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２
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２
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６
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そ
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他

各
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７

１

６

２

２

３
・
４

１
・
４
・
５
・
７

12

12

反

論

し

な

が

ら

読

む

１
１

「

普

遍

化

」

と

い

う

視

点

２
Ｘ

ま

っ

た

く

違

う

二

つ

の

こ

Ｙ

本

質

を

理

解

す

る

こ

と

Ｚ

知

識

や

情

報

か

ら

出

来

事

や

現

象

を

自

分

な

り

に

理

（
同
意
可
）

３

解

し

解

決

に

持

っ

て

い

け

る

と

こ

ろ

ま

で

考

え

を

深

め

る

こ

と

。

現
在
起
き
て
い
る
似
た
よ
う
な
現
象
が
ど
う
推
移
し
て
い
く
の
か
見
当
が
つ
き
、
将
来
ま
た
同

（
同
意
可
）

４

じ
よ
う
な
現
象
が
起
き
た
と
き
に
対
処
の
仕
方
や
起
こ
っ
た
原
因
な
ど
を
理
解
で
き
る
と
い
う

こ
と
。

イ

ウ

エ

イ

５

６
ａ

ｂ

ｃ

楽
譜
に
つ
け
た
強
弱
の
通
り
に
歌
え
て
い
る

２

Ａ

（

）

１

同
意
可
・
完
答

盛
り
上
が
り
の
山
が
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

Ｂ

イ

イ

エ

練

習

を

積

む

２

３

Ａ

Ｂ

Ｃ

感
動
と
は
指
導
さ
れ
て
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
発
的
な
合
唱
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
も
の

（
同
意
可
）

４

だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
。

自

分

は

同

級

生

と

は

住

む

世

界

が

違

う

人

間

だ

と

思

（
同
意
可
）

５

い

上

が

り

、

周

り

と

距

離

を

置

い

て

い

た

ウ

６

自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
か
か
え
て
い
る
事
情
を
き
ち
ん
と
受
け
入
れ
、
前
向
き
に
生
き

（
同
意
可
）

７

て
い
こ
う
と
す
る
気
持
ち
。
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【
解

説
】

希
学
園

新
小
６

第
１
回

合
否
判
定
テ
ス
ト

国
語

２
０
２
０
年
３
月

日
実
施

20

１

こ
の
後
で
「
け
ん
か
を
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く
と
、
本
文
七
行
目
に
「

け
ん

１

『

か
』
と
い
う
言
い
方
が
適
切
で
な
い
な
ら
ば

『
反
論
し
な
が
ら
読
む
』
と
言
い
換
え
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。

、

線
②
を
含
む
一
文
を
読
む
と
、
こ
こ
よ
り
後
で
こ
の
視
点
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
こ
よ
り
後
で
は
「
普
遍
化
」
が
話
題
に

２
Ｘ

ふ
く

な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
問
い
で
「
ど
う
い
う
視
点
」
と
聞
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
見
つ
け
ら
れ
る
。

問
い
の
「

普
遍
化
」
と
い
う
）
視
点
を
持
つ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
よ
い
か
」
と

（

）
の
五
行
目
の
「
で
は
『
普
遍
化
す

Ｙ

６
ー
２

（
「

、

る
』
た
め
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
」
が
同
意
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
よ
り
後
か
ら
探
す
。
直
後
の
段
落
で
は
字
数
が
合

わ
な
い
が
、
二
段
落
後
の
「
こ
の
よ
う
に
」
か
ら
は
じ
ま
る
一
文
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
た
い
。

問
い
の
「

普
遍
化
」
と
い
う
）
視
点
を
持
つ
こ
と
は
、
結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
な
が
る
か
」
と

「
普
遍
的
な
構
造
を
見
つ
け
出
す
こ

Ｚ

（
「

、

と
が
、
結
果
的
に
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
書
か
れ
た
本
文
最
後
の
一
文
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
た
い
。

