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第
１
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い(

問
１
～
７)

に
答
え
よ
。 

  

ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
生
き
た
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
「
Ａ
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
概
念
は
、
共
感
力
を
も
つ
自
己
像
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
ケ
イ
パ

ビ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
何
か
を
達
成
す
る
、
あ
る
い
は
何
か
を
探
究
し
て
結
論
に
至
る
こ
と
の
で
き
る
力
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
キ
ー
ツ
の
こ
の
概
念
は
、
知
性
や
論
理
的
思

考
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
て
し
ま
う
、
解
決
し
た
と
思
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
状
態
に
心
を
導
く
こ
と
を
あ
え
て
留
保
す
る
こ
と
を
さ
す
。「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ケ
イ
パ

ビ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
相
手
の
気
持
ち
や
感
情
に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
分
か
っ
た
気
に
な
ら
な
い
「
宙
づ
り
」
の
状
態
、
つ
ま
り
不
確
か
さ
や
疑
い
の
な
か
に
い
ら
れ
る
能
力

で
あ
る
。  

「
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
他
の
人
の
内
な
る
体
験
に
接
近
し
始
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
言
及
し
た
の
は
、
作
家
で
精
神
科
医
の
帚
木
蓬
生
で
あ
る
。 

 

共
感
を
持
っ
た
（
ア
）
タ
ン
サ
ク
を
す
る
に
は
、
探
求
者
が
結
論
を
棚
上
げ
す
る
創
造
的
な
能
力
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
体
験
の
核
心
に
迫
ろ
う
と

す
る
キ
ー
ツ
の
探
求
は
、
想
像
を
通
じ
て
共
感
に
至
る
道
を
照
ら
し
て
く
れ
る
。 

 キ
ー
ツ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
想
像
力
は
他
者
と
の
共
感
に
至
る
道
筋
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
ケ
ア
〉
の
営
為
に
は
、
あ
え
て
留
保
す
る

力
が
必
要
で
あ
る
。
帚
木
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
の
脳
に
は
、「
「
分
か
ろ
う
」
と
す
る
生
物
と
し
て
の
方
向
性
が
備
わ
っ
て
」
い
る
。   

 

さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
状
況
や
自
然
現
象
、
病
気
や
苦
悩
に
、
私
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
づ
け
を
し
て
「
理
解
」
し
、「
分
か
っ
た
」
つ
も
り
に
な
ろ
う
と
す
る
の
も
、
そ

う
し
た
脳
の
傾
向
が
下
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。(

帚
木
蓬
生
『
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
』、
八
頁)  

 こ
の
一
文
は
じ
つ
に
（
イ
）
シ
サ
的
で
あ
る
。
他
者
の
言
葉
を
聴
こ
う
、
他
者
の
気
持
ち
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
忍
耐
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
文
学
の
営
為

に
も
通
じ
る
。
物
語
を
創
作
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
読
む
こ
と
は
、
誰
か
の
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
想
像
世
界
に
向
き
合
い
、
じ
っ
く
り
考
え
て
耐
え
抜
く
プ
ロ
セ
ス
で
も
あ

る
。  

（
中
略
） 

一
八
世
紀
の
医
学
言
説
で
も
っ
と
も
支
配
的
だ
っ
た
の
は
神
経
学
だ
が
、
キ
ー
ツ
は
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ー
ト
リ
ー
の
観
念
連
合
理
論
に
影
響
を
受
け

て
い
た
。
こ
の
理
論
の
「
振
動
説
」
は
、
脳
内
で
熱
と
動
脈
や
神
経
の
鼓
動
に
よ
っ
て
絶
え
間
な
い
振
動
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
ハ
ー
ト
リ
ー
の
理
論
は
、
身
体

の
生
理
学
的
お
よ
び
心
的
事
象
の
密
接
な
繋
が
り
を
研
究
す
る
現
代
の
心
理
学
へ
の
（
ウ
）
タ
ン
シ
ョ
を
開
い
た
。
ま
た
、
神
経
生
理
学
や
神
経
学
と
現
在
呼
ば
れ
る
も
の
の
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創
始
者
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
ッ
ト
は
、
神
経
器
官
の
末
端
で
感
じ
と
る
感
覚
印
象
が
脳
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
神
経
シ
ス
テ
ム
の
「
共
感
原
理
」
が
主
要
な
役
割
を
果
た
す
と
主

張
し
た
。  

一
八
世
紀
に
医
学
生
と
し
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
キ
ー
ツ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
共
感
原
理
」
こ
そ
が
彼
の
詩
的
言
語
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九
世
紀
初
頭
、

最
も
知
名
度
の
高
か
っ
た
解
剖
学
者
、
病
理
学
者
で
あ
っ
た
ア
ス
ト
リ
ー
・
ク
ー
パ
ー
に
師
事
し
た
。
神
経
が
過
敏
な
精
神
状
態
で
あ
る
と
き
に
は
他
者
が
感
じ
て
い
る
感
覚

や
思
考
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ク
ー
パ
ー
の
共
感
原
理
も
、
お
そ
ら
く
キ
ー
ツ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
概
念
を
形
成
す
る
素
地
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

キ
ー
ツ
の
物
語
詩
『
イ
ザ
ベ
ラ
』
は
、
恋
人
ロ
レ
ン
ゾ
を
兄
に
殺
害
さ
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
の
悲
痛
さ
を
描
い
て
い
る
。
貧
し
い
男
と
の
結
婚
を
阻
止
す
る
た
め
の
ロ
レ
ン
ゾ
殺
害

か
ら
は
、
兄
が
い
か
に
経
済
的
な
価
値
を
重
視
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
対
し
て
愛
の
価
値
を
重
視
す
る
イ
ザ
ベ
ラ
は
、
ロ
レ
ン
ゾ
の
苦
痛
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
埋
め
ら

れ
て
い
た
彼
の
頭
を
バ
ジ
ル
の
鉢
に
植
え
、
そ
の
植
物
を
育
て
る
。
そ
の
バ
ジ
ル
が
青
々
と
繁
る
の
は
、
イ
ザ
ベ
ラ
が
流
す
涙
の
た
め
で
あ
る
。
キ
ー
ツ
が
用
い
る
「
脳
」
や

「
精
気
」
と
い
う
言
葉
は
当
時
の
医
学
言
説
で
多
用
さ
れ
て
い
た
。
外
的
世
界
と
内
的
世
界
が
神
経
器
官
で
繋
が
っ
て
い
る
の
は
、
脳
と
神
経
の
末
端
と
の
あ
い
だ
を
行
き
交

