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広
島
大
学
（
前
期
日
程
）
小
論
文 

解
答
例 

題
（
タ
イ
ト
ル
）…

自
由
意
志
の
擁
護 

  

科
学
文
化
に
お
い
て
は
人
間
と
動
物
、
生
体
と
機
械
の
境
界
は
侵
食
さ
れ
曖

昧
模
糊
に
な
っ
た
と
資
料
二
は
指
摘
す
る
。
あ
る
種
の
小
鳥
が
言
語
を
も
つ
こ

と
が
解
明
さ
れ
言
語
使
用
能
力
は
人
間
固
有
の
特
徴
と
し
て
の
権
威
を
失
い
、

オ
ル
ガ
ノ
イ
ド
作
成
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
自
然
と
人
工
と
い
う
生
体
と
機
械

と
を
区
分
す
る
特
徴
が
曖
昧
に
な
っ
た
。
科
学
の
発
展
を
通
じ
て
、
人
間
と
そ

れ
以
外
と
の
境
界
は
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
く
。 

 

し
か
し
、
私
た
ち
は
人
を
襲
っ
た
ク
マ
を
裁
判
に
か
け
な
い
し
、
友
人
か
ら

送
ら
れ
て
き
た
文
章
が
酷
く
気
分
を
害
し
た
際
に
、
そ
れ
を
対
話
型
Ａ
Ｉ
が
生

成
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
友
人
に
怒
り
を
向
け
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら

を
根
拠
と
し
て
、
科
学
文
化
か
ら
離
れ
た
場
面
で
は
人
間
と
そ
れ
以
外
と
の
区

別
が
通
用
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。 

科
学
文
化
を
離
れ
た
場
面
で
成
立
す
る
こ
の
区
別
は
、
自
由
意
志
の
有
無
に

よ
っ
て
境
界
付
け
ら
れ
る
と
私
は
考
え
る
。
人
間
は
、
他
の
行
為
を
選
択
可
能

で
あ
り
、
自
分
の
意
志
で
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
由
意
志
を
も
つ
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
に
危
害
を
加
え
た
人
間
は
法
廷
で
法
と
行
為
に
至
っ

た
経
緯
、
更
生
可
能
性
を
考
慮
し
て
量
刑
が
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
他
者
の
気
分

を
害
す
る
こ
と
の
責
任
も
、
そ
う
し
た
行
為
を
選
択
し
な
い
こ
と
も
可
能
だ
か

ら
こ
そ
問
わ
れ
る
。
一
方
で
人
間
を
襲
う
こ
と
が
習
慣
に
な
っ
た
ク
マ
は
、
そ

れ
が
可
能
な
場
面
で
は
人
間
を
襲
う
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
そ
れ
を
悔
い
改
め

る
こ
と
は
期
待
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
で
自
由
意
志
は
人
間
が
人
間
だ
け

を
特
別
に
扱
う
根
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
由
意
志
は
科
学
の
問
題
と
い
う
よ

り
も
哲
学
の
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。 

し
か
し
、
科
学
は
自
由
意
志
を
も
射
程
に
捉
え
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
主

観
的
な
意
識
経
験
、
特
に
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
に
先
立
っ
て
無
意
識
の
精
神
事
象
が

起
こ
る
と
い
う
。
そ
の
遅
延
に
よ
っ
て
、
自
発
的
に
活
動
し
よ
う
と
す
る
意
図

や
願
望
に
被
験
者
自
身
が
気
づ
く
よ
り
前
に
、
脳
は
自
発
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
無

意
識
に
起
動
す
る
。
資
料
三
の
指
摘
は
、
筆
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
自
由
意
志

の
性
質
や
個
人
の
責
任
を
考
え
る
際
に
深
い
影
響
を
与
え
る
。
私
た
ち
は
完
全

に
自
由
に
意
志
を
決
定
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
主
観
的
な
経
験
内
容
を
修
正
し

う
る
無
意
識
の
大
脳
プ
ロ
セ
ス
の
影
響
下
で
選
択
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
な
る

か
ら
だ
。
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
精
神
と
物
質
は
対
立
す
る
も
の
と

捉
え
ら
れ
、
物
的
世
界
か
ら
独
立
し
た
精
神
を
も
つ
こ
と
が
人
間
の
本
質
だ
と

見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
資
料
三
に
従
う
と
、
人
間
の
判
断
は
物
質
で
あ

