肉
め
い
た
言
い
方

③

「
○ｄ
『
障
害
者
に
優
し
く
な
い
』
国
々
で
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
優
し
く
な
い
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
し
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば

を
、【
本
の
一
節
】
の
文
章
中
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
四
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

北
欧
諸
国
で
は
、

と
い
う
こ
と
。

④

「
○ｅ
翻
っ
て
、
日
本
は
ど
う
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
日
本
と
比
較
し
て

い
る
対
象
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

【
本
の
一
節
】
の
文
章
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
、
は
じ
め
と
終
わ
り
の

五
字
を
書
き
な
さ
い
。

障
害
者
の
行
動
を
阻
む
も
の
を
取
り
除
い
た
り
、
就
労
や
保
障
に
よ
っ
て
生
活
基
盤

を
安
定
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
で
、
健
常
者
の
手
助
け
が
な
く
て
も
、

北

欧
の
国
々
。

⑤

○ｆ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、【
本
の
一
節
】
の
文
章
中
か
ら
四
字
で
抜

き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

⑥

健
太
さ
ん
は
、
こ
の
会
話
と
本
を
も
と
に
次
の
よ
う
な
意
見
文
を
ま
と
め
た
。

の
部
分
に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
条
件
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

私
は
、
公
民
の
授
業
で
「
バ
リ
ア
フ
リ
ー
」
と
い
う
理
念
を
学
び
、「
精
神
的
な
バ

リ
ア
」
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
を
抱
い
た
。
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
乙
武

洋
匡
氏
の
著
書
で
は
、「
精
神
的
な
バ
リ
ア
」
の
具
体
例
と
し
て
、
日
本
人
が
障
が
い

者
に
対
し
て
ど
う
接
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
表
情
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
精
神
的
な
バ
リ
ア
」
を
取
り
除
く
た
め
に
、
私
た
ち
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
乙
武
氏
は
「
私
た
ち
の
意
識
を
、『
隔
離
』
か
ら
『
共
生
』
へ
と

転
換
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
私
も
そ
の
意
見
に
賛
成
だ
。

日
本
人
は
、

と
思
う
。

条

件