う
「
精
気
」
の
運
動
の
お
か
げ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
自
己
像
は
、
つ
ね
に
多
孔
的
で
、
か
つ
他
者
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。  

他
者
に
開
か
れ
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
自
己
こ
そ
、
世
俗
の
時
代
に
求
め
ら
れ
る
自
己
像
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
の
は
、
カ
ナ
ダ
の
宗
教
社
会
学
者
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ

ー
で
あ
る
。
先
述
し
た
近
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
思
想
の
も
と
で
長
い
こ
と
評
価
さ
れ
て
き
た
の
は
「
緩
衝
材
に
覆
わ
れ
た
自
己
」
で
、
啓
蒙
期
以
降
の
多
孔
質
で
な

い
「
自
立
し
た
個
」
の
比
喩
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、「
Ｂ
多
孔
的
な
自
己
」
は
、
よ
り
緩
や
か
な
輪
郭
を
も
つ
、
近
代
で
は
（
エ
）
キ
ハ
ク
に
な
り
つ
つ
あ
る
存

在
で
、
他
者
の
内
面
に
入
り
込
む
ほ
ど
の
想
像
力
を
有
す
る
自
己
像
で
あ
る
。
自
他
二
元
論
が
支
配
す
る
よ
う
な
世
界
か
ら
一
度
切
り
離
し
て
み
て
、
内
的
世
界
と
外
的
世
界

と
を
行
き
来
す
る
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
で
他
者
へ
の
想
像
力
が
及
ぶ
自
己
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
価
値
は
あ
る
だ
ろ
う
。  

テ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
近
代
社
会
に
お
け
る
自
己
を
語
る
際
に
参
考
に
な
る
の
が
、（ 

Ｃ 

）
を
壁
に
覆
わ
れ
た
よ
う
な
閉
じ
ら
れ
た
「
個
」
と
、
壁
の
な
い
（
壁
が
あ
っ

た
と
し
て
も
穴
が
あ
い
て
い
る)

「
多
孔
的
な
自
己
」
と
い
う
二
つ
の
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。 

『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
分
析
対
象
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
〝
自
律
／
自
立
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
〟
、
す
な
わ
ち
強
い
「
個
」
の

魅
力
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』
の
批
評
史
は
「
ケ
ア
の
倫
理
」
が
看
過
さ
れ
る
典
型
例
と
し
て
も
参
照
で
き
る
。
自
立
し
た
強
い
女
性
と
し
て
高
く
評

価
さ
れ
て
き
た
ジ
ェ
イ
ン
像
を
定
着
さ
せ
た
代
表
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
は
、
サ
ン
ド
ラ
・
ギ
ル
バ
ー
ト
と
ス
ー
ザ
ン
・
グ
ー
バ
ー
に
よ
る
『
屋
根
裏
の
狂
女
』（1979

）
で

あ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
、
小
説
の
結
末
で
ジ
ェ
イ
ン
が
結
婚
し
て
家
庭
に
入
る
こ
と
は
、
彼
女
が
遺
産
を
相
続
す
る
だ
け
で
な
く
火
事
で
視
力
を
失
っ
た
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
が
格

下
げ
さ
れ
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
許
容
さ
れ
る
物
語
に
な
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
多
方
面
か
ら
の
解
釈
が
可
能
な
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
も
〝
自
律
／
自
立
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
〟

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
う
の
が
、
こ
の
小
説
の
批
評
の
特
徴
で
あ
る
。 

 

こ
の
作
品
の
評
価
が
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
こ
と
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
っ
た
の
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
家
の
コ
ー
ラ
・
カ
プ
ラ
ン
で
あ
る
。
彼
女
は
、

一
九
七
〇
年
代
以
前
の
女
性
像
を
踏
ま
え
て
、
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
の
強
烈
な
「
個
」
と
い
う
価
値
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
で
「
Ｄ
普
遍
化
」
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
問

い
直
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
女
性
観
に
つ
い
て
の
「
歴
史
性
」
が
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
自
立
心
を
示
せ
な
い
女
性
は
「
劣
る
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
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カ
プ
ラ
ン
は
問
い
か
け
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
が
個
人
の
苦
し
み
や
怨
恨
に
囚
わ
れ
す
ぎ
て
、
本
来
の
文
学
的
な
才
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い

と
批
判
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ブ
ロ
ン
テ
が
提
示
す
る
強
烈
な
「
個
」
や
、
彼
女
が
抱
え
る
「
怒
り
」
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
言
っ
た
の
は
ウ
ル
フ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ウ
ル
フ
自
身
も
、『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』
の
想
像
力
と
共
感
力
の
側
面
を
看
過
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
は
あ
る

だ
ろ
う
。
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
の
親
友
ヘ
レ
ン
・
バ
ー
ン
ズ
の
愛
読
書
は
、
空
想
世
界
が
入
り
混
じ
っ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
『
ラ
セ
ラ
ス
』
で
あ
っ
た
。 

ウ
ル
フ
が
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
の
小
説
の
書
き
方
に
批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
、
彼
女
が
ヒ
ロ
イ
ン
の
経
験
を
い
か
に
も
「
普
遍
的
」「
単
一
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

あ
る
い
は
「
彼
女
が
見
た
も
の
を
私
た
ち
に
も
見
せ
よ
う
と
す
る
」
力
業
で
描
い
た
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ル
フ
は
『
ジ
ェ
イ
ン
・
エ
ア
』
を
強
烈
な
「
個
」
や
「
怒
り
」

を
描
い
て
い
る
作
品
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
て
い
た
。
も
し
ウ
ル
フ
に
と
っ
て
重
要
な
の
が
、
他
者
と
共
感
す
る
「
多
孔
的
」
な
女
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
男
性
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
併
せ
持
つ
両
性
具
有
的
な
性
質
を
備
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ブ
ロ
ン
テ
の
小
説
に
も
、
ジ
ェ
イ
ン
に
手
を
差
し
伸
べ
る
ヘ
レ
ン
を
通
じ
て
「
多
孔

性
」
は
描
か
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
た
だ
、
ブ
ロ
ン
テ
は
「
あ
え
て
」
ジ
ェ
イ
ン
を
多
孔
的
な
自
己
像
を
も
つ
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
描
か
な
か
っ
た
の
だ
。 

そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
深
く
内
面
に
入
っ
て
い
く
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
、
神
経
病
の
一
種
と
み
な
さ
れ
、
狂
気
の
領
域
に
及
ぶ
可
能
性
を
孕
ん
で
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
九
世
紀
の
医
学
言
説
に
お
い
て
は
、
過
剰
な
想
像
力
は
精
神
病
、
す
な
わ
ち
狂
気
を
疑
わ
れ
た
。
断
定
す
る
理
性
の
力
は
正
常
を
意
味
し
、
留
保
す
る
想
像
力―