る
脳
で
生
じ
る
意
識
的
に
は
選
択
で
き
な
い
無
意
識
の
事
象
の
結
果
に
他
な
ら

ず
、
物
的
世
界
の
因
果
に
捕
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
物
質
と
精
神
と
の
二
項

対
立
を
前
提
と
し
た
、
機
械
論
か
ら
自
由
な
意
志
は
想
定
し
が
た
く
な
る
。 

し
か
し
資
料
一
の
筆
者
が
知
覚
風
景
の
自
己
帰
属
に
つ
い
て
自
他
、
主
客
の

二
分
を
超
え
た
相
互
関
係
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
由
意
志
に
関
し
て
も

精
神
と
物
質
と
の
二
項
対
立
を
超
え
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
物
質

的
な
事
象
の
結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
選
択
の
自
由
は
、
他
の
行
為
を
選
択
可

能
で
あ
る
限
り
で
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。 
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広
島
大
学
（
前
期
日
程
）
小
論
文 

解
答
例 

題
（
タ
イ
ト
ル
）…

二
元
論
を
超
え
た
問
題
解
決
の
必
要
性 

  

幼
い
子
供
は
世
界
を
分
類
し
な
が
ら
成
長
す
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供

は
ま
ず
自
分
と
世
界
を
切
り
分
け
、
そ
れ
が
や
が
て
自
分
と
世
界
と
母
親
に
分

類
さ
れ
る
。
そ
の
後
対
立
概
念
を
理
解
し
、
空
腹
と
満
腹
、
大
き
い
こ
と
と
小

さ
い
こ
と
な
ど
を
分
類
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
成
長
す
る
と
成
功
と
失

敗
、
善
と
悪
、
生
と
死
の
よ
う
な
概
念
も
獲
得
し
て
い
く
。
こ
れ
が
仏
教
の
い

う
「
分
別
」
で
あ
る
。
資
料
四
の
い
う
「
自
由
に
意
味
を
創
造
で
き
る
も
の
」

の
な
か
に
は
、
成
功
と
失
敗
、
善
と
悪
の
概
念
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
子
供
が

ど
の
よ
う
に
善
悪
を
理
解
す
る
か
は
、
そ
の
子
供
が
ど
の
よ
う
な
人
格
を
獲
得

し
た
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。 

人
格
と
は
一
人
の
人
間
が
獲
得
し
て
い
く
「
統
一
さ
れ
た
自
己
」
の
よ
う
に

と
ら
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
自
己
と
他
者
の
境
界
は
本
当
に
自
明
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
か
。
資
料
二
で
は
人
間
と
動
物
の
境
界
、
動
物
と
機
械
と
の
境
界
、
物
理

的
な
る
も
の
と
物
理
的
な
ら
ざ
る
も
の
の
境
界
の
あ
い
ま
い
さ
が
示
さ
れ
た
。

だ
が
同
時
に
、
あ
る
も
の
と
別
の
も
の
を
区
別
す
る
た
め
に
は
、
互
い
に
浸
食

し
あ
う
境
界
線
を
観
察
す
る
し
か
な
い
。
自
己
の
な
か
に
は
、
そ
の
人
を
形
づ

く
る
数
々
の
他
者
が
存
在
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
分
別
」
と
は
人
間
が
自

分
と
周
囲
に
あ
る
も
の
と
の
意
味
づ
け
を
す
る
な
か
で
う
ま
れ
て
く
る
も
の
だ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

さ
て
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
る
と
、
今
度
は
そ
の
逆
が
起
こ
り
始
め
る
。
一

見
違
っ
て
い
る
も
の
が
実
は
連
続
す
る
一
続
き
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
同
一
の

も
の
の
一
部
分
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
生
と
死
の
連
続
性

は
そ
の
筆
頭
で
あ
ろ
う
。
細
か
く
分
割
さ
れ
た
世
界
は
、
成
長
過
程
で
再
統
合

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
資
料
五
で
示
さ
れ
た
「
不
二
法
門
」
だ
。
「
煩
悩

即
菩
提
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
常
生
活
の
な
か
で
は
矛
盾
し
て
聞
こ
え
る
。
煩

