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論
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注

意

事

項

Ⅰ

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
問
題
用
紙
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

Ⅱ

解
答
用
紙
は
一
枚
配
付
し
ま
す
。

Ⅲ

解
答
に
あ
た
っ
て
は
、
黒
イ
ン
ク
の
ボ
ー
ル
ペ
ン
ま
た
は
万
年
筆
の
い
ず
れ
か
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
（
た
だ
し
、
イ
ン
ク

が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
消
し
ゴ
ム
で
消
せ
な
い
も
の
に
限
り
ま
す
）。
そ
れ
以
外
で
解
答
用
紙
に
記
入
し
た
場
合
は
、
無
効
と

し
ま
す
。
ま
た
、
解
答
用
紙
欄
外
へ
記
入
さ
れ
て
い
る
も
の
は
採
点
の
対
象
と
し
ま
せ
ん
。

Ⅳ

解
答
を
訂
正
す
る
と
き
は
、
訂
正
部
分
が
数
行
に
わ
た
る
場
合
は
斜
線
で
、
一
行
の
場
合
に
は
横
線
で
消
し
て
、
そ
の
次
の

マ
ス
目
か
ら
書
き
直
し
て
く
だ
さ
い
（
余
白
に
は
書
か
な
い
で
下
さ
い
）。
修
正
液
・
修
正
テ
ー
プ
を
使
用
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。

Ｖ

解
答
は
横
書
き
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

Ⅵ

試
験
時
間
は
六
〇
分
で
す
。

Ⅶ

問
題
は
十
一
ペ
ー
ジ
で
一
問
で
す
。



問
題

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

平
和
主
義
と
は
何
か
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
は
じ
め
に
重
要
な
こ
と
は
、
戦
争
よ
り
も
平
和
を
愛
好
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
平
和
主
義
の
定
義

で
あ
る
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
平
和
主
義
を
批
判
す
る
者
は
す
べ
て
戦
争
愛
好
者
だ
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
古
代
ロ
ー
マ
の
正
戦
論
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
を
の
ぞ
ま
な
い
者

は
だ
れ
も
い
な
い
よ
う
に
、
平
和
を
得
る
こ
と
を
の
ぞ
ま
な
い
者
は
だ
れ
も
い
な
い
」。
一
般
に
戦
争
状
態
よ
り
も
平
和
状
態
を
望
む
と
い
う
こ

と
は
、
当
然
な
が
ら
、
決
し
て
平
和
主
義
者
だ
け
の
専
売
特
許
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
平
和
主
義
を
非
平
和
主
義
か
ら
区
別
す
る
た
め

に
は
、
単
に
平
和
を
愛
好
す
る
以
上
の
条
件
を
示
す
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
あ
ら
た
め
て
、
平
和
主
義
に
固
有
の
特
徴
と
は
何
か
。
そ
れ
は
目
的
よ
り
も
手
段
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
和
主
義

と
は
、
平
和
的
手
段
を
も
っ
て
平
和
と
い
う
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
主
義
主
張
の
こ
と
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
を
引
く
と
、

平
和
主
義
（pacifism

）
の
項
目
に
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る

「
平
和
的
手
段
を
、
実
行
可
能
で
か
つ
望
ま
し
い
戦
争
の
代
替
物
と
す
る
と

い
う
信
念
や
主
張
の
こ
と
。
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
、
戦
争
や
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
行
為
を
拒
絶
す
る
一
群
の
教
説
（
の
信
奉
や
主
張
）」。
こ
こ

で
い
う
「
平
和
的
手
段
」
と
は
、
要
す
る
に
非�

暴�

力�

手
段
の
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
問
題
解
決
は
、
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
腕
力
に
よ
る
問

題
解
決
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
こ
と
で
、
問
題
解
決
の
可
能
性
が
遠
ざ
か
り
、
あ
る
い
は
自
分
に
と
っ
て
不
利
の
結
果

に
終
わ
る
と
し
て
も
、
非
暴
力
を
貫
く
こ
と
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
と
理
由
が
あ
る
の
だ
。

こ
れ
は
、
敵
対
者
が
一
方
的
に
暴
力
手
段
を
用
い
て
き
た
と
き
に
す
ら
当
て
は
ま
る
。
暴
力
に
対
し
て
暴
力
で
応
答
し
な
い
こ
と
が
、
平
和
主

義
の
真
髄
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
平
和
主
義
を
国
際
関
係
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
暴
力
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
他
国
か
ら
侵
略
を
受
け
た
と
し
て
も
、
武
力
に
武
力
で
応
答
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
と
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
外
交