―

と
き
に

空
想
力
と
も
い
わ
れ
た―

―

は
異
常
な
精
神
を
表
し
た
。
ブ
ロ
ン
テ
の
同
時
代
の
医
師
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ク
ー
ム
は
、
骨
相
学
を
広
め
る
の
に
寄
与
し
た
人
物
で
、
精
神
医
学

に
も
貢
献
し
た
。
ク
ー
ム
が
著
書
な
ど
で
詳
述
し
て
い
る
女
性
の
「
夢
想
」
と
「
狂
気
」
の
む
す
び
つ
き
は
当
時
あ
ま
り
に
流
通
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
た
め
、
ブ
ロ
ン
テ

は
想
像
力
が
過
剰
で
あ
る
ヒ
ロ
イ
ン
像
を
差
し
控
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
文
学
と
は
時
代
に
要
請
さ
れ
る
「
規
範
」
と
の
対
話
で
も
あ
る
。
一
八
、
一
九
世
紀
の
医
学
言
説
を
紐
解
け
ば
、
女
性
の
〈
身
体
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
で
表

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。「
無
垢
」「
従
順
」「
母
性
的
」
と
い
う
伝
統
的
な
性
規
範
に
則
っ
た
女
性
た
ち
は
社
会
に
承
認
さ
れ
、
そ
の
規
範
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
過
剰
さ
を

見
せ
る
女
性
は
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」「
狂
気
」「
精
神
異
常
」
と
い
う
言
葉
で
揶
揄
さ
れ
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
、
ブ
ロ

ン
テ
姉
妹
と
い
っ
た
世
界
的
に
知
ら
れ
る
女
性
作
家
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
脚
光
を
浴
び
て
こ
な
か
っ
た
、
よ
り
知
名
度
の
低
い
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
レ
ノ
ッ
ク
ス
、
シ
ャ
ー

ロ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
、
マ
ラ
イ
ア
・
エ
ッ
ジ
ワ
ス
と
い
っ
た
女
性
作
家
に
よ
る
文
学
作
品
や
エ
ッ
セ
イ
が
再
評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
、
精
神
に
「
異
常
」
を
き
た
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
度
を
過
ぎ
て
「
男
ら
し
い
」
女
性
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
過
剰
さ
」
が
必
ず
し
も
賞
賛
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
伝
統
的
な
性
規
範
に
則
っ
た
女
性
像
と
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
女
性
表
象
が
あ
り
、
共
感
の
文
化
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
境
界
線
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。 

ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
、
マ
ラ
イ
ア
・
エ
ッ
ジ
ワ
ス
ら
が
生
き
て
い
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
海
峡
を
越
え
た
イ
ギ
リ

ス
で
も
、
保
守
思
想
と
急
進
思
想
が
そ
れ
ぞ
れ
の
「
善
」
を
掲
げ
て
論
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
急
進
派
の
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
と
保
守
派
の
エ
ド
マ
ン
ド
・

バ
ー
ク
は
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
陣
営
に
属
し
、
互
い
に
相
手
が
定
義
す
る
「
善
」
を
批
判
し
合
っ
て
い
た
。
し
か
し
興
味
深
い
こ
と
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
後
の
暴
力
の
「
過
剰

さ
」
に
つ
い
て
意
見
は
一
致
し
て
い
た
。
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
は
、
一
七
九
二
年
、
ル
イ
一
六
世
が
ま
さ
に
ギ
ロ
チ
ン
で
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
混
乱
期
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
パ
リ
に
い
た
。
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
考
え
る
「
善
」
が
過
剰
に
な
っ
て
い
く
状
況
を
彼
女
は
自
分
の
目
で
見
て
恐
怖
を
感
じ
て
い
た
。
当
初
フ
ラ
ン
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ス
革
命
に
賛
同
し
て
い
た
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
も
、
実
際
に
Ｅ
過
剰
な
「
善
」
が
ふ
る
う
暴
力
性
を
直
視
し
て
、
こ
の
価
値
を
留
保
す
る
必
要
を
感
じ
た
。
急
進
思
想
家
が

保
守
思
想
を
支
持
す
る
の
は
、
過
剰
を
批
判
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
起
源
及
び
発
展
に
関
す
る
歴
史
的
・
道
徳
的
考

察
』
（1

7
9
4

）
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
宙
づ
り
の
議
論
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
絶
対
善
は
絶
対
悪
よ
り
危
険
が
少
な
く
は
な
い
」
と
い
う
主
張
と
重
な
り
合
う
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
國
分

功
一
郎
の
『
中
動
態
の
世
界―

―

意
志
と
責
任
の
考
古
学
』
が
展
開
す
る
優
れ
た
議
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
善
」
が
な
ん
で
あ
る
か
を
狭
い
視
野
で
決
め
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ

が
過
剰
に
な
り
他
者
を
抑
圧
す
る
と
い
う
暴
力
に
発
展
し
う
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
危
険
で
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
ア
ー
レ
ン
ト
の
立
場
に
つ
い
て
、
國
分
は
明
快
に
論
じ
て

い
る
。
ア
ー
レ
ン
ト
は
、「
他
人
と
と
も
に
苦
悩
す
る
同
情
の
感
情
こ
そ
徳
で
あ
り
善
」
で
「
逆
に
利
己
主
義
こ
そ
社
会
が
も
た
ら
し
た
悪
徳
で
あ
り
悪
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
ベ

ス
ピ
エ
ー
ル
の
「
確
信
」
に
根
本
的
な
異
議
を
呈
し
た
。
そ
し
て
、『
中
動
態
の
世
界
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
『
ビ
リ
ー
・
バ
ッ
ド
』
の
読
み

解
き
に
お
い
て
も
、
主
人
公
ビ
リ
ー
の
「
過
剰
な
善
」
が
い
か
に
暴
力
的
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
受
動
と
能
動
の
対
立
の
外
に
あ
る
〈
中
動
態
〉
と
い
う
概
念
は
、「
正

し
い
答
え
」
を
留
保
し
よ
う
と
す
る
キ
ー
ツ
の
〈
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
〉
と
も
響
き
合
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ロ
マ
ン
派
詩
人
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
テ
イ
ラ
ー
・
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
お
気
に
入
り
の
比
喩
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
ケ
ア
と
は
、「
人
の
精
神
は
羅
針
盤
で
あ
り
、
外
界
の
す
べ
て

