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【
解
答
例
一
】
Ⅰ 

 
私
は
、
ペ
イ
ン
さ
ん
の
革
命
が
正
常
な
政
治
の
一

部
分
だ
と
い
う
意
見
を
否
定
し
ま
せ
ん
。
ペ
イ
ン
さ

ん
が
述
べ
る
よ
う
に
、
他
人
に
害
を
与
え
な
い
限
り

人
間
に
は
自
由
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
は
正
当
性
が
あ
る
と
私
も
考
え
ま
す
。
こ
こ
で

い
う
自
由
と
は
、
す
べ
て
の
人
が
生
ま
れ
な
が
ら
に

し
て
持
つ
自
然
権
で
す
。
バ
ー
ク
さ
ん
は
、
自
由
に

つ
い
て
、
統
治
、
公
共
的
権
力
、
軍
隊
内
の
規
律
や

服
従
、
道
徳
な
い
し
宗
教
な
ど
と
い
っ
た
こ
の
社
会

を
構
成
し
て
い
る
別
の
価
値
と
の
結
び
つ
き
が
重
要

で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
然
権
は
他
者
に

害
を
与
え
な
い
限
り
、
別
の
価
値
と
の
関
係
で
軽
ん

じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。 

ロ
ッ
ク
が
理
論
化
し
た
よ
う
に
政
治
の
統
治
の
目

的
は
人
間
の
生
命
・
自
由
・
財
産
の
保
障
に
あ
り
ま

す
。
権
力
が
個
人
の
自
然
権
を
侵
害
し
、
か
つ
そ
の

権
力
の
乱
用
者
を
現
行
の
法
で
裁
け
な
い
と
き
、
市

民
は
抵
抗
に
よ
っ
て
本
来
の
政
治
を
市
民
の
手
に
取

り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
革
命

は
正
常
な
政
治
の
一
部
で
す
。
革
命
を
起
こ
す
と
は
、

現
政
治
権
力
を
倒
し
て
民
衆
の
望
む
社
会
を
実
現
す

る
新
た
な
政
権
を
樹
立
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
際
に
、

既
存
の
権
力
が
独
占
す
る
暴
力
に
よ
る
妨
害
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
や
む
を
得
ず
暴
力

を
行
使
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考
え
ま
す
。 

【
解
答
例
一
】
Ⅱ 

 

私
は
バ
ー
ク
さ
ん
の
、
民
主
主
義
に
お
い
て
は
国

民
の
多
数
派
が
最
も
残
虐
な
抑
圧
を
少
数
派
に
対
し

て
加
え
う
る
と
い
う
意
見
に
は
反
対
で
す
。
バ
ー
ク

さ
ん
の
論
点
は
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
は
民
主
主
義
で
は
愚
か
な
民
衆
が
選
挙
権
を

持
つ
の
で
、
統
治
の
質
が
下
が
る
と
い
う
見
解
で
す

ね
。
し
か
し
一
定
以
上
の
財
産
や
教
育
が
あ
る
人
間

だ
け
が
正
し
い
判
断
が
で
き
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
層
が
政
治
を
独
占
す
る
こ
と
で
、

貧
困
層
や
女
性
の
利
益
と
権
利
が
配
慮
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
側
面
が
あ
り
ま
す
。
民
衆
の
支
持
が
短
期
間

で
移
り
変
わ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
が
、
民

衆
が
圧
政
か
ら
権
力
を
奪
い
、
別
の
代
表
を
選
ぶ
こ

と
は
民
主
主
義
の
良
い
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

も
う
一
つ
の
論
点
は
、
多
数
決
自
体
の
問
題
点
で

す
。
確
か
に
多
数
決
で
は
少
数
派
の
意
見
は
不
利
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
政
治
家
は
単
に
多
数

派
の
利
益
を
そ
の
ま
ま
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
議
会
は
各
政
治
家
が
自
分
の
良
心
と
見

識
に
よ
り
少
数
派
の
意
見
に
も
耳
を
傾
け
て
議
論
す

る
場
で
す
。
ま
た
、
議
会
が
間
違
っ
た
判
断
を
し
た

場
合
に
裁
判
所
が
議
会
の
判
断
を
審
査
す
る
仕
組
み

も
あ
り
ま
す
。
民
主
主
義
は
人
々
の
過
ち
を
正
す
仕

組
み
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
君
主
制
に

よ
る
決
定
よ
り
も
残
虐
と
は
言
え
ま
せ
ん
。 
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【
解
答
例
二
】

