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述ぺ
て
く
だ
さ
い^〉
（
四
0
0
字
以
内）

世
の
中
に
は、

国
民
国
家
の
国
民
が
共
同
体
に
統
合
さ
れ
て
い
る
以
外
の
仕
方
で
統
合
さ
れ
て
い
る
槃
団
が

存
在
す
7ぇ
国
民
同
家
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
で
き
る
以
前
か
ら
存
在
し
た
社
会
簗
団
の
場
合、
そ
の
築
団
へ

の
帰
属
意
識
が
固
民
国
家
の
砕
内
に
は
収
ま
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
少
し
も
不
思
議
は
な
いJ
そ
う
い
う
集

団
が
現

笠仔
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は、

も
う
少
し
粛
然
と
し
た
態

度を
取
る
べ
き
て
は
な
い
か
と
思

ぅ
c

私
た
ち
は
他
国
の
議
会
で
一
日
本
ロ
ビ
ー」
が
活
劾
じ
て
い
な
い
こ
と
を
怪
し
ま
な
い
し、

世
界
各
国
に
お

け
る
「
日
本
人
論」
言
説
を

精査
す
る
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組

織す
る
こ
と
に
も
思
い
至
ら
な
い。
う
る

さ
く

H

愛
国
心一
の
涵
盤
を
言
い
立
て、
「
日
本
人
と
し
て
の
自
煎」
を
教
え
込
も
う
と
し
て
い
る
当
の
日
本

政
府
も
そ
の
よ
う
な
活
動
に
は
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
さ
な
い
し、

国
民
も
そ
れ
を
咎
め
な
い。
ど
う
し
て
か
と

い
う
と、

そ
れ
は
私
た
ち
が
「
外
囲
に
い
る
日
本
人
の
こ
と
な
ん
か、
ど
う
だ
っ
て
い
い一
と
思
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
（
そ
し
て、
外
国
に
い
る
日
系
人
は
「
日
本
に
い
る
日
本
人
の
こ
と
な
ん
か、
ど
う
だ
っ
て
い
い」
と
思
っ

て
い
る）
C

冷
た
い
よ
う
だ
が、
そ
う
な
の
で
あ
る，

日
本
国
と
日
本
固
民
の
関
係
を
「
モ
デ
ル」
に
し
て、

社
会
集
団
統
合
を
構
想`
す
れ
ば、
こ
の
一・
非
人
情」

こ
そ
が
常
態
な
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
「
国
民」
と
い
う
の
は、
原
理
的

＂芯没

地
理
的
に
集
住
し、
単一
の

政
治
単
位
に
婿
属
し、

同一
言
語
を
用
い、

伝
統
的
文
化
を
共
有
す
る
成
員
の
こ
と
だ
と
私
た
ち
が
侶
じ
て
い

る
か
ら
で
あ
る。
だ
か
ら、
そ
の
う
ち
の
ど
れ
か―
つ
で
も
条
件
が
欠
け
れ
ば、

国
民
的
遥
帯
感
が
損
な
わ
れ

る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
と
私
た
ち
は
考
え
る。
外
国
に
定
住
す
る
日
本
人、
日
本
国
籍
を
持
た
な
い
日
本
人、

日
本
語
を
理
解
せ
ず
日
本
の
伝
統
文
化
に
愛
営
を
示
さ
な
い
日
本
人、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
私
た
ち
は
「
日
本

の
フ
ル
メ
ン
バ
ー」
に
カ
ウ
ン
ト
す
る
習
慣
を
持
た
な
い，
そ
れ
は
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
自
明」
で
あ
る。

だ
が、

私
は
こ
れ
を一
穂
の
一
民
族
誌
的
奇
習」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
兌
世
界
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
は
こ
の

「
奇如
門
を
共
有
し
て
い
る
が、
「
奇
習，ー
は
ど
れ
ほ
ど
広
範
囲
で
実
施
さ
れ
て
い
て
も
「
奇
習＇一
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
C