の
本
質
的
な
も
の
の
法
則
や
働
き
は
、
そ
の
針
の
ぶ
れ
と
し
て
示
さ
れ
る
」、
そ
う
い
う
心
の
状
態
を
じ
っ
く
り
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。「
ケ
ア
の
倫
理
」
は
与
え
ら
れ
た
シ

チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
人
間
が
い
か
な
る
葛
藤
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
方
法
論
で
あ
る
。
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
言
葉
に
も
〈
中

動
態
〉
に
通
じ
る
精
神
が
宿
っ
て
い
る
。 

 

私
た
ち
が
何
を
行
い
、
何
を
知
る
に
せ
よ
、
動
物
と
種
類
を
異
に
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
自
身
を
信
じ
、
信
頼
す
る
と
い
う
理
性
の
決
断
を
源
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
、
す
な
わ
ち
信
じ
る
と
い
う
理
性
の
最
初
の
行
為
は
、
そ
れ
自
身
が
在
る
と
い
う
こ
と
と
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。 

 こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
理
性
」
と
は
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
理
性
と
は
異
な
り
、
感
受
性
や
想
像
力
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
人
間
の
精
神
活
動
と
は
、「
在
る
と

い
う
こ
と
」、
そ
し
て
動
態
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
生
〉
の
営
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
序
章
で
は
、
筆
者
が
ケ
ア
の
倫
理
論
と
出
会
う
ま
で
の
経
緯
と
、
文
学
作
品
の
な
か
に
描
か
れ
る
〈
ケ
ア
〉
こ
そ
が
、
他
者
を
阻
害
し
、
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
〝
自
立

し
た
個
〟
の
重
要
性
を
掲
げ
る
近
現
代
社
会
が
軽
視
し
て
き
た
価
値
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
を
提
示
し
た
。
強
さ
と
弱
さ
、
理
性
と
共
感
、
あ
る
い
は
自
立
型
の
自
己
と
依

存
型
の
自
己
の
あ
い
だ
に
、
い
ま
だ
言
語
化
さ
れ
な
い
不
可
視
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
小
川
公
代
『
ケ
ア
の
倫
理
と
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
』
一
部
改
変
） 

  



5 

 

問
１ 

傍
線
部
（
ア
）
～
（
エ
）
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１ 

～ 

４ 
 

   

１ 

（
ア
）
タ
ン
サ
ク 

① 

ク
ラ
ス
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
様
々
な
方
法
を
カ
ク
サ
ク
す
る
。 

② 

調
べ
た
い
文
字
が
あ
れ
ば
、
辞
書
の
サ
ク
イ
ン
を
使
お
う
。 

③ 

被
験
者
は
、
ム
サ
ク
イ
に
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。 

④ 

人
の
や
る
気
を
利
用
し
て
、
た
だ
で
仕
事
を
さ
せ
る
こ
と
を
「
や
り
が
い
サ
ク
シ
ュ
」
と
言
う
。 

⑤ 

親
に
志
望
校
に
出
す
履
歴
書
を
テ
ン
サ
ク
し
て
も
ら
っ
た
。 

   

２ 

（
イ
）
シ
サ 

① 

将
棋
の
シ
ナ
ン
書
を
読
む
。 

② 

誰
か
に
カ
ン
シ
さ
れ
て
い
る
気
が
す
る
。 

③ 

今
月
の
銀
行
の
シ
ュ
ウ
シ
が
合
わ
な
い
。 

④ 

本
人
の
シ
シ
ツ
を
考
え
て
、
助
言
す
べ
き
だ
。 

⑤ 

改
善
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
、
ご
キ
ョ
ウ
ジ
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。 

   

３ 

（
ウ
）
タ
ン
シ
ョ 

① 

木
の
セ
ン
タ
ン
部
分
を
切
る
と
、
う
ま
く
い
く
。 

② 

こ
の
動
物
は
、
危
険
を
タ
ン
チ
す
る
能
力
が
優
れ
て
い
る
。 

③ 

こ
の
魚
は
、
タ
ン
ス
イ
に
し
か
住
め
な
い
。 

④ 

こ
の
工
事
は
、
効
果
の
割
り
に
作
業
の
フ
タ
ン
が
大
き
い
の
で
や
め
た
方
が
よ
い
。 

⑤ 

こ
の
文
章
を
タ
ン
ラ
ク
的
な
意
味
に
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。 
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４ 

（
エ
）
キ
ハ
ク 

① 

ジ
キ
を
見
て
、
話
し
た
方
が
君
の
思
い
が
伝
わ
る
と
思
う
。 

② 
キ
タ
イ
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
て
、
入
社
す
る
。 

③ 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
活
躍
し
た
選
手
が
、
コ
ン
キ
限
り
で
引
退
す
る
そ
う
だ
。 

④ 

会
場
は
選
手
た
ち
の
キ
ハ
ク
で
熱
気
に
満
ち
て
い
た
。 

⑤ 

人
生
に
お
い
て
、
夢
や
キ
ボ
ウ
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
。 

  

問
２ 

傍
線
部
Ａ
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
の
意
味
と
は
最
も
異
な
る
選
択
肢
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

５ 
 

① 

問
題
を
留
保
す
る
こ
と
。 

② 

結
論
を
棚
上
げ
に
す
る
こ
と
。 

③ 

何
か
を
達
成
す
る
こ
と
。 

④ 

他
者
の
気
持
ち
を
理
解
す
る
こ
と
。 

⑤ 

相
手
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
こ
と
。 

  

問
３ 

傍
線
部
Ｂ
「
多
孔
的
な
自
己
」
に
最
も
近
い
人
物
像
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

６ 
 

① 

は
っ
き
り
と
自
分
の
意
見
を
言
え
る
人 

 

② 

自
分
の
進
路
を
自
分
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
人 

③ 

さ
さ
い
な
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
ら
れ
る
人 

④ 

両
性
具
有
的
な
性
質
を
も
つ
人 

 

⑤ 

責
任
感
を
も
っ
て
他
人
の
ケ
ア
が
で
き
る
人 
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問
４ 

空
欄
Ｃ
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
四
字
熟
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

７ 
 

① 
再
三
再
四 

② 
四
角
四
面 

③ 

五
臓
六
腑 

④ 

四
方
八
方 

⑤ 

十
中
八
九 

  問
５ 

傍
線
部
Ｄ
「
普
遍
化
」
の
文
中
の
意
味
と
反
対
の
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
最
も
適
当
な
語
句
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

８ 
 

① 

歴
史
化 

② 

一
般
化 

③ 

単
一
化 

④ 

自
立
化 

⑤ 

言
語
化 

  