Ⅰ

 

ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
さ
ん
、
そ
し
て
ペ
イ
ン
さ

ん
、
私
も
、
一
方
的
に
人
民
を
支
配
し
、
逆
ら
う
も

の
を
暴
力
的
に
弾
圧
す
る
圧
政
を
終
わ
ら
せ
て
、
人

民
が
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
歴
史
を
発
展
さ
せ

新
し
い
時
代
を
築
く
と
信
じ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の

過
程
で
起
こ
る
殺
人
な
ど
の
暴
力
を
、
「
偶
然
生
じ

た
に
す
ぎ
な
い
」
も
の
と
し
、
「
必
要
な
政
治
の
一

部
」
と
み
な
す
こ
と
に
は
反
対
で
す
。
ま
し
て
や
衝

動
的
で
残
忍
な
暴
力
を
伴
っ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
道

徳
的
高
貴
さ
を
認
め
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。
許

容
範
囲
の
曖
昧
な
暴
力
を
安
易
に
肯
定
す
る
な
ら
、

そ
れ
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
自
由
と
民
主
主
義
の
本
質

を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。 

民
主
主
義
の
本
質
は
多
様
性
を
認
め
る
寛
容
の
精

神
で
す
。
自
ら
の
自
由
と
同
様
に
他
者
の
自
由
を
認

め
、
利
害
を
調
整
し
て
共
生
を
求
め
る
に
は
、
他
者

へ
の
寛
容
が
不
可
欠
で
す
。
暴
力
と
い
う
不
寛
容
は

そ
の
意
味
で
民
主
主
義
の
本
質
を
損
な
い
ま
す
。
暴

力
を
暴
力
で
、
つ
ま
り
不
寛
容
を
不
寛
容
で
打
倒
す

れ
ば
、
暴
力
の
連
鎖
を
も
た
ら
す
だ
け
で
す
。 

私
は
暴
力
を
伴
う
圧
政
に
対
し
て
、
不
服
従
か
つ

非
暴
力
的
な
闘
い
方
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
た
と
え

多
く
の
犠
牲
が
払
わ
れ
、
長
い
年
月
が
か
か
ろ
う
と

も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
自
由
と
民
主
主
義
は

強
固
で
あ
り
、
長
く
続
く
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

【
解
答
例
二
】

Ⅱ

 

私
も
バ
ー
ク
さ
ん
と
同
様
に
、
多
数
者
の
圧
政
と

そ
の
残
虐
性
を
危
惧
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
封
建
権

力
が
民
衆
を
恐
怖
と
暴
力
で
支
配
す
る
残
虐
さ
は
忌

む
べ
き
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
民
主
主
義
に
お
け
る

多
数
者
の
圧
政
は
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
極
め
て
残

虐
で
す
。
前
者
は
非
理
性
的
な
暴
君
に
よ
る
理
不
尽

な
残
虐
さ
で
す
が
、
後
者
は
多
数
決
で
総
意
と
さ
れ

た
多
数
者
の
意
向
に
よ
っ
て
少
数
者
の
権
利
が
奪
わ

れ
る
と
い
う
残
虐
さ
で
す
。
し
か
も
、
感
情
的
で
非

理
性
的
な
人
々
も
多
く
含
む
一
定
年
齢
以
上
の
誰
も

が
有
権
者
と
な
れ
ば
、
煽
情
的
な
政
治
家
が
国
民
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
多
数
者
の
専
制
を
招
き
、

少
数
者
は
社
会
か
ら
抹
殺
さ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
に
力
で
抵
抗
す
れ
ば
拘
束
さ
れ
処
罰
さ
れ

る
と
い
う
意
味
で
暴
力
的
支
配
も
受
け
ま
す
。 

私
は
、
少
数
民
族
や
障
害
者
、
移
民
な
ど
、
多
数

者
の
「
外
部
」
に
あ
る
人
た
ち
も
含
め
た
す
べ
て
の

民
衆
が
良
く
生
き
ら
れ
る
社
会
を
実
現
し
た
い
と
考

え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
と
即
座
に
す
べ
て
の

国
民
の
統
治
能
力
を
信
頼
し
て
普
通
選
挙
を
実
施
す

る
こ
と
は
区
別
す
べ
き
で
す
。
国
民
の
主
権
者
と
し

て
の
能
力
が
教
育
を
通
じ
て
涵
養
さ
れ
、
地
域
で
の

協
同
的
な
活
動
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
磨
か
れ
た
先
に

普
通
選
挙
を
実
施
す
れ
ば
、
公
共
的
な
利
益
を
追
求

す
る
民
主
政
治
が
実
現
す
る
は
ず
で
す
。 
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【
解
答
例
三
】
Ⅰ 