悩
と
菩
提
は
一
般
に
、
対
立
す
る
二
項
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

だ
。
だ
が
死
の
な
い
世
界
で
生
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
執
着
の
な
い
者

に
悟
り
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
。
「
二
に
し
て
不
二
」
の
考
え
方
は
、
「
分

別
」
を
前
提
と
し
た
そ
の
先
に
あ
る
。 

で
は
「
不
二
法
門
」
に
入
っ
た
先
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
資
料
五
に

よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
二
つ
の
相
対
立
す
る
も
の
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
境

地
」
で
あ
る
と
い
う
。
成
長
過
程
で
分
類
し
た
世
界
を
「
よ
り
高
次
な
次
元
」

か
ら
観
る
の
が
真
の
解
脱
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
大
学
入
学
後
に
、
ま
ず

は
学
問
の
世
界
で
こ
れ
を
実
践
し
た
い
。
社
会
に
は
単
純
な
分
類
、
二
元
論
で

は
お
さ
ま
ら
な
い
問
題
が
数
多
く
あ
る
。
対
立
す
る
二
つ
の
立
場
の
ど
ち
ら
か

を
支
持
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
な

か
に
は
、
連
続
す
る
一
続
き
の
も
の
の
あ
る
部
分
し
か
見
て
い
な
い
た
め
に
起

こ
る
対
立
、
同
一
の
も
の
の
一
部
分
し
か
見
て
い
な
い
た
め
に
起
こ
る
対
立
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
視
点
を
持
っ
て
両
者
の
「
境
界
」
と
さ
れ
る
部
分

を
観
れ
ば
、
そ
の
主
張
が
ど
の
よ
う
な
関
係
性
、
文
脈
か
ら
う
ま
れ
た
の
か
、

ど
の
よ
う
な
環
境
か
ら
そ
の
主
張
を
す
る
に
至
っ
た
の
か
互
い
に
理
解
し
あ
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
社
会
の
諸
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
視
点

を
大
事
に
し
た
い
。 

 

資
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、
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広
島
大
学
（
前
期
日
程
）
小
論
文 

解
答
例 

題
（
タ
イ
ト
ル
）…

身
体
的
感
覚
は
ど
の
よ
う
に
心
に
影
響
さ
れ
る
か 

 

ギ
ア
ツ
は
「
人
間
は
自
ら
が
生
み
出
し
た
意
味
の
網
の
目
の
中
で
生
き
る
動

物
で
あ
る
」
と
し
た
（
資
料
四
）
。
こ
の
一
節
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
自
ら
生
み
出

し
た
意
味
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
事
物
、
同
じ

現
象
に
対
し
て
、
「
私
た
ち
」
皆
が
共
通
し
た
意
味
を
見
出
し
て
当
た
り
前
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
特
定
の
事
物
や
現
象
に
「
私
」
が
つ
け
る
意
味
は
、
私
以

外
の
誰
か
が
つ
け
る
意
味
と
は
異
な
り
得
る
と
資
料
四
は
述
べ
る
。 

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
「
生
煮
え
の
野
菜
が
ご
ろ
ご
ろ
と
入
っ
て
い
る
、
塩
気

の
足
り
な
い
ス
ー
プ
」
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
通
常
は
「
ま
ず
い
ス
ー
プ
」
で

あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
ス
ー
プ
は
、
「
そ
の
ス
ー
プ
」
に
関
連
す
る
多
く
の
意

味
を
ま
と
い
つ
つ
そ
こ
に
在
る
。
誰
が
作
っ
た
の
か
。
そ
の
人
は
な
ぜ
そ
の
ス

ー
プ
を
作
っ
た
の
か
。
そ
の
人
と
私
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

そ
の
よ
う
な
「
私
」
が
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
過
程
で
他
者
や
環
境
と
結
ん
で

き
た
様
々
な
つ
な
が
り
、
そ
こ
で
見
出
し
て
き
た
様
々
な
意
味
が
絡
み
合
っ
た

な
か
で
こ
そ
、
「
そ
の
ス
ー
プ
」
の
意
味
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
だ
。
関
係