問
６ 

傍
線
部
Ｅ
「
過
剰
な
『
善
』
が
ふ
る
う
暴
力
性
」
に
対
し
て
、
筆
者
が
最
も
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
行
動
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

解
答
番
号
は 

 

９ 
 

① 

善
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
。 

② 

絶
対
善
や
絶
対
悪
に
つ
い
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
。 

③ 

時
々
の
状
況
に
応
じ
た
善
を
考
え
る
こ
と
。 

④ 

過
剰
な
善
か
ら
暴
力
性
を
な
く
す
こ
と
。 

⑤ 

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
見
ら
れ
た
善
に
関
す
る
論
争
に
着
目
す
る
こ
と
。 
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問
７ 

本
文
の
内
容
に
最
も
近
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１０ 
 

① 
人
と
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
知
性
や
論
理
的
思
考
が
重
要
で
あ
る
。 

② 
ケ
ア
を
行
う
た
め
に
は
、
自
己
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 

他
者
理
解
に
お
い
て
は
、
「
正
し
さ
」
や
「
善
」
は
必
要
な
い
。 

④ 

男
性
／
女
性
な
ど
の
境
界
線
を
行
き
来
す
る
感
情
に
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑤ 

近
代
社
会
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
「
自
立
し
た
個
」
は
失
く
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。 
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第
２
問 

次
の
【
文
章
】
と
【
資
料
】
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
７
）
に
答
え
よ
。 

 

【
文
章
】 

「
悪
事
を
働
く
と
、
そ
の
災
い
が
行
為
者
に
生
じ
る
」
と
い
う
考
え
を
内
在
的
正
義
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
Ａ
公
正
世
界
信
念 

(
b

e
lie

f in
 a

 ju
st w

o
rld

)

、
つ
ま
り
「
世

界
は
公
正
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
見
合
っ
た
賞
罰
を
受
け
る
」
と
い
う
信
念
の
ひ
と
つ
で
す
。 

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
世
界
は
不
条
理
に
満
ち
て
お
り
、
何
の
前
触
れ
も
な
く
事
件
や
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
不
治
の
病
に
侵
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

ａ
（ 

 

）
、
正
し
く
行
動
し
て
い
れ
ば
い
つ
か
は
報
わ
れ
、
悪
事
は
罰
せ
ら
れ
る
と
信
じ
る
こ
と
で
、
世
界
は
予
測
可
能
な
の
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
と
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ｂ
（ 

 

）、
公
正
世
界
信
念
に
は
私
た
ち
の
心
を
安
定
さ
せ
る
機
能
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

内
在
的
正
義
を
幼
児
期
の
道
徳
的
判
断
の
特
徴
と
し
た
の
が
、
ピ
ア
ジ
ェ
で
す
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
「
果
樹
園
で
リ
ン
ゴ
を
盗
っ
た
ら
警
察
官
に
見
つ
か
り
、

あ
わ
て
て
逃
げ
帰
る
途
中
で
腐
っ
た
橋
か
ら
落
ち
た
」
と
い
っ
た
話
に
対
し
て
、
児
童
期
半
ば
ま
で
の
子
ど
も
が
「
リ
ン
ゴ
を
盗
っ
た
か
ら
橋
が
壊
れ
た
」
な
ど
と
説
明
す
る

こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
。 

幼
児
が
内
在
的
正
義
に
（
ア
）
イ
キ
ョ
す
る
こ
と
は
、
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
１
９
８
０
年
代
に
行
わ
れ
た
研
究
で
は
、
風
邪
を

ひ
い
た
の
は
「
お
母
さ
ん
の
い
い
つ
け
を
守
ら
な
か
っ
た
か
ら
」
と
す
る
考
え
方
を
、
４
歳
児
の
約
80
％
、
５
歳
児
の
約
50
％
が
肯
定
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
７
歳
児
で
は
10
％

弱
、
９
歳
児
で
は
０
％
と
、
児
童
期
に
入
る
と
こ
の
考
え
方
は
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
病
気
の
原
因
を
過
去
の
悪
事
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
非
科
学
的
で
あ
り
、

以
上
の
結
果
は
、
幼
児
期
の
思
考
の
未
熟
さ
を
反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
た
の
で
す
。 

ｃ
（ 

 

） 

イ
ギ
リ
ス
の
発
達
心
理
学
者
シ
ー
ガ
ル(
M

. S
ie

g
a

l )

は
、
内
在
的
正
義
に
つ
い
て
「
あ
な
た
は
ど
う
思
う
？
」
と
子
ど
も
の
考
え
方
を
聞
く
の
で
は
な
く
、
内
在
的
正
義
を

他
者(

パ
ペ
ッ
ト)

の
ア
イ
デ
ア
と
し
て
提
示
し
、
そ
れ
を
評
価
し
て
も
ら
う
方
法
を
と
り
ま
し
た
。 

子
ど
も
は
自
分
自
身
の
考
え
方
を
聞
か
れ
る
と
、
社
会
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
「
自
分
が
評
価
さ
れ
て
い
る
、
大
人
に
気
に
入
っ
て
も
ら
え
る
答
え
を
出
さ
な
い
と
」
な
ど

と
忖
度
し
、
本
来
の
力
を
（
イ
）
ハ
ッ
キ
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
。
シ
ー
ガ
ル
は
病
気
に
か
か
っ
た
パ
ペ
ッ
ト
が
「
同
じ
病
気
に
か
か
っ
た
友
だ
ち
と
遊
ん
だ
か
ら
（
病
気

に
な
っ
た
）」
と
説
明
す
る
場
面
（
感
染
）
と
、「
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
ハ
サ
ミ
で
遊
ん
だ
か
ら
」
と
説
明
す
る
場
面
（
内
在
的
正
義
）
を
演
じ
て
み
せ
、「
パ

ペ
ッ
ト
が
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
正
し
い
と
思
う
？
」
と
質
問
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
病
気
が
風
邪
だ
っ
た
場
合
、
４
～
５
歳
児
の
約
70
％
が
内
在
的
正
義
を
否
定
し
、
感

染
を
肯
定
し
た
の
で
す
。 

（
中
略
） 

幼
児
は
病
気
の
ほ
か
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
ど
の
程
度
の
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

病
気
に
は
伝
染
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
区
別
は
幼
児
期
に
は
ま
だ
明
瞭
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 



10 

 

２
０
１
９
年
末
か
ら
世
界
的
な
感
染
爆
発
を
引
き
起
こ
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
伝
染
性
で
す
が
、
同
様
の
咳
症
状
を
引
き
起
こ
す
喘
息

