
注

意
1

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
は
、
開
か
な
い
こ
と
。
試
験
時
間
は
、
六
十
分
で
あ
る
。

2

問
題
は
声
を
出
し
て
読
ま
な
い
こ
と
。

3

問
題
用
紙
は
二
十
六
ペ
ー
ジ
、
一
、
二

の
二
題
か
ら
成
っ
て
い
る
。

4

問
題
用
紙
お
よ
び
解
答
用
紙
に
、
落
丁
、
乱
丁
、
汚
損
あ
る
い
は
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
な
ど
が

あ
れ
ば
、
手
を
あ
げ
て
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
内
容
に
関
す
る
質
問
は
受
け
つ

け
な
い
。

5

解
答
は
必
ず
鉛
筆
を
使
用
し
、
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。

6

解
答
は
す
べ
て
マ
ー
ク
式
の
解
答
欄
①
②
…
…
を
丁
寧
に
ぬ
っ
て
解
答
す
る
こ
と
。

7

訂
正
箇
所
は
、
消
し
ゴ
ム
で
完
全
に
消
す
こ
と
。

8

解
答
に
関
係
の
な
い
符
号
（
？

な
ど
）
や
文
字
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

9

解
答
用
紙
を
折
っ
た
り
、
汚
し
た
り
し
な
い
こ
と
。
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一
ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
』
を
扱
っ
た
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

注
1ラ

ス
キ
ン
は注
2タ

ー
ナ
ー
の
風
景
画
の
批
評
か
ら
出
発
し
た
思
想
家
で
あ
り
、
も
と
も
と
自
然
と
風
景
に
か
ん
す
る
反
省
か
ら
社
会
論
へ
と
向
か
っ

げ
い
じ
ゅ
つ

た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
藝
術
観
や
美
術
観
に
は
、
当
時
の
ロ
マ
ン
主
義
の
思
潮
の
影
響
が
か
な
り
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
風
景
画
の
議
論
の
背
景
に
も
、Ａ
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
愛
好
の
発
想
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
作
品
は
五
巻
か
ら

な
り
出
版
に
も
一
〇
年
以
上
を
要
し
た
大
作
で
あ
る
た
め
、
ラ
ス
キ
ン
の
風
景
論
も
こ
の
間
に
深
化
、
発
展
し
た
。
そ
の

Ⅰ

発
展
の
軌

跡
を
き
わ
め
て
大
雑
把
に
ま
と
め
て
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
三
段
階
か
ら
な
る
問
題
意
識
の
深
化
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
ラ
ス
キ
ン
は
『
近
代
画
家
論
』
の
第
一
巻
で
、
風
景
に
つ
い
て
の
藝
術
そ
の
も
の
が
も
つ
べ
き
真
理
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
こ
れ

はＢ
風
景
画
が
自
然
に
た
い
し
て
い
か
に
し
て
真
実
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
本
来
の
藝
術
論
そ
の
も
の
の
主
題
で
あ
る
。

う
た

次
に
、
こ
の
作
品
の
第
三
巻
で
は
、
風
景
画
や
自
然
風
景
を
謳
っ
た
詩
作
品
が
示
す
「
自
然
愛
」
の
問
題
を
論
じ
る
。
人
々
が
風
景
画
や
ロ
マ
ン

主
義
の
詩
を
愛
す
る
こ
と
で
表
現
し
た
い
と
考
え
る
の
は
、
自
然
そ
の
も
の
へ
の
愛
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
へ
の
愛
の
ス
タ
イ
ル
に
も
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
態
度
に
従
っ
た
自
然
の
享
受
が
正
し
い
自
然
愛
な
の
か
。
こ
れ
が
「
風
景
の
倫
理
」
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
三
巻
に
続
く
第
四
巻
で
は
、
藝
術
と
し
て
の
自
然
で
は
な
く
、
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
山
岳
や
湖
水
の
衰
退
や
貧
困
化
が
直
接
に
論

じ
ら
れ
る
。
山
々
は
栄
光
に
満
ち
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
の
細
部
に
お
い
て
数
々
の
貧
困
化
に
苦
し
ん
で
い
る
。
風
景
画
を
評
価
す
る
私
た
ち
の
視

線
は
、
単
な
る
自
然
へ
の
愛
情
を
超
え
て
、
自
然
と
そ
の
も
と
に
あ
る
人
々
の
生
の
現
実
の
注
視
と
い
う
こ
と
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
』
の
当
初
の
目
的
は
、
タ
ー
ナ
ー
の
風
景
画
を
擁
護
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、「
藝
術
に
お
け
る
力
、
模
倣
、

真
実
、
美
」
な
ど
に
つ
い
て
の
独
自
の
考
え
方
を
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
の
主
題
に
お
い
て
ラ
ス
キ
ン
が
と
り
わ
け
強
調
点
を
お

い
た
問
題
が
、『
近
代
画
家
論
』
第
一
巻
の
風
景
の
描
写
に
お
け
る
「
真
理
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。

タ