私
た
ち
日
本
人
は
日
本
に
固
有
の
民
族
誌
的
奇
習
の
う
ち
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る。
こ
れ
は

別
に
私
が
声
高
に
言
い
立
て
な
く
て
も
知
識
人
の
み
な
さ
ん
に
は
す
で
に
熟
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
るe
そ

の
上
で
私
が
申
し
上
げ
た
い
の
は、

こ
の
「
固
有
の
民
族
誌
的
奇
習，一
の
う
ち
に
と
ど
庄
る
限
り、
ユ
ダ
ヤ
人

、
、
、
、
`
、
、
、
、

の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
（
中
略）

私
た
ち
日
本
人
が
日
本
の
政
治
単
位
や
経
済
辟
や
伝
統
文
化
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
と
は
ま
っ
た
く
異
喪

な
も
の
に
よ
っ
て
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
統
合
さ
れ
て
い
る。
そ
の
一
ま
っ
た
＜
界
貧
な
も
の｝
は
私
た
ち
の
語
棠

に
は
比
瑕
的
に
さ
え
存
在
し
な
いc
私
た
ち
は
こ
の
無
知
の
自
覚
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

私
が
知
る
限
り、

私
た
ち
日
本
人
が
ユ
ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
す
ぺ
て
の
誤
解
は、
ユ
ダ
ヤ
人
と
日

本
人
を
同
稲
の
集
団
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
見
な
す
安
易
な
設
定
に
根
ざ
し
て
い
合

私
た
ち
が
集
団
に

僻屈
感
を

覚
え
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
も
そ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
に
婿
属
感
を
覚
え

て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
共
感
や
感
惜
移
入
の
手
法
は、

私
た
ち
の
一，
奇
習」
を
拡
大
適
用
す
る
こ
と
に
し
か
な

ら
な
兄

私
た
ち
に
は
理
解
し
が
た
い
共
同
体
意
識
や、

私
た
ち
の
知
的
習
団
に
含
ま
れ
な
い
思
考
法
が
こ
の

世
の
中
に
は
存
在
す
るc
そ
う
い
う
も
の
は、

私
た
ち
の
手
持
ち
の
思
考
の
文
法
で
叙
す
こ
と
は
で
き
な
い
3

小
諭
に
お
い
て、

私
が
み
な
さ
ん
に
ご
理
解
願
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
は、
「
ニ
ダ
ヤ
人]
と
い
う
り
ば

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

‘
、
、
、
、
、
、
、
、

日
本
語
の
既
存
の
語
党
に
は
対
応
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と、
そ
し
て、
こ
の
活
念

を
理
解
す
る
た
め
に
は、

私
た
ら
自
身
を
骨
が
ら
み
に
し
て
い
る
民
族
誌
的
悩
見
を
部
分
的
に
解
除
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と、
こ
の
二
点
で
あ
る，

「
ユ
ダ
ヤ
人｝
に
つ
い
て
の
右
の
文
造
を
読
ん
で、
各
投
問
に
答
え
な
さ
い．．
 
（
出
典ぃ
内
田
樹
浩『
私
家
版・
ユ
ダ
ヤ
文
化
綸』
文
蛭
春
秋
2006)

こ
の
文
章
で
は
日
本
人
が
考
え
る示
国
民j
と
ぱ
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
か

c

（
二
0
0
字
以
内）

文
m'
の
i
民
族
誌
約
奇
習」
を
説
明
し
な
さ
い
9

(
-

O

C

字
以
内）

13
本
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
舷
糾
は、
何
に
起
因
し
ま
す
か。
（
二
0
0
字
以
内）

著
者
は、
説
者
に
何
を
理
解
し
て
欲
し
い
と
述
べ
て
い
ま
す
か。
(1
0
0
字
以
内）

五

E
本
人」
が
＿
ユ
ダ
ヤ
人j
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
だ
と
考
え
ま
す
か．，
あ
な
た
の
意
見
を
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掲載することができませ
ん。