は
伝
染
す
る
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歯
痛
も
伝
染
し
ま
せ
ん
が
、
４
～
５
歳
児
の
約
半
数
は
「
虫
歯
の
友
だ
ち
と
遊
ん
だ
か
ら
、
自
分
も
虫
歯
に
な
る
」
と
い
う
考
え
を
肯

定
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
判
断
は
小
学
３
年
生
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。 

同
様
の
発
達
的
変
化
は
風
邪
と
が
ん
を
取
り
上
げ
た
研
究
で
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
５
歳
児
と
７
歳
児
は
、
風
邪
も
が
ん
も
「
病
気
の
人
の
咳
が
か
か
っ
た
」「
病
気
の
友

だ
ち
と
遊
ん
だ
」
こ
と
が
原
因
で
同
じ
病
気
に
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
答
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
10
歳
児
は
、
風
邪
は
伝
染
し
て
も
が
ん
は
伝
染
し
な
い
と
判
断
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
４
歳
児
で
も
病
気
と
ケ
ガ
は
区
別
し
て
お
り
、
ケ
ガ
は
外
部
の
力
な
ど
物
理
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
の
、
病
気
は
身
体
内
部
に
原
因
が
あ
る
と
区

別
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

幼
児
は
潜
伏
期
間
に
つ
い
て
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
病
気
を
引
き
起
こ
す
細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
は
、
身
体
内
部
に
取
り
込
ま
れ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に

病
気
を
発
症
さ
せ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
汚
染
さ
れ
た
牡
蠣
を
食
べ
て
も
、
す
ぐ
に
気
持
ち
が
悪
く
な
っ
た
り
吐
い
た
り
し
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
３
～
５
歳

児
の
多
く
は
、
汚
染
さ
れ
た
食
べ
物
を
食
べ
る
と
す
ぐ
に
情
動
反
応(

悲
し
く
な
る)

だ
け
で
な
く
、
身
体
反
応(

病
気
に
な
る)

も
生
じ
る
と
答
え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。 

た
だ
し
潜
伏
期
間
に
つ
い
て
は
、
小
学
生
で
も
、
さ
ら
に
は
大
人
で
も
十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
小
学
１
～
６
年
生
の
ほ
と
ん
ど
が
、
細
菌
・
ウ
イ
ル
ス

と
の
（
ウ
）
セ
ッ
シ
ョ
ク
か
ら
病
気
の
発
症
ま
で
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
、
そ
の
間
に
細
菌
・
ウ
イ
ル
ス
が
身
体
内
部
で
増
殖
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ

り
ま
す
。 

日
本
の
大
学
生
と
中
高
年
者(

48
～
69
歳)

も
、
そ
の
大
半
が
「
食
中
毒
の
発
症
ま
で
に
な
ぜ
時
間
が
か
か
る
の
か
」
を
「
消
化
・
吸
収
に
時
間
が
か
か
る
か
ら
」
と
説
明
し

ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
誤
っ
た
理
解
で
あ
り
、
消
化
・
吸
収
に
時
間
が
か
か
る
か
ら
で
は
な
く
、
細
菌
・
ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
に
時
間
が
か
か
る
か
ら
で
す
。
病
気
に
関
す
る
幼

児
の
理
解
は
確
か
に
脆
弱
で
す
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
学
校
教
育
を
受
け
た
大
人
で
も
、
そ
の
理
解
は
盤
石
で
は
な
い
の
で
す
。 

（
中
略
） 

大
人
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
論
理
的
で
科
学
的
な
理
解
を
も
つ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ピ
ア
ジ
ェ
は
内
在
的
正
義
を
幼
児
期
の
未
熟
な
思
考
を
特
徴
づ

け
る
も
の
と
し
ま
し
た
が
、
内
在
的
正
義
は
、
歴
史
を
た
ど
れ
ば
特
段
、
不
思
議
な
考
え
方
と
も
い
え
ま
せ
ん
。 

近
代
医
学
が
誕
生
す
る
以
前
は
、
世
界
の
多
く
の
文
化
に
お
い
て
、
感
染
症
の
流
行
は
人
間
の
不
道
徳
な
行
い
に
対
す
る
罰
と
考
え
ら
れ
、
神
々
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に

大
規
模
な
祈き

禱と
う

が
行
わ
れ
た
り
、
身
体
に
苦
痛
を
与
え
て
悪
魔
を
追
い
出
す
治
療
法
が
と
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
近
年
の
研
究
で
は
、
病
気
に
関
す
る
こ
う
し
た
魔
術
的
な
考
え

方
が
過
去
の
（
エ
）
イ
ブ
ツ
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

Ｂ
南
ア
フ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
研
究
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
郊
外
に
住
む
５
～
15
歳
児
と
大
人(

29
～
51
歳)

を
対
象
と
し
て
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
か
か
っ
た
理
由

と
し
て
、(

ａ)

血
液
媒
介
説(

病
気
の
人
が
使
っ
た
カ
ミ
ソ
リ
で
手
を
切
っ
た)

、（
ｂ
）
伝
染
説
（
病
気
の
人
と
遊
ん
だ
）、（
ｃ
）
内
在
的
正
義
説
（
お
母
さ
ん
に
嘘
を
つ
い
た
）
、

（
ｄ
）
魔
術
説
（
嫉
妬
し
て
い
る
隣
人
に
魔
術
を
か
け
ら
れ
た)

と
い
っ
た
説
明
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
肯
定
す
る
か
判
断
を
求
め
ま
し
た
。（
中
略
）
各
説
明
を
肯
定
し
た

場
合
、
1
点
が
与
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
課
題
は
4
つ
あ
っ
た
の
で
、
得
点
の
最
大
値
は
4
点
と
な
り
ま
す
。 
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血
液
媒
介
説
は
ど
の
年
齢
グ
ル
ー
プ
で
も
高
得
点
で
あ
る
こ
と
、
内
在
的
正
義
説
は
年
齢
が
あ
が
る
と
と
も
に
得
点
が
低
下
す
る
こ
と
、
魔
術
説
は
５
歳
児
グ
ル
ー
プ
か
ら

15
歳
児
グ
ル
ー
プ
に
か
け
て
低
下
す
る
も
の
の
大
人
に
な
る
と
上
昇
す
る
と
い
う
Ｕ
字
形
曲
線
を
描
く
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
場
合
、
血
液
媒
介
説
が
科
学
的
に

は
正
し
い
説
明
で
す
が
、
こ
の
理
解
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
大
人
で
は
、
最
も
科
学
的
な
血
液
媒
介
説
の
得
点
と
最
も
科
学
的
と