「

」

。「

」

３

直
後
の
段
落
の
言
葉
を
使
っ
て

と
い
う
問
い
の
条
件
を
読
み
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う

知
識
や
情
報
を
材
料
に
し
て
／
出
来
事
や
現
象
を

「
自
分
な
り
に
理
解
す
る

「
解
決
に
持
っ
て
い
け
る
と
こ
ろ
ま
で
考
え
を
深
め
る
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
う
ま
く
ま
と
め
た
い
。

」

線
④
を
含
む
一
文
を
読
む
と

「
年
号
や
事
実
を
記
憶
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
直
後
の
一
文
で
「
私
は
歴
史
か

４

、

ら
未
来
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
の
が
目
的
だ
と
考
え
て
い
ま
す

と
あ
る
が

こ
の

歴
史
か
ら
未
来
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う

と
い
う
の
は
比
喩

」

、

「

」

ひ

ゆ

表
現
な
の
で
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
こ
の
後
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
で
う
ま
く
言
い
か
え
よ
う
。

な
い
よ
う

⑤

を
含
む
一
文
の
冒
頭
の
「
そ
れ
」
は
「
普
遍
化
に
よ
っ
て
現
在
の
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
、
今
よ
り
も
俯
瞰
し
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

５

ぼ
う
と
う

る
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
。

⑤

を
含
む
一
文
を
わ
か
り
や
す
く
言
い
か
え
る
と

「

⑤

に
終
わ
っ
て
い
る
学
問
が
、
普
遍
化
が
で
き
れ
ば
、
現

、

在
や
未
来
に
生
き
た
も
の
に
な
る
」
と
な
る
。
よ
っ
て
、
普
遍
化
さ
れ
て
い
な
い
学
問
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
ま
ず
は
考
え
る

（

）
の
最
後

。

６
ー
１

「
（

、
）

、

」

、

か
ら
十
行
前
に

こ
の
普
遍
化
の
作
業
が
な
け
れ
ば

歴
史
で
学
ぶ
こ
と
は
過
去
の
一
事
例
に
過
ぎ
ず

使
い
も
の
に
な
ら
な
い

と
あ
る
こ
と
か
ら

「
せ
っ
か
く
学
ん
で
も
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
選
ぶ
。

(

ａ

)

の
前
後
で
は
「
複
数
の
分
野
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
」
と
「
絶
え
ず
関
連
づ
け
を
探
し
出
し
て
く
る
ク
セ
を
つ
け
る
こ
と
」
の
大
切
さ

６
と
い
う
よ
う
に
、
普
遍
化
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
大
切
な
こ
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、(

ａ

)

に
は
並
列
・
添
加
の
は
た
ら
き
を
持
つ

な
ら

へ
い
れ
つ

て
ん

か

「

」

。

、

「

」

、

「

」

そ
し
て

が
入
る

(

ｂ

)

に
は

こ
れ
を
含
む
一
文
が

～
か
ら
で
す

で
終
わ
っ
て
い
る
の
で

理
由
説
明
の
は
た
ら
き
を
持
つ

な
ぜ
な
ら

が
入
る
。(

ｃ

)

の
前
に
は
「
本
質
が
見
え
に
く
い
場
合
が
多
い
」
と
い
う
内
容
が
、
後
に
は
「
結
果
的
に
本
質
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と

い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
の
で

（

ｃ

）
に
は

逆

接
の
は
た
ら
き
を
持
つ
「
で
も
」
が
入
る
。

、

ぎ
ゃ
く
せ
つ

２

「
同
じ
段
落
の
言
葉
を
使
っ
て
」
と
い
う
問
い
の
条
件
を
読
み
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
◎
の
一
文
の
「
毎
日
練
習
を
重
ね
た
お
か
げ
で
～
は
ず

１

、

」

、

、

。

「

」

な
の
に

～

と
い
う
表
現
か
ら

Ａ

に
は
プ
ラ
ス
の
内
容

Ｂ

に
は
マ
イ
ナ
ス
の
内
容
が
入
る
こ
と
が
わ
か
る

Ｂ

は
た
だ

ず
れ
る

だ
け
だ
と
何
が
ず
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
本
文
三
行
目
の
「
盛
り
上
が
り
の
山
が
ほ
ん
の
少
し
ず
れ
る
」
を
使
い
た
い
。

