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Ⅰ 問
一 

日
常
を
安
定
化
さ
せ
て
い
た
間
柄
の
﹁
で
あ
る
﹂
と
い
う
規
定
は
︑
実
際
に
は
脆
く
崩
れ
や
す
い
偶
然
的

な
も
の
に
過
ぎ
ず
︑
自
分
は
他
の
誰
か
と
交
換
可
能
で
︑
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
︒ 

 

問
二 

﹁
有
り―

難
い
﹂
は
︑
自
ら
の
存
在
の
偶
然
性
を
悟
 
た
う
え
で
他
者
と
と
も
に
生
き
る
日
常
へ
と
戻
る

こ
と
で
初
め
て
感
じ
ら
れ
る
︑﹁
で
あ
る
﹂
間
柄
の
か
け
が
え
の
な
さ
︑
唯
一
性
を
言
い
表
し
て
い
る
点

で
︑
一
般
的
な
感
謝
の
表
現
と
は
異
な
る
︒ 

 

問
三 

非
当
事
者
が
も
つ
﹁
や
ま
し
さ
﹂
は
︑
苦
し
ん
で
い
る
の
が
自
分
で
は
な
く
目
の
前
の
他
者
で
あ
る
こ
と

の
偶
然
性
を
悟
 
た
う
え
で
︑
再
び
二
人
の
﹁
で
あ
る
﹂
間
柄
へ
と
戻
る
こ
と
で
初
め
て
感
じ
ら
れ
る
︑

自
分
の
立
ち
位
置
が
不
当
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
情
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
﹁
有
り―

難
さ
﹂
と
重

な
る
も
の
だ
か
ら
︒ 

 

問
四 

両
者
の
立
ち
位
置
の
違
い
は
事
実
的
偶
然
性
に
よ
る
も
の
で
︑
非
当
事
者
の
﹁
や
ま
し
さ
﹂
は
当
事
者
の

感
じ
る
﹁
有
り―

難
さ
﹂
と
表
裏
一
体
で
あ
る
以
上
︑
安
易
に
理
解
を
表
明
し
て
﹁
や
ま
し
さ
﹂
か
ら
逃

れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
自
分
だ
け
で
な
く
当
事
者
の
唯
一
性
を
も
軽
視
す
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
で
あ
る
﹂

間
柄
を
共
有
す
る
自
他
の
存
在
と
真
摯
に
向
き
合
わ
な
い
態
度
だ
か
ら
︒ 

  

Ⅱ 問
一 

 

山
や
ト
ン
ネ
ル
の
中
の
よ
う
な
暗
闇
に
沈
潜
す
る
生
活
を
し
て
み
た
い
と
思
う
﹁
わ
た
し
﹂
に
と
 
て
は
︑

﹁
袋
小
路
﹂
や
﹁
洞
穴
﹂
と
い
う
言
葉
は
美
し
く
思
え
る
が
︑﹁
貫
通
﹂
と
い
う
ゴ
 
ト
ハ
ル
ト
山
を
光

を
遮
る
障
害
物
と
し
か
見
な
さ
な
い
よ
う
な
言
葉
は
好
ま
し
い
と
思
え
な
い
か
ら
︒ 

 

問
二 

 

山
が
国
を
生
み
出
す
母
親
的
存
在
で
あ
る
と
信
じ
な
が
ら
も
そ
れ
に
男
性
名
を
付
け
る
こ
と
で
︑
男
性
に

国
を
生
み
出
す
イ
メ
 
ジ
を
付
与
す
る
こ
と
に
快
さ
を
感
じ
る
ス
イ
ス
人
の
感
覚
は
︑
富
士
山
を
国
家
の

中
心
で
あ
り
源
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る
日
本
の
人
々
の
感
覚
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
︒ 

 

問
三 

 

国
旗
を
先
頭
に
掲
げ
る
ス
イ
ス
の
列
車
を
見
た
﹁
わ
た
し
﹂
は
︑
日
本
に
お
い
て
同
様
の
状
況
を
目
に
し
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た
ら
児
童
の
集
団
疎
開
と
い
う
戦
争
が
強
い
た
国
と
人
々
と
の
関
係
を
想
起
し
て
嫌
な
気
持
ち
に
な
る
だ