は
い
え
な
い
魔
術
説
の
得
点
が
ほ
ぼ
同
程
度
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
研
究
で
対
象
と
し
た
地
域
で
は
、
学
校
教
育
を
受
け
た
期
間
が
人
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
し
た
。
こ
の
研
究
が
実
施
さ
れ
た
２
０
０
５
年
時
点
に
お
い
て
、
大
人
の
8
％

は
学
校
教
育
経
験
が
な
く
、
12
年
間
の
学
校
教
育
を
受
け
た
人
は
28
％
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
学
校
教
育
を
受
け
た
期
間
の
長
さ
と
判
断
の
関
連
性
に
つ
い
て

も
検
討
さ
れ
ま
し
た
が
、
学
校
教
育
期
間
が
長
い
人
ほ
ど
血
液
媒
介
説
を
肯
定
し
、
魔
術
説
を
否
定
し
た
と
い
う
結
果
は
示
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
校
で
は
科
学
的
な
知
識

を
教
え
ま
す
が
、
科
学
的
な
知
識
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
て
も
、
科
学
と
相
い
れ
な
い
信
念
が
駆
逐
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。 

（
外
山
紀
子
・
中
島
伸
子
『
乳
幼
児
は
世
界
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
か
』
一
部
改
変
） 
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【資料】 

「感染は自業自得」と考える人の特徴は何か 

～非常時における政府の行動制限に賛成する人ほど、「新型コロナ感染は自業自得」と考えていた～ 

研究の背景 

新型コロナ感染症の流行以降、新型コロナに感染した人に対する差別的な言動や、特定の職業に対す

る偏見の顕在化などの問題が生じました。また、とくに流行早期には、外出や営業などに関する行政か

らの自粛要請に応じない人や店などに対し、私的な取り締まりを行う（いわば「自粛警察」）といった行

動が見られました。このような社会的状況下において、本研究グループは、新型コロナ感染を自業自得

と思う割合が、日本において他国より高いことを示してきました（三浦ら、科学、90(10)、pp.906-908、

2020）。しかしながら、新型コロナ感染を自業自得と思う人の特徴は検討されていませんでした。そこ

で、本研究では、こうした人たちの特徴を 2020年 8月時点の調査結果を用いて解析しました。 

研究の内容 

新型コロナ感染を自業自得と思うかどうかを問う質問項目は、「内在的公正世界信念」という概念に

基づいて作成されたものです。内在的公正世界信念の強さは、ある被害の原因を被害者のせいだと考え

たり、被害者を罰しようとしたりする傾向と関連があります。こうした傾向を、どのような人が持ち合

わせているのかを知るために、2020年 8月 7－8日に、日本全国の一般市民 1207名を対象に実施したオ

ンライン調査（20－69歳）のデータを用いて分析を行いました。 

その結果、「新型コロナ感染を自業自得と思うこと」と最も強く関連するのは、「非常時における政府

の行動制限に賛成すること」だとわかり、他者に対して強い規制を求める傾向と「自業自得」感情には

関連があることが示されました。また、平均的な日本人が新型コロナに感染する可能性は低い、つまり、

新型コロナ感染がありふれた出来事ではないと考える人や、若年者や男性の方が、新型コロナ感染は自

業自得と思う傾向がありましたが、その関連は弱いものでした。一方、回答者の居住地域、居住地域の

人口密度、学歴、職業は関連しませんでした。 

本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義） 

本研究では、新型コロナ感染症に関する偏見の課題解決にむけ、基盤となるような知見を提供できた

点で意義があります。 

新型コロナ感染症流行下では、差別や偏見といった社会的・心理的な問題も生じます。本研究では、

新型コロナ感染を自業自得と見なす考えをする人にはどのような特徴があるかを明らかにすることに

焦点を当てました。感染禍における差別、偏見がどのような原因で生じるのかを明らかにすることは、

そうした状況においてウェルビーイング(注 1)を高める方法を考えたり、人々が何を正義と考えるかを探

したりする上で重要です。本研究は、そのための基盤となる知見（手がかり）を得た、ということにな

ります。 

 

（出典：大阪大学・慶應義塾大学・広島修道大学、2022.12.19、 

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20221219_2 

設問の都合で内容を一部省略している。） 

(注１)ウェルビーイング―個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な 

状態にあること（厚生労働省による定義）
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問
１ 

傍
線
部
（
ア
）
～
（
エ
）
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１１ 

～ 

１４ 
 

   

１１ 

（
ア
）
イ
キ
ョ 

① 

イ
シ
ョ
ク
を
共
に
す
る
。 

② 

ゴ
ウ
イ
形
成
を
行
う
。 

③ 

ジ
ン
イ
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
。 

④ 

一
週
間
イ
ナ
イ
に
提
出
す
る
。 

⑤ 

イ
ゼ
ン
と
し
て
被
害
は
続
い
て
い
る
。 

 

  

１２ 

（
イ
）
ハ
ッ
キ 

① 

幼
虫
の
頭
部
に
あ
る
ト
ッ
キ
を
調
べ
る
。 

② 

キ
ハ
ツ
性
の
物
質
を
扱
う
。 

③ 

列
車
の
キ
テ
キ
を
鳴
ら
す
。 

④ 

キ
ブ
ン
が
良
い
。 

⑤ 

上
司
の
キ
ゲ
ン
を
損
ね
る
。 

   

１３ 

（
ウ
）
セ
ッ
シ
ョ
ク 

① 

銃
弾
を
浴
び
て
ジ
ュ
ン
シ
ョ
ク
す
る
。 

② 

問
題
用
紙
の
ゴ
シ
ョ
ク
を
発
見
す
る
。 

③ 

予
算
の
増
額
に
ナ
ン
シ
ョ
ク
を
示
す
。 

④ 

友
人
の
成
功
に
シ
ョ
ク
ハ
ツ
さ
れ
た
。 

⑤ 

こ
の
種
の
議
論
に
は
シ
ョ
ク
シ
ョ
ウ
し
て
い
る
。 
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１４ 
（
エ
）
イ
ブ
ツ 

① 
セ
ン
イ
を
ほ
ぐ
す
。 

② 
仕
事
を
イ
タ
ク
す
る
。 

③ 

イ
ダ
イ
な
人
物
で
あ
る
と
認
め
る
。 

④ 

イ
フ
の
念
を
抱
く
。 

⑤ 

イ
デ
ン
性
の
病
気
に
か
か
る
。 

  

問
２ 

傍
線
部
Ａ
「
公
正
世
界
信
念(

b
e
lie

f in
 a

 ju
st w

o
rld

)