が
こ
じ
れ
た
家
族
か
ら
私
に
対
し
て
意
図
的
に
出
さ
れ
た
も
の
な
ら
、
そ
れ
は

「
い
や
が
ら
せ
」
で
あ
り
、
思
わ
ず
吐
き
出
し
て
し
ま
う
ほ
ど
「
耐
え
難
く
ま

ず
い
ス
ー
プ
」
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
、
そ
れ
が
血
圧
の
高

い
老
い
た
私
を
心
配
す
る
孫
が
、
私
の
た
め
に
初
め
て
作
っ
て
く
れ
た
料
理
な

ら
、
私
は
孫
の
「
思
い
や
り
」
を
喜
び
、
「
お
い
し
い
ス
ー
プ
」
と
感
じ
な
が

ら
食
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
味
覚
に
も
各
個
人
独
自
の
解
釈
の
余
地
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
れ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
「
お
い
し
い
／
ま
ず
い
」
と
い
う
感
覚
に
か
か
わ

る
二
項
対
立
は
成
立
し
得
る
の
か
。
「
私
」
と
い
う
人
間
が
い
て
、
そ
の
思
考

だ
け
で
は
な
く
感
覚
も
「
私
」
が
生
き
て
き
た
環
境
や
人
と
の
つ
な
が
り
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
「
私
」
以
外
の
誰
か
に
つ
い
て
も
同
様
に

そ
の
思
考
や
感
覚
は
そ
の
人
な
り
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
に

お
い
し
い
も
の
や
ま
ず
い
も
の
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
資
料
五
で
は
、
そ
の
よ

う
な
「
分
別
」
、
そ
し
て
そ
の
間
の
「
対
立
」
を
解
釈
し
な
お
す
視
点
が
提
示

さ
れ
る
。 

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
私
た
ち
が
漠
然
と
生
物
的
本
能
や

生
得
的
反
応
に
根
差
し
た
も
の
と
捉
え
て
い
る
「
感
覚
」
へ
の
理
解
が
適
切
な

も
の
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
「
主
観
的
な
意
識
経
験
」
、
ア
ウ
ェ
ア
ネ

ス
に
つ
い
て
、
資
料
三
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
無
意
識
の
精
神
事
象
が
あ
ら
わ
れ

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
意
識
を
伴
う
思
考
、
た
と
え
ば
上
記
の
ス
ー
プ
に
ど
の

よ
う
な
意
味
づ
け
を
す
る
か
に
は
こ
の
無
意
識
の
精
神
活
動
が
関
与
す
る
こ
と

に
な
り
、
両
者
の
タ
イ
ム
ラ
グ
の
間
に
通
常
な
ら
「
ま
ず
い
ス
ー
プ
」
を
「
耐

え
難
く
ま
ず
い
ス
ー
プ
」
、
あ
る
い
は
逆
に
「
お
い
し
い
ス
ー
プ
」
と
感
じ
る

感
覚
イ
メ
ー
ジ
の
修
正
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
修

正
に
私
た
ち
自
身
は
気
づ
か
な
い
。
一
見
対
立
す
る
も
の
は
実
の
と
こ
ろ
連
続

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
截
然
と
分
か
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

 

資
料
番
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三
、
四
、
五 

  

3/4 



©河合塾 2024 年 

広
島
大
学
（
前
期
日
程
）
小
論
文 

解
答
例 

題
（
タ
イ
ト
ル
）…

私
た
ち
は
な
ぜ
環
境
を
保
全
す
べ
き
な
の
か 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
蔓
延
し
た
二
〇
二
〇
年
春
は
、
予
定
調
和

で
理
解
可
能
な
世
界
が
反
転
し
、
不
可
解
な
も
の
と
化
し
た
経
験
だ
っ
た
。
中

学
一
年
夏
の
西
日
本
豪
雨
の
と
き
に
も
似
た
感
覚
が
あ
っ
た
。
思
春
期
の
間

に
、
二
度
も
世
界
が
崩
壊
す
る
感
覚
を
経
験
し
た
私
に
と
っ
て
、
「
だ
か
ら
環

境
保
護
が
必
要
だ
」
と
い
う
言
葉
は
嘘
く
さ
く
、
そ
れ
な
ら
ば
深
刻
な
レ
ベ
ル

で
改
変
さ
れ
つ
つ
あ
る
環
境
を
保
全
す
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
、
大
人
た
ち