辞
書
的
な
意
味
を
知
っ
て
い
る
と
も
ち
ろ
ん
有
利
だ
が

「
こ
こ
で
の
意
味
」
を
聞
か
れ
て
い
る
の
で
、
本
文
の
場
面
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
い

２

、

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

こ
の
「
あ
の
頂
上
」
と
は
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
際
に
聞
い
た
よ
ろ
こ
び
の
歌
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

線
②
の
六
行

３
前
に
「
あ
れ
（
＝
マ
ラ
ソ
ン
大
会
で
の
よ
ろ
こ
び
の
歌
）
以
上
の
歌
を
聴
く
こ
と
は
も
う
な
い
と
本
気
で
思
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
二
行
後
に
「
し
か

し
、
違
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

線
③
の
直
後
の
一
文
が
「
～
か
ら

」
で
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
安
易
に
そ
の
一
文
を
書
く
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
け
な
い

「
指
導

４

。

。

あ
ん

い

者
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
は

指
導
す
る
こ
と
に
対
し
て
何
か
し
ら
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

指

」

、

、「

導
し
す
ぎ
る
こ
と
は
良
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
ま
と
め
た
い
。

、
本
文
後
半
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る

「
い
ろ
ん
な
も
の
を
見
く
び
っ
て
い
た

「
す

５

少
し
前
ま
で
「
仲
の
良
い
子
が
い
な
か
っ
た
」
理
由
は

。

」

べ
て
を
人
の
せ
い
に
し
て
い
た

「
思
い
上
が
っ
て
い
た
」
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
態
度
に
出
て
い
た
か
ら
、
周
り
か
ら
話
し
か
け
ら
れ

」

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

線
⑤
の
四
行
前
の
「
他
の
人
に
は
意
味
が
な
く
て
も
、
私
に
は
意
味
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
」
と
い
う
早
希
の
発

６
言
か
ら
、
以
前
は
「
自
分
に
と
っ
て
も
意
味
の
な
い
こ
と
だ
」
と
投
げ
や
り
に
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
他
の
選
択
肢
で
も
本
文
中
の
言
葉
が

せ
ん
た
く

し

使
わ
れ
て
い
る
の
で
よ
く
考
え
て
解
き
た
い
。

と

線
⑥
の
直
後
の
「
い
く
ら
現
実
逃
避
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
私
は
生
き
て
い
く
の
だ
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
「
こ
こ
で
生
き
て

７

」

。

、

、

い
く

は

諦

め
の
気
持
ち
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う

こ
こ
よ
り
前
の
部
分
で

今
ま
で
現
実
逃
避
し
て
い
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
こ
と
か
ら

あ
き
ら

こ
う
か
い

前
向
き
な
決
意
を
固
め
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
と
は
、

線
⑥
の
「
世
界
は
六
十
八
億
の
人
数
分
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
と
し
て
前
半

に
付
け
加
え
て
ま
と
め
よ
う
。

、

。

「

」
、

「

」
、

「

」
、

「

」

３

最
低
限
と
し
て

漢
字
の
字
形
は
正
確
に
覚
え
て
お
こ
う

④
は

資
財
／
私
財

⑤
は

前
兆

⑦
は

低
額
／
停
学

⑩
は

歓
喜
／
換
気

１

さ
い
て
い
げ
ん

な
ど
と
書
く
と
お
か
し
な
文
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
は
別
の
同
音
異
義
語
と
書
き
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
味
の
違
い
を
き
ち
ん
と
お
さ
え
て
お
き

た
い
。

ど
れ
も

誤

り
や
す
い
漢
字
の
も
の
で
あ
る

「
誤
っ
て
い
れ
ば
正
し
く
書
き
直
し
た
漢
字
一
字
を
答
え
な
さ
い
」
と
い
う
指
示
を
読
み
落
と
さ
な
い
よ

２

。

あ
や
ま

し

じ

う
に
気
を
つ
け
よ
う
。

以

上