努
力
や
非
軍
事
措
置
に
よ
る
解
決
を
目
指
す
。
平
和
主
義
者
は
、
侵
略
戦
争
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
衛
戦
争
で
す
ら
原
則
と
し
て
正
当
だ
と
は

認
め
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
、
自
衛
の
必
要
性
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
手
段
の
次
元
で
戦
争
に
代
わ
る
非
暴
力
を
要
請
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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ち
な
み
に
、
語
源
的
に
見
る
と
、「
平
和
主
義
」（
パ
シ
フ
ィ
ズ
ム
）
と
の
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
は
意
外
に
新
し
く
、
今
か
ら
一
一
〇
年
ほ
ど
前
、

一
九
〇
一
年
の
第
一
〇
回
世
界
平
和
会
議
（
グ
ラ
ス
ゴ
ー
）
に
お
い
て
、
Ｅ
・
ア
ル
ノ
ー
が
仏
語
で
用
い
た
の
が
最
初
で
あ
る
ら
し
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
用
語
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
も
平
和
主
義
に
あ
た
る
思
想
や
実
践
は
多
様
に
存
在
し
た
。
ま
た
、
後
ほ
ど
触
れ
る
よ

う
に
、
実
は
こ
の
会
議
の
時
点
で
も
、
同
じ
言
葉
の
内
実
に
は
、
複
数
の
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
潮
流
が
含
ま
れ
て
い
た
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
非
暴
力
を
掲
げ
る
平
和
主
義
者
に
対
し
て
は
、
し
ば
し
ば
典
型
的
な
批
判
が
待
ち
構
え
て
い
る

家
族
や
恋
人
が
目

の
前
で
暴
漢
に
よ
っ
て
襲
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
は
た
し
て
そ
の
信
念
を
貫
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
い
は
反

と
り
で

語
的
で
あ
る
。
平
和
主
義
者
が
ど
こ
ま
で
非
暴
力
の
教
え
を
徹
底
で
き
る
か
を
、
究
極
的
に
試
し
て
い
る
の
だ
。
最
初
の
砦
を
崩
す
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
後
は
ド
ミ
ノ
倒
し
の
要
領
で
あ
る
。
も
し
そ
の
場
合
に
暴
力
手
段
を
容
認
す
る
な
ら
、
な
ぜ
同
じ
理
由
で
祖
国
防
衛
の
た
め
の
戦
争
も
容

認
で
き
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
批
判
を
、
ア
メ
リ
カ
の
神
学
者
Ｊ
・
Ｈ
・
ヨ
ー
ダ
ー
に
な
ら
っ
て
、「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」
批
判
と
呼
ん

で
お
こ
う
。

ヨ
ー
ダ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

戦
争
と
平
和
の
問
題
に
つ
い
て
討
論
し
て
い
る
と
、
ほ
と
ん
ど
か
な
ら
ず
出
て
く
る
お
決
ま
り
の
質
問
が
あ
り
ま
す
。「
た
と
え
ば
凶
悪
な

男
が
銃
を
構
え
て
、
君
の
奥
さ
ん
を
…
…
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と
す
る
。
さ
あ
、
君
は
ど
う
す
る
か
ね
」。
神
学
校
の
倫
理
学
の
教
授
か
ら

徴
兵
委
員
会
の
委
員
ま
で
じ
つ
に
多
く
の
人
が
、
こ
の
質
問
さ
え
す
れ
ば
か
な
ら
ず
平
和
主
義
者
を
降
参
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て

い
る
ら
し
い
の
は
、
ふ
し
ぎ
な
く
ら
い
で
す
。
も
し
こ
こ
で
あ
な
た
が
「
奥
さ
ん
」
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
国
を
守
る
た
め
に
戦
争
に
行

く
の
も
当
然
だ
、
と
そ
の
人
た
ち
は
言
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
論
法
は
私
た
ち
の
直
観
に
訴
え
る
。
目
の
前
で
自
分
の
愛
す
る
人
が
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
黙
っ
て
見
過
ご
す
こ
と
は
、
大
半
の

人
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
選
択
肢
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
平
和
主
義
者
が
ギ
リ
ギ
リ
の
選
択
と
し
て
暴
力
手
段
を
容
認
し
た
と
し
よ
う
。
批

判
者
か
ら
す
れ
ば
、「
そ
れ
見
た
こ
と
か
、
平
和
主
義
者
の
非
一
貫
性
や
不
誠
実
さ
を
暴
き
出
し
て
や
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
美
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辞
麗
句
を
並
べ
た
と
こ
ろ
で
、
現
実
離
れ
し
た
理
想
を
貫
く
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
の
だ
、
と
。

筆
者
の
見
立
て
で
は
、「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」
批
判
に
は
幾
つ
か
の
ト
リ
ッ
ク
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す