 
ペ
イ
ン
が
述
べ
る
通
り
、
腐
敗
し
て
改
革
が
不
可

能
な
政
体
を
、
人
民
が
変
更
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

る
べ
き
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
旧
体
制
は
自
ら
の
特
権
の

維
持
を
優
先
し
、
人
民
に
平
等
に
保
障
さ
れ
る
べ
き

自
由
を
認
め
ず
、
自
然
権
の
侵
害
を
繰
り
返
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
こ
う
し
た
国
家
体
制
を
覆
す
運

動
だ
っ
た
。
人
民
は
、
み
ず
か
ら
の
自
由
と
自
然
権

を
保
障
す
る
た
め
、
新
た
に
憲
法
を
作
り
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
国
家
体
制
を
構
築
し
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ

ン
ス
の
人
民
は
主
権
者
と
し
て
、
自
ら
の
憲
法
制
定

権
力
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
を
正
当

と
考
え
る
。 

 

と
は
い
え
、
革
命
に
伴
い
、
人
民
が
行
う
種
々
の

暴
力
行
為
を
「
正
常
な
政
治
の
一
部
分
」
と
み
な
し
、

肯
定
す
る
主
張
に
は
同
意
で
き
な
い
。
憲
法
制
定
権

の
行
使
は
超
実
定
的
で
あ
り
、
既
存
の
法
秩
序
の

「
枠
外
」
に
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な

例
外
的
な
状
況
を
「
正
常
な
政
治
」
の
一
部
と
み
な

す
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
憲
法
制
定
権
力

を
無
制
約
の
権
力
と
見
な
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
暴
力
行

為
も
「
正
常
」
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
に
も
反
対

だ
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
体
制
の
変
革
に
暴
力
が
必
須

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
だ
。
過
去
の
歴
史
を
見

て
も
、
暴
力
を
伴
う
こ
と
な
く
政
体
の
変
更
が
成
就

し
た
例
は
存
在
す
る
。 

【
解
答
例
三
】
Ⅱ 

 

 

バ
ー
ク
の
述
べ
る
通
り
、
民
主
制
が
多
数
派
に
よ

る
少
数
派
の
権
利
侵
害
を
引
き
起
こ
す
危
険
性
が
あ

る
の
は
事
実
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
に
よ
っ
て
少
数

派
を
含
む
個
人
の
自
由
や
権
利
を
保
障
し
、
民
主
制

の
暴
走
を
抑
止
す
る
立
憲
主
義
の
仕
組
み
が
必
要
と

な
る
。
ま
た
、
立
法
・
行
政
・
司
法
が
独
立
性
を
持

ち
、
相
互
に
監
視
牽
制
し
合
う
三
権
分
立
の
仕
組
み

も
、
多
数
派
専
制
を
抑
止
す
る
た
め
に
必
要
だ
。 

 

し
か
し
、
民
衆
の
政
治
的
資
質
に
疑
義
を
唱
え
、

英
知
と
閑
暇
を
持
つ
者
だ
け
が
政
治
を
行
う
べ
き
、

と
い
う
バ
ー
ク
の
考
え
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
こ
の

考
え
方
は
、
多
く
の
人
々
を
政
治
か
ら
排
除
す
る
の

に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
特
に
、
子
ど
も
や
家
族
の
ケ

ア
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
い
女
性
た
ち
は
、
「
公
的

な
事
柄
よ
り
も
私
生
活
を
優
先
す
る
」
と
い
う
理
由

で
、
政
治
参
加
の
道
を
阻
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
社
会
に
多
く
存
在
す
る
、
ケ
ア
を
担
う

人
々
の
意
見
が
政
治
に
反
映
さ
れ
ず
、
彼
ら
の
ニ
ー

ズ
に
対
応
し
た
政
治
が
実
現
し
な
い
。
民
主
制
は
確

か
に
衆
愚
に
繋
が
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
し
か
し
、
熟

議
を
徹
底
し
、
少
数
派
を
含
む
多
様
な
人
々
の
意
見

を
政
治
決
定
に
反
映
さ
せ
、
議
会
以
外
で
行
わ
れ
る

公
共
的
討
論
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
共
通
善
を
見
出

し
、
統
治
に
必
要
な
徳
性
を
発
揮
し
た
決
定
を
行
う

こ
と
は
可
能
だ
。 
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【
解
答
例
四
】
Ⅰ 