」
に
近
い
意
味
を
も
つ
格
言
や
こ
と
わ
ざ
の
例
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１５ 
 

① 

天
網
恢
恢
（
て
ん
も
う
か
い
か
い
）
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず 

② 

情
け
は
人
の
為
な
ら
ず 

③ 

早
起
き
は
三
文
の
徳 

④ 

人
事
を
尽
く
し
て
天
命
を
待
つ 

⑤ 

人
を
呪
わ
ば
穴
二
つ 

 

 

問
３ 

ａ
（ 

 

）、
ｂ
（ 

 

）
に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１６ 
 

① 

ａ
そ
の
た
め
、
ｂ
そ
し
て 

② 

ａ
そ
の
た
め
、
ｂ
し
た
が
っ
て 

③ 

ａ
し
か
し
、
ｂ
ま
た 

④ 

ａ
し
か
し
、
ｂ
こ
の
よ
う
に 

⑤ 

ａ
そ
し
て
、
ｂ
言
い
換
え
る
と 
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問
４ 
ｃ
（ 

 

）
に
当
て
は
ま
る
文
章
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１７ 
 

① 
た
だ
し
そ
の
後
の
研
究
で
は
、
質
問
の
手
続
き
を
変
え
る
こ
と
で
、
幼
児
が
必
ず
し
も
内
在
的
正
義
を
支
持
し
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

② 

し
か
し
、
１
９
９
０
年
代
以
降
は
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
幼
児
教
育
で
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
幼
児
の
思
考
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。 

③ 

１
９
９
０
年
代
に
行
わ
れ
た
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
幼
児
期
の
思
考
の
未
熟
さ
が
何
に
由
来
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。 

④ 

し
か
し
、
そ
の
後
の
研
究
手
法
の
発
展
に
伴
い
、
幼
児
が
内
在
的
正
義
に
基
づ
い
て
思
考
す
る
と
い
う
仮
説
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

⑤ 

そ
の
後
に
行
わ
れ
た
研
究
で
も
、
や
は
り
同
様
の
結
果
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。 
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問
５ 

傍
線
部
Ｂ
「
南
ア
フ
リ
カ
で
行
わ
れ
た
研
究
」
の
結
果
を
グ
ラ
フ
に
整
理
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

な
お
、
グ
ラ
フ
は
設
問
の
都
合
上
、
実
際
の
研
究
か
ら
一
部
の
情
報
を
省
略
し
て
い
る
。
解
答
番
号
は 

 

１８ 
 

                     
 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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問
６ 

【
資
料
】
の
構
成
上
の
工
夫
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

１９ 
 

① 
研
究
を
行
う
意
義
や
研
究
結
果
を
今
後
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
ま
で
示
す
こ
と
で
、
報
告
全
体
の
説
得
力
を
高
め
て
い
る
。 

② 
研
究
結
果
の
提
示
に
際
し
て
、
重
要
な
情
報
か
ら
示
す
こ
と
で
、
読
者
が
結
果
を
効
率
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

③ 

い
わ
ゆ
る
起
承
転
結
の
順
番
で
文
章
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
、
読
者
が
分
か
り
や
す
く
内
容
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

④ 

ど
の
よ
う
な
調
査
手
法
で
行
わ
れ
た
研
究
で
あ
る
か
示
す
こ
と
で
、
研
究
結
果
の
妥
当
性
や
信
憑
性
を
読
者
が
判
断
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

⑤ 

研
究
内
容
を
端
的
に
要
約
し
た
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
こ
と
で
、
読
者
が
報
告
内
容
を
予
測
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

 

 

問
７ 

次
に
示
す
の
は
、【
文
章
】
と
【
資
料
】
の
内
容
に
つ
い
て
、
５
人
の
生
徒
が
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
文
章
と
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
事
柄
を
踏
ま
え
た
発
言

と
し
て
、
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

 

２０ 
 

 

① 

生
徒
Ｓ―

病
気
に
つ
い
て
の
研
究
と
い
う
と
、
病
気
の
発
症
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
治
療
法
、
予
防
法
な
ど
し
か
想
像
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
。
今
回
読
ん
だ
【
文
章
】
と

【
資
料
】
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
内
在
的
正
義
（
内
在
的
公
正
世
界
信
念
）」
と
い
う
概
念
が
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
て
、
私
た
ち
が
病
気
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
て
、
興
味
深
い
と
感
じ
た
な
。 

② 

生
徒
Ｅ―

そ
う
だ
ね
。【
文
章
】
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
複
数
の
研
究
結
果
を
踏
ま
え
る
と
、
子
ど
も
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
大
人
だ
っ
て
必
ず
し
も
科
学
的
に
正
し
い
病

気
の
理
解
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
よ
。
こ
の
点
は
【
資
料
】
で
示
さ
れ
た
研
究
で
も
前
提
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
思
う
。 

③ 

生
徒
Ｉ―

私
は
、【
文
章
】
と
【
資
料
】
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
研
究
の
相
違
点
に
注
目
し
た
よ
。【
文
章
】
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
研
究
は
ど
れ
も
、
病
気
に
対
す
る
理
解
や

考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、【
資
料
】
で
行
わ
れ
て
い
る
研
究
で
は
、
個
人
の
病
気
へ
の
理
解
や
考
え
方
が
、
他
人
や
社
会

に
対
し
て
と
る
行
動
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
と
い
う
こ
と
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
る
点
が
異
な
る
と
思
っ
た
わ
。 

④ 

生
徒
Ｙ―

な
る
ほ
ど
。
僕
は
そ
れ
よ
り
も
【
文
章
】
と
【
資
料
】
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
何
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ

せ
ら
れ
た
よ
。
問
題
の
解
決
策
は
、
病
気
に
つ
い
て
科
学
的
で
正
し
い
知
識
や
考
え
方
を
伝
え
る
学
校
教
育
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
だ
と
思
う
な
。 

⑤ 

生
徒
Ｏ―

私
は
【
文
章
】
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
研
究
結
果
を
読
ん
で
、
大
人
に
な
る
ほ
ど
病
気
に
対
し
て
非
科
学
的
な
考
え
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
印

象
に
残
っ
た
わ
。
今
後
は
、
病
気
の
様
々
な
側
面
に
つ
い
て
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
調
べ
て
い
く
こ
と
が
必
要
じ
ゃ
な

い
か
し
ら
。
そ
う
し
た
研
究
も
ま
た
、【
資
料
】
の
終
わ
り
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
差
別
や
偏
見
、
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
い
っ
た
社
会
的
問
題
に
取
り
組
む
の

に
有
益
な
知
見
を
得
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
う
わ
。 
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第２問 

問１ 
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