る
前
に
、
認
識
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
平
和
主
義
内
部
の
非
常
な
多
様
性
で
あ
る
。
そ
の
一
方
の
極
点
に
は
、
個
人

の
正
当
防
衛
も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
絶
対
主
義
的
立
場
が
あ
る
し
、
他
方
の
極
点
に
は
、
暴
力
を
差
し

控
え
る
の
は
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
流
血
の
惨
事
を
避
け
る
た
め
に
も
っ
と
も
有
効
だ
か
ら
だ
と
考
え
る
実
用
主
義
的
立
場
も
あ
る
。
要
す
る
に
、

一
口
に
平
和
主
義
と
い
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
は
実
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
う
る
の
だ
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
平
和
主
義
の
多
様
性
を
二
種
類
の
観
点
か
ら
分
類
し
て
み
た
い
。
は
じ
め
に
、
平
和
主
義
の
強�

度�

す
な
わ
ち
、
そ
の

こ
う
り
ょ
う

他
の
選
択
肢
と
比
較
衡
量
し
て
、
非
暴
力
に
ど
れ
ほ
ど
の
重
き
を
置
く
か

と
い
う
観
点
か
ら
、
無
条
件
／
条
件
付
平
和
主
義
を
区
別
す
る
。

次
に
、
平
和
主
義
の
範�

囲�

す
な
わ
ち
、
非
暴
力
を
い
つ
ど
の
よ
う
な
場
面
で
適
用
し
、
あ
る
い
は
適
用
し
な
い
か

と
い
う
観
点
か
ら
、

普
遍
的
／
私
的
／
公
的
平
和
主
義
を
区
別
す
る
。
面
白
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
補
助
線
を
引
く
こ
と
で
、「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」

批
判
に
対
す
る
答
え
が
、
平
和
主
義
の
多
様
な
思
想
や
実
践
の
あ
い
だ
に
自
ず
と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

繰
り
返
す
と
、「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」
批
判
の
要
点
は
、
国
家
を
（
場
合
に
よ
っ
て
は
戦
争
で
）
守
る
こ
と
を
放
棄
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
家

族
や
恋
人
を
（
場
合
に
よ
っ
て
は
腕
力
で
）
守
る
こ
と
を
放
棄
す
る
の
も
同
然
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
非
暴
力
を
掲
げ
る
平
和
主
義
者
は
ジ
レ
ン

マ
に
陥
る
。
一
方
で
、
国
策
と
し
て
の
戦
争
を
非
難
す
る
な
ら
、
家
族
や
恋
人
の
危
険
を
も
黙
っ
て
座
視
す
る
臆
病
者
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
家
族
や
恋
人
を
力
ず
く
で
助
け
る
決
断
を
す
る
な
ら
、
同
時
に
戦
争
に
賛
成
す
る
の
も
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
平
和
主
義
者
は
自
分
の
信
念
を
貫
徹
で
き
な
い
。
は
た
し
て
こ
の
批
判
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
無�

条�

件�

平
和
主
義
と
条�

件�

付�

平
和
主
義
を
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
前
者
は
、
非
暴
力
の
教
え
が
無
条
件
に
、
い
つ
い
か

じ
ゅ
ん
し
ゅ

な
る
場
合
で
も
遵
守
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
非
暴
力
の
教
え
が
妥
当
し
な
い
例
外
的
状
況
も
あ
り
う
る
と
考
え

る
。
も
ち
ろ
ん
、
平
和
主
義
者
で
あ
る
以
上
、
原
則
と
し
て
非
暴
力
を
尊
重
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
こ
の
原
則
を
受
け

入
れ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
貫
き
と
お
す
か
（
と
お
せ
る
か
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
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は
じ
め
に
、
非
暴
力
の
教
え
が
無�

条�

件�

で
あ
る
と
は
、
文
字
ど
お
り
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
例
外
な
し
に
非
暴
力
を
貫
徹
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
い
つ
い
か
な
る
場
合
で
あ
れ
、
紛
争
解
決
に
お
い
て
戦
争
を
含
む
暴
力
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
非
暴
力
を
貫
く
こ
と
の

帰
結
が
ど
う
な
ろ
う
と
も
、
暴
力
は
そ
れ
自
体
で
悪
で
あ
り
、
帰
結
と
は
無
関
係
に
否
定
さ
れ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
破
滅
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

ろ
う
と
も
、
平
和
主
義
者
に
は
非
暴
力
を
貫
徹
す
る
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
と
い
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
徹
底
か
つ
一
貫
し
た
立
場
は
、
非
暴
力
の
教
え
に
対
す
る
き
わ
め
て
強
い
確
信
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
一
候
補
が
宗
教
的
確
信
に

よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
無
条
件
平
和
主
義
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
よ
う
な
宗
教
的
人
物
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な

い
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
、
非
暴
力
は
単
な
る
一
選
択
肢
で
は
な
く
、
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
暴
力
に
正
解
は
決
し
て
な
く
、
非
暴
力
に
不
正
解

は
決
し
て
な
い
。
非
暴
力
か
ら
帰
結
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
は
、
む
し
ろ
そ
れ
が
一
層
真
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
、
ト
ル
ス

ト
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

敵
が
戦
争
を
挑
ん
で
き
た
り
、
あ
る
い
は
単
に
悪
人
が
私
を
襲
っ
た
り
す
る
時
、
以
前
の
私
に
は
、
も
し
自
分
が
自
己
防
衛
を
し
な
け
れ
ば
、

り
ゃ
く
だ
つ

彼
ら
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
掠
奪
し
た
り
、
わ
れ
わ
れ
や
隣
人
を
辱
か
し
め
た
り
、
苦
し
め
た
り
、
殺
し
た
り
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
れ
が

私
に
は
恐
ろ
し
か
っ
た
。
し
か
し
今
や
、
こ
れ
ま
で
私
を
困
惑
せ
し
め
て
い
た
す
べ
て
の
も
の
が
、
喜
ば
し
い
も
の
に
思
わ
れ
、
真
理
を
裏

づ
け
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
…
…
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
真
理
を
知
ら
ぬ
人
々
の
前
に
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
の
み
そ
れ
を
知
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
立
証
は
実
行
に
よ
る
以
外
に
は
な
し
え
な
い
。
そ
の
実
行
と
は
戦
争
放
棄
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
敵
味
方
の
差
別
な

し
に
人
々
に
善
を
施
す
こ
と
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
話
が
出
た
と
こ
ろ
で
、
平
和
主
義
者
が
暴
力
で
は
な
く
非
暴
力
を
選
択
す
る
こ
と
の
二
つ
の
含
意
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

ひ
と
つ
は
、
非
暴
力
が
無�

抵�

抗�

を
意
図
し
て
い
る
と
の
解
釈
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
非
暴
力
が
抵�

抗�

を
意
図
し
て
い
る
と
の
解
釈
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
宗
教
的
価
値
観
に
裏
打
ち
さ
れ
た
平
和
主
義
は
、
と
き
に
無
抵
抗
を
意
味
す
る
こ
と
が
あ
る
（
無
抵
抗
主
義
）。
す
な
わ
ち
、
非
暴

力
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「『
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
』
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
悪
人
に
手
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向
か
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
五
・
三
八
〜
三
九
）
の
実
践
で
あ
る
の
だ
。
相
手
に
自
分
の
一
身
を
委
ね
る
こ
と
の
シ
ン
ボ
ル
と

し
て
、
武
器
が
投
げ
捨
て
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
無
抵
抗
主
義
は
と
き
に
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
立
場
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
実
践
す
る
た
め
に
は
、
キ
リ

し
ょ
く
ざ
い

ス
ト
教
の
贖
罪
思
想
の
よ
う
な
、
犠
牲
に
対
す
る
積
極
的
な
意
味
づ
け
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

他
方
で
、
非
暴
力
が
無
抵
抗
で
は
な
く
抵
抗
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
（
非
暴
力
抵
抗
主
義
）。
こ
の
場
合
、
敵
対
者
を
打

倒
す
る
た
め
の
数
あ
る
選
択
肢
の
一
種
と
し
て
、
暴
力
手
段
で
は
な
く
非
暴
力
手
段
が
用
い
ら
れ
る
。
非
暴
力
を
貫
く
こ
と
に
よ
り
、
物
理
的
暴

力
で
は
な
く
心
理
的
圧
力
を
通
じ
て
相
手
の
言
動
を
変
え
よ
う
と
す
る
の
だ
。
目
標
は
あ
く
ま
で
も
邪
悪
や
不
正
へ
の
抵
抗
や
変
革
で
あ
り
、
非

暴
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
種
の
平
和
主
義
は
、
イ
ン
ド
独
立
の
指
導
者
Ｍ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
サ
テ
ィ
ヤ
ー
グ
ラ
ハ
（
真
理
の
把
持
）
の
思
想
に
見
ら
れ
る
。
ガ
ン
ジ
ー

は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
イ
ン
ド
植
民
地
支
配
を
批
判
す
る
た
め
に
、「
塩
の
行
進
」（
一
九
三
〇
年
）
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
の
非
暴
力
不
服
従
運
動