ろ
う
と
感
じ
︑
国
旗
を
災
害
か
ら
人
々
を
守
る
魔
除
け
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
ス
イ
ス
人
と
自
分

の
感
覚
は
異
な
る
と
考
え
た
か
ら
︒ 

 

問
四 

 

﹁
わ
た
し
﹂
を
︑
身
体
の
中
で
も
敏
感
な
部
位
で
あ
る
﹁
粘
膜
﹂
と
い
う
一
部
に
換
言
し
︑
そ
れ
が
異
物

に
接
触
し
た
時
の
﹁
炎
症
﹂
と
い
う
生
理
的
反
応
と
併
用
す
る
こ
と
で
︑
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
に
貫
か
れ
る
山

と
﹁
わ
た
し
﹂
の
身
体
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
同
時
に
︑
ゴ
 
ト
ハ
ル
ト
鉄
道
と
い
う
未
知
な
る
も
の
が
︑

﹁
わ
た
し
﹂
に
自
ず
と
熱
意
や
期
待
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒ 

  

Ⅲ 問
一 

 

⑴
偶
然 

⑵
ど
こ
と
い
う
こ
と
も
な
く
︑
心
ひ
か
れ
て
さ
ま
よ
い
歩
き
ま
し
た
と
こ
ろ 

⑶
誰
で
も
︑
旅
の
途
中
で
死
ん
で
し
ま
 
た
ら
︑
火
葬
の
煙
も
や
は
り
故
郷
の
方
に
な
び
く
だ
ろ
う
か
︒ 

 

問
二 

 

阿
武
隈
川
の
川
上
の
山
が
連
な
 
て
い
る
と
こ
ろ
に
煙
が
立
ち
上
 
て
い
る
の
を
︑
舟
子
た
ち
に
聞
い
た

と
こ
ろ
︑
ず
い
ぶ
ん
前
の
元
弘
の
戦
乱
で
煙
が
立
ち
︑
今
も
絶
え
な
い
と
聞
い
た
か
ら
︒ 

 
 

 

問
三 

本
荒
の
里
で
︑
昔
は
人
が
住
ん
で
い
て
︑
今
は
野
良
や
ぶ
に
な
 
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
他
の
萩
と
色
な
ど

が
異
な
る
萩
が
咲
い
て
い
る
︒
そ
れ
を
見
て
︑
昔
は
こ
の
萩
も
散
る
の
を
人
が
惜
し
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
と
︑

し
み
じ
み
と
し
た
心
情
に
な
 
て
い
る
︒ 

 

問
四 

︵
一
︶
宮
城
野
の
萩
で
有
名
な
本
荒
の
里
は
︑
い
つ
か
ら
荒
れ
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
︒ 

︵
二
︶
ひ
と
つ
は
も
と
も
と
の
意
味
で
︑
春
焼
き
残
し
た
去
年
の
古
い
枝
に
咲
く
萩
を
い
う
︒
も
う
一
つ

は
︑﹁
本
荒
﹂
と
い
う
土
地
の
名
に
ち
な
む
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
︒ 

  

Ⅳ 問
一 

長
者
が
唾
を
吐
こ
う
と
す
る
と
き
︑
わ
た
し
は
真
 
先
に
踏
み
つ
け
よ
う
︒ 

 

問
二 

お
ま
え
は
何
故
︑
わ
た
し
の
口
を
踏
み
つ
け
る
の
か
︒ 
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問
三 

わ
れ
ふ
ま
ん
と
ほ
つ
す
と
い
へ
ど
も
つ
ね
に
お
よ
ば
ず
︒ 

 

問
四 

ほ
か
の
人
よ
り
も
先
に
長
者
の
唾
を
踏
み
つ
け
る
こ
と
で
長
者
に
気
に
入
ら
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
︒ 

 

問
五 

物
事
を
な
す
に
は
︑
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
時
と
ふ
さ
わ
し
く
な
い
時
と
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
︒ 
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