私
は
、
二
一
世
紀
を
生
き
る
人
間
と
し
て
、
日
本

か
ら
こ
の
議
論
に
参
加
し
た
い
と
考
え
ま
す
。 

ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
自

由
を
得
る
た
め
に
闘
う
こ
と
は
市
民
の
正
当
な
権
利

で
す
。
現
代
に
お
い
て
は
、
抵
抗
権
と
し
て
許
容
さ

れ
る
べ
き
も
の
は
、
各
国
の
憲
法
に
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
実
定
法
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
革
命
は
容
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
結
果
と
し
て
国
王
一
家
の
処

刑
に
至
る
過
激
な
も
の
で
し
た
。
ペ
イ
ン
さ
ん
が
言

う
通
り
、
旧
体
制
が
改
革
不
能
な
ま
で
に
腐
敗
し
て

い
た
と
し
て
も
、
許
容
限
度
を
超
え
て
い
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
名
誉
革
命
の
よ
う
な
形
を

と
っ
て
い
た
ら
、
バ
ー
ク
さ
ん
も
許
容
で
き
る
の
で

は
な
い
で
す
か
。
ま
た
、
ペ
イ
ン
さ
ん
も
暴
力
に
は

程
度
の
差
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。 

 

一
方
、
私
は
現
代
に
お
い
て
も
、
超
実
定
的
抵
抗

権
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。
例
え
ば
、

米
軍
基
地
の
辺
野
古
へ
の
移
設
工
事
に
対
す
る
住
民

の
抵
抗
運
動
が
該
当
し
ま
す
。
全
て
の
抵
抗
権
が
実

定
化
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
政

権
の
転
覆
を
図
る
暴
力
行
為
に
は
賛
同
で
き
ま
せ
ん
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
が
、
恐
怖
政
治
に
至
ら
ず
、
憲
法
制

定
で
留
ま
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
過
程
で
行
使
さ
れ
た

暴
力
は
当
時
の
文
脈
で
許
容
で
き
ま
す
。 

【
解
答
例
四
】
Ⅱ 

 

バ
ー
ク
さ
ん
は
、
大
衆
民
主
主
義
が
多
数
者
の
専

制
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
二
〇

世
紀
前
半
に
全
体
主
義
国
家
が
出
現
し
た
と
い
う
意

味
で
正
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

現
在
は
権
威
主
義
国
家
が
台
頭
し
て
い
ま
す
。 

 

権
威
主
義
国
家
で
は
、
そ
の
国
の
憲
法
で
認
め
ら

れ
る
レ
ベ
ル
の
抵
抗
権
さ
え
抑
圧
さ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
国
民
の
多
数
派
が
政
権
を
掌
握
し
て
い
る
結
果

と
し
て
起
き
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
違
う
で

し
ょ
う
。
大
衆
民
主
主
義
が
衆
愚
政
治
を
誘
発
し
た

時
代
と
は
異
な
り
、
公
教
育
の
進
展
し
た
現
代
に
お

い
て
は
、
民
衆
は
十
分
な
知
を
備
え
て
い
ま
す
。 

 

で
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
権
威
主
義
国
家
が

存
在
す
る
の
で
し
ょ
う
。
多
数
派
の
政
権
掌
握
が
、

民
主
主
義
を
単
純
に
意
味
し
な
い
か
ら
で
す
。
選
挙

制
度
な
ど
に
関
し
て
形
式
上
は
体
裁
を
取
り
繕
っ
て

い
て
も
、
司
法
が
違
憲
立
法
審
査
権
を
、
そ
し
て
、

議
会
が
国
政
調
査
権
を
行
使
で
き
な
い
状
況
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
が
機
能
不
全
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
潜
在
的
な
欠
陥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
市
民
に
よ
る
自
己
統
治
を
意

味
す
る
の
で
す
か
ら
当
然
で
す
。
有
権
者
か
ら
権
力

を
委
託
さ
れ
た
政
府
が
、
多
数
派
の
白
紙
委
任
を
受

け
た
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
も

っ
と
も
、
日
本
も
他
人
事
で
は
な
い
の
で
す
が
。 