を
組
織
化
し
、
遂
に
独
立
を
勝
ち
取
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
非
暴
力
は
戦
う
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
。
い
わ
く
、「
非
暴
力
は
…
…
自
ら
す

す
ん
で
苦
し
み
を
甘
受
す
る
。
そ
れ
は
、
悪
を
な
す
者
の
意
志
に
い
く
じ
な
く
服
従
す
る
の
で
は
な
く
、
全
心
全
霊
を
も
っ
て
圧
制
者
の
意
志
に

抗
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。
ガ
ン
ジ
ー
の
思
想
は
、
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
で
反
人
種
差
別
運
動
を
組
織
化
し
た
Ｍ
・
Ｌ
・
キ
ン
グ
牧
師
に
も
多
大

な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
次
に
、
条�

件�

付�

平
和
主
義
の
立
場
に
移
ろ
う
。
こ
の
立
場
は
、
非
暴
力
を
貫
徹
す
る
こ
と
の
帰
結
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、

そ
れ
を
絶
対
的
に
遵
守
せ
よ
と
い
う
無
条
件
の
立
場
で
は
な
い
。
非
暴
力
は
原
則
で
あ
っ
て
、
原
則
に
は
例
外
が
付
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場

は
、
非
暴
力
の
教
え
を
あ
る
種
の
偶
然
性
に
委
ね
る
。
例
え
ば
、
非
暴
力
を
貫
く
こ
と
の
被
害
が
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
甚
大
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
場
合
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
個
別
的
に
暴
力
手
段
を
用
い
る
こ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
容
認
し
う
る
。

し
か
し
同
時
に
付
け
加
え
る
べ
き
は
、
大
半
の
場
合
、
暴
力
手
段
に
訴
え
る
こ
と
は
賢
明
な
手
段
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
問
題

を
よ
り
悪
化
さ
せ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
暴
力
手
段
で
対
抗
し
て
も
勝
ち
目
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
暴
力
の
応
酬
は
エ

ス
カ
レ
ー
ト
や
将
来
の
禍
根
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
敵
対
者
を
残
虐
非
道
な
存
在
と
決
め
つ
け
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
、
侵
略
者
は
か
れ
ら
で
は
な
く
自
分
た
ち
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
紛
争
解
決
に
あ
た
っ
て
暴
力
よ
り
も
非
暴
力
を
選
択
す
る
こ
と
に

小－Ｓ

―5―



は
、
大
半
の
場
合
、
十
分
説
得
的
な
理
由
が
あ
る
。

多
く
の
平
和
主
義
者
は
、
こ
の
条
件
付
平
和
主
義
の
立
場
を
と
る
。
例
え
ば
ラ
ッ
セ
ル
は
、
反
戦
平
和
運
動
に
生
涯
を
費
や
し
た
が
、
ト
ル
ス

ト
イ
の
よ
う
な
無
条
件
平
和
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
争
の
原
則
的
禁
止
の
例
外
と
し
て
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
の
戦
い
は
必
要

か
つ
正
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
を
野
放
し
に
す
る
こ
と
の
巨
悪
は
、
非
暴
力
の
貫
徹
を
許
さ
な
い
ほ
ど
圧
倒
的
に
大

き
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
例
外
的
状
況
下
で
、
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
が
現
実
的
な
選
択
肢
だ
っ
た
の
だ
。
彼
は
当
時
を
回

顧
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

そ
の
と
き
も
、
後
に
な
っ
て
か
ら
も
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
戦
争
が
間
違
っ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
非
難
し
た
の
は
こ�

の�

戦
争
で

あ
っ
て
、
あ�

ら�

ゆ�

る�

戦
争
で
は
な
い
。
第
二
次
大
戦
は
必
要
と
考
え
た
が
、
そ
れ
は
戦
争
に
か
ん
す
る
意
見
が
変
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
時

の
事
情
が
違
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

《
中
略
》

そ
れ
で
は
次
に
、
平
和
主
義
が
適
用
さ
れ
る
範�

囲�

に
関
し
て
、
よ
り
詳
細
な
分
類
を
行
っ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
私�

的�

場

面
と
公�

的�

場
面
を
区
別
す
る
の
が
有
益
で
あ
る
。
私
的
場
面
と
は
、
一
人
と
し
て
で
あ
れ
集
団
と
し
て
で
あ
れ
、
人
間
が
私

人
と
し
て
考
え
た
り
行
為
し
た
り
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
公
的
場
面
と
は
、
人
間
が
政
治
的
単
位
を
形
づ
く

る
何
ら
か
の
集
団
と
し
て
考
え
た
り
行
為
し
た
り
す
る
場
面
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
族
や
恋
人
を
守
る
た
め
に
個
人
武
装
す