の
発
言
を
冷
め
た
気
持
ち
で
聞
い
て
き
た
。 

し
か
し
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
資
料
四
の
、
「
自
ら
が
生
み
出
し
た
意
味
の

網
目
の
中
で
生
き
る
動
物
」
と
す
る
人
間
観
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
。
資
料
四
の

考
え
方
は
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
。
た
と
え
ば
満
員
電
車
の
中
で
他
者
と
触
れ

合
う
こ
と
は
、
愉
快
で
は
な
い
が
我
慢
の
範
疇
に
お
さ
ま
る
。
し
か
し
、
ガ
ラ

ガ
ラ
の
空
い
た
電
車
の
中
で
知
ら
な
い
他
人
が
隣
に
座
り
身
体
を
密
着
さ
せ
て

き
た
場
合
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
不
快
感
や
恐
怖
感
に
苛
ま
れ
、
多
く
の
人
は

そ
の
場
を
立
ち
去
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
面
接
会
場
で
身
の
置
き
所
な
く

コ
チ
コ
チ
に
凝
り
固
ま
っ
た
身
体
は
緊
張
感
と
不
可
分
に
あ
る
一
方
で
、
家
族

と
い
る
と
き
の
緩
い
身
体
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
精
神
と
、
密
か
に
恋
愛
感
情
を

抱
く
相
手
と
同
じ
空
間
を
共
有
で
き
た
と
き
の
ぎ
こ
ち
な
い
身
体
は
ド
キ
ド
キ

し
た
感
情
と
不
可
分
で
は
な
い
。
空
間
と
精
神
は
二
元
論
的
に
分
離
で
き
ず
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
と
価
値
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
」
場
所
に
置
か
れ
た

身
体
は
、
そ
の
都
度
内
面
世
界
を
立
ち
上
げ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
場
が
ど
の
よ

う
な
性
質
の
も
の
で
あ
れ
、
自
分
と
無
関
係
の
も
の
と
し
て
対
象
化
し
、
客
観

的
・
分
析
的
に
捉
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
環
境
と
私
と
は
、
常
に
相
互
に

作
用
し
影
響
し
合
っ
て
い
る
。 

で
は
、
私
は
他
者
か
ら
規
定
さ
れ
る
不
安
定
な
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
資
料
五
で
は
、
「
波
の
本
性
を
離
れ
て
水
な
く
、
水

の
本
性
を
離
れ
て
波
は
な
い
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
い
る
が
こ
れ
は
そ
の
ま

ま
、
私
と
環
境
の
関
係
に
あ
て
は
ま
る
。
私
と
環
境
は
「
不
二
の
関
係
」
に
あ

る
。
こ
う
し
た
不
可
分
性
は
、
私
た
ち
が
「
あ
る
環
境
に
適
応
し
、
そ
こ
で
の

事
物
の
制
御
に
習
熟
」
す
る
こ
と
は
「
そ
の
環
境
に
取
り
込
ま
れ
る
」
こ
と
で

あ
り
、
「
環
境
を
支
配
す
る
」
こ
と
は
「
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
る
こ

と
」
で
あ
る
と
す
る
資
料
一
の
考
え
方
と
も
接
点
を
持
つ
。
私
た
ち
が
環
境
を

支
配
で
き
た
と
考
え
る
と
き
、
不
二
の
関
係
は
壊
れ
る
。
私
た
ち
は
自-

他
、

主
観‐

客
観
の
二
分
法
を
超
え
て
、
環
境
を
身
体
化
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
環

境
を
保
全
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

も
し
冒
頭
の
大
人
達
の
発
言
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
居
心
地
の
悪
い
世

界
を
、
人
間
は
一
方
的
に
改
変
で
き
る
と
い
う
対
象
化
し
操
作
す
る
感
覚
で
あ

る
。
居
心
地
が
悪
い
世
界
を
居
心
地
良
く
改
め
る
た
め
に
、
同
時
に
私
た
ち
の

在
り
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
環
境
は
、
あ
く
ま
で
も
私
が

私
の
本
性
を
離
れ
ず
環
境
の
不
二
の
関
係
を
良
好
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
意
味

に
お
い
て
、
保
全
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
環
境
は
、
今
の
私
と
不
可

分
の
合
わ
せ
鏡
で
あ
る
か
ら
だ
。 
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