は
ん
ち
ゅ
う

る
こ
と
は
私
的
範
躊
に
あ
り
、
国
民
と
し
て
戦
争
に
賛
成
し
た
り
、
参
加
し
た
り
す
る
こ
と
は
公
的
範
躊
に
あ
る
。
こ
れ

ら
の
場
面
を
区
別
す
る
と
、
表
1
の
よ
う
な
ク
ロ
ス
表
が
描
け
る
。

Ａ
か
ら
Ｄ
の
う
ち
、
平
和
主
義
的
要
素
を
含
む
立
場
に
は
以
下
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
う
る
。

平和主義
Ｂ
Ｄ

非平和主義
Ａ
Ｃ

私的－
公的－

表1 範囲から見た平和主義の分類

小－Ｓ

―6―



・
普
遍
的
平
和
主
義：

私
的
に
も
公
的
に
も
平
和
主
義
の
立
場
を
と
る
（
Ｂ
＋
Ｄ
）

・
私
的
平
和
主
義：

私
的
に
は
平
和
主
義
の
立
場
を
と
る
が
、
公
的
に
は
非
平
和
主
義
の
立
場
を
と
る
（
Ｂ
＋
Ｃ
）

・
公
的
平
和
主
義：

私
的
に
は
非
平
和
主
義
の
立
場
を
と
る
が
、
公
的
に
は
平
和
主
義
の
立
場
を
と
る
（
Ａ
＋
Ｄ
）

そ
れ
ぞ
れ
順
番
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

は
じ
め
に
、
普�

遍�

的�

平
和
主
義
と
は
、
私
的
場
面
の
み
な
ら
ず
、
公
的
場
面
に
お
い
て
も
非
暴
力
を
貫
く
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
普
遍
的
平
和

主
義
者
に
と
っ
て
非
暴
力
は
公
私
を
貫
く
一
般
原
則
で
あ
り
、
そ
の
対
象
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
誰
で
あ
ろ
う
と
一
切
の
妥
協
を
許
さ
な
い
の
だ
。

一
個
人
と
し
て
、
自
分
の
愛
す
る
人
が
暴
漢
に
襲
わ
れ
て
も
暴
力
を
用
い
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、
政
治
集
団
の
一
員
と
し
て
、
自
国

が
他
国
に
侵
略
さ
れ
て
も
武
力
を
用
い
て
は
い
け
な
い
。
私
た
ち
は
首
尾
一
貫
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
行
使
を
拒
絶
す
べ
き
な
の
だ
。

例
え
ば
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
国
家
行
為
と
し
て
の
戦
争
は
放
棄
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
も
そ
も
個
人
間
の
争
い
の
レ
ベ
ル
で
さ
え
、
暴
力
手
段
に

は
決
し
て
訴
え
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
暴
漢
と
い
え
ど
も
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
そ
の
人
が
悔
い
改
め
る
か
も
し
れ
な
い
機
会
を
永
遠

に
奪
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
罪
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
た
と
え
強
盗
が
自
分
の
子
ど
も
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
と

き
で
さ
え
、
そ
の
強
盗
を
殺
害
す
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
と
示
唆
す
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
決
意
で
固
め
ら
れ
る
な
ら
、「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」

批
判
を
向
け
ら
れ
て
も
、
非
暴
力
の
砦
が
容
易
に
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
。

次
に
、
私�

的�

平
和
主
義
と
は
、
私
的
場
面
で
は
非
暴
力
を
貫
く
が
、
公
的
場
面
で
は
暴
力
手
段
を
容
認
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
私
的
平
和

主
義
者
の
例
と
し
て
は
、
先
に
引
用
し
た
古
代
ロ
ー
マ
の
神
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
と
同
様
、

キ
リ
ス
ト
教
の
非
暴
力
の
教
え
に
従
い
、
私
的
場
面
に
お
い
て
は
暴
力
手
段
に
訴
え
る
こ
と
が
決
し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
実
の
と
こ
ろ
、

不
当
な
暴
力
に
対
抗
す
る
た
め
の
個
人
の
自
己
防
衛
で
す
ら
、
彼
は
正
当
で
あ
る
と
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
神
学
者
の
あ
い
だ
で
正
当
防
衛
の

観
念
が
明
確
に
理
論
化
さ
れ
る
の
は
、
中
世
中
期
の
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
降
で
あ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
原
罪
を
背
負
っ
た
こ
の
世
界
の
不
完
全
な
人
間
は
、
間
違
い
を
犯
す
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
こ
で
政
治
権
力
に
携
わ
る
者
は
、

こ
れ
ら
の
人
間
に
対
す
る
処
罰
と
矯
正
の
手
段
と
し
て
、
と
き
に
必
要
悪
と
し
て
の
暴
力
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
。
罪
人
を
罰
す
る
こ
と
も
、
戦
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争
を
行
う
こ
と
も
、
そ
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
幾
分
ね
じ
れ
た
現
象
で
あ
る
が
、
私
人
と
し
て
平
和
主
義
者
で
あ
る
人
が
、
職
業
的
に
軍

隊
の
よ
う
な
実
力
組
織
に
所
属
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
実
際
、
こ
れ
こ
そ
平
和
主
義
か
ら
出
発
し
た
古
代
キ
リ
ス
ト
教
が
、
従
軍
の
必
要
に
迫

ら
れ
て
正
戦
論
の
論
理
を
発
明
し
た
と
き
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
教
兵
士
の
あ
い
だ
で
生
じ
た
こ
と
だ
っ
た
。

最
後
に
、
公�

的�

平
和
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
立
場
だ
ろ
う
か
。
公
的
平
和
主
義
者
は
、
私
的
場
面
で
は
非
暴
力
に
徹
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

公
的
場
面
で
の
暴
力
手
段
は
拒
絶
す
る
。
公
的
平
和
主
義
が
禁
止
す
る
の
は
、
平
和
主
義
者
が
政
治
集
団
の
一
員
と
し
て
暴
力
を
用
い
る
こ
と
で

あ
る
。
逆
に
い
う
と
、
身
の
危
険
を
感
じ
た
私
人
が
自
衛
の
た
め
に
や
む
を
え
な
い
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
公
的
平
和
主
義
は
、
危
険
に
陥
っ
た
私
人
に
つ
い
て
は
暴
力
行
使
の
余
地
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

ガ
ン
ジ
ー
は
、
こ
の
点
で
公
的
平
和
主
義
者
に
含
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ガ
ン
ジ
ー
は
、
彼
が
指
導
し
た
イ
ン
ド
独
立
運
動
に
お
い
て
は
ア
ヒ
ン

ひ
ん
し

サ
ー
（
非
暴
力
）
を
唱
え
な
が
ら
も
、
私
的
暴
力
を
必
ず
し
も
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
、
父
親
が
瀕
死
の
暴
行
を
受
け
た

と
き
に
、
も
し
現
場
に
居
合
わ
せ
た
と
し
た
ら
、
自
分
は
見
殺
し
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
か
、
腕
力
に
訴
え
て
守
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
長
男
に
尋

つ
と
め

ね
ら
れ
て
、「
暴
力
に
訴
え
て
も
わ
た
し
を
護
る
の
が
彼
の
義
務
で
あ
る
」
と
答
え
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
は
正
反
対
で
、
ガ
ン
ジ
ー

は
公
的
場
面
と
異
な
り
、
私
的
場
面
で
の
暴
力
手
段
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。
私
的
平
和
主
義
と
公
的
平
和
主
義
は
、
暴
力
／
非
暴
力
の

選
択
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
た
す
き
が
け
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。

以
上
三
つ
の
立
場
の
う
ち
、
普
遍
的
平
和
主
義
お
よ
び
公
的
平
和
主
義
は
、
公
的
暴
力
に
反
対
す
る
立
場
（
表
1
の
Ｄ
）
を
と
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
あ
る
種
の
不
安
を
引
き
起
こ
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
的
暴
力
に
代
わ
っ
て
、
公
的
暴
力
を
独
占
的
に
使
用
す
る
こ
と
こ
そ
、
近
代
国
家
の
特
徴

で
あ
る
か
ら
だ
。
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
定
義
す
る
よ
う
に
、「
国
家
と
は
、
あ
る
一
定
の
領
域
の
内
部
で
…
…
正�

統�

な�

物�

理�

的�

暴�

力�

行�

使�

の�

独�

占�

を
（
実
効
的
に
）
要
求
す
る
人
間
共
同
体
で
あ
る
」。
近
代
国
家
は
、
そ
の
定
義
か
ら
し
て
暴
力
と
切
り
離
せ
な
い
。
す
る
と
、

公
的
非
暴
力
と
い
う
立
場
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
近
代
国
家
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
立
場
に
転
じ
ざ
る
を
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば

平
和
主
義
者
は
、
通
常
の
警
察
活
動
に
含
ま
れ
る
強
制
力
す
ら
も
否
定
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

実
際
、
普
遍
的
平
和
主
義
者
の
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
自
分
の
平
和
主
義
的
信
念
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
、
一
種
の
無�

政�

府�

主�

義�

を
支
持
し
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
、
政
府
活
動
は
、
警
察
活
動
も
含
め
て
一
切
が
暴
力
的
で
あ
り
、
理
想
的
に
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
の
率
直
な
言
葉
を
借
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り
れ
ば
、「
真
の
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
は
国
家
を
破
壊
す
る
」。
近
代
国
家
が
刑
罰
や
戦
争
を
含
む
暴
力
的
要
素
を
内
包
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ

と
し
た
ら
、
本
来
非
暴
力
の
教
え
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
、
暴
力
装
置
で
あ
る
国
家
と
交
わ
る
こ
と
は
永
遠
に
な
い
。
彼
に
と
っ
て
「
キ
リ
ス
ト

教
国
家
」
と
は
端
的
に
、「
黒
い
白
鳥
」
や
「
強
制
的
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
同
類
の
語
義
矛
盾
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
あ
ら
ゆ
る
平
和
主
義
者
が
無
政
府
主
義
を
支
持
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
暴
力
を
忌
避
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
警
察
活
動
を
も
廃
止

し
よ
う
と
す
る
平
和
主
義
者
は
、
現
実
的
に
は
少
数
だ
ろ
う
。
公
的
暴
力
に
反
対
す
る
と
言
う
と
き
、
大
半
の
平
和
主
義
者
は
も
っ
と
限
定
的
な

こ
と
、
す
な
わ
ち
国
際
関
係
に
お
け
る
戦
争
を
廃
止
す
る
反�

戦�

主�

義�

の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、

「
戦
争
と
い
う
も
の
が
、
警
察
に
よ
る
強
制
力
の
使
用
と
異
な
っ
て
い
る
点
は
、
次
の
事
実
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
警
察
の
諸
行
動
は
中
立
的
な
権

威
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
る
に
反
し
て
、
戦
争
に
お
い
て
は
、
暴
力
を
始
動
さ
せ
る
の
が
紛
争
の
当
事
者
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
な
の
だ
」。

戦
争
と
警
察
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
警
察
が
依
拠
す
る
「
中
立
的
な
権
威
」
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

定
義
に
あ
る
暴
力
行
使
の
「
正
統
性
」
の
有
無
で
あ
る
。
あ
る
国
家
が
別
の
国
家
に
戦
争
を
仕
掛
け
る
と
き
、
前
者
の
政
府
が
後
者
の
国
民
に
対

し
て
、
あ
ら
か
じ
め
武
器
使
用
の
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
正
統
な
政
府
は
強
制
力
を
用
い
る
こ
と
の
同

意
を
、
通
常
あ
ら
か
じ
め
制
定
さ
れ
た
法
律
を
通
じ
て
国
民
か
ら
調
達
し
て
い
る
。
正
統
な
政
府
が
行
う
警
察
活
動
を
容
認
す
る
点
で
、
ラ
ッ
セ

ル
は
反
戦
主
義
者
で
あ
る
が
無
政
府
主
義
者
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
の
廃
絶
を
目
指
す
反
戦
主
義
と
、
国
家
そ
れ
自
体
の
廃
絶
を
目
指
す

無
政
府
主
義
は
、
立
場
的
に
は
ま
っ
た
く
別
物
な
の
だ
。

《
中
略
》

以
上
、
非
暴
力
の
強�

度�

と
範�

囲�

の
二
つ
を
補
助
線
と
し
な
が
ら
、
平
和
主
義
の
多
様
な
姿
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
一
口
に
平

和
主
義
と
い
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
は
実
に
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」
批
判
は
、

こ
れ
ら
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
区
別
し
な
い
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
作
為
的
な
擬
似
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
平
和
主
義
者
の
眼
前
に
は
、
答

し
さ
い

え
る
べ
き
真
正
の
問
題
が
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
平
和
主
義
の
内
実
を
仔
細
に
分
類
し
て
い
く
な
か
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で
、
自
ず
と
答
え
が
出
た
も
の
と
考
え
よ
う
。
平
和
主
義
者
は
、「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
？
」
と
詰
問
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
降
参
す
る
必
要

は
ま
っ
た
く
な
い
。

〔
松
元
雅
和
『
平
和
主
義
と
は
何
か
』（
中
央
公
論
新
社
、
2
0
1
6
年
）
よ
り
〕
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〔
問
〕
平
和
主
義
者
に
向
け
ら
れ
る
「
愛
す
る
人
が
襲
わ
れ
た
ら
」
批
判
に
つ
い
て
、
著
者
は
傍
線
部
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
批
判
に
対

し
て
著
者
は
ど
の
よ
う
に
反
論
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
問
題
文
の
内
容
を
踏
ま
え
て
論
じ
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
著
者
の
見
解

に
対
す
る
あ
な
た
の
意
見
を
述
べ
な
さ
い
。（
合
計
八
〇
〇
字
以
内
）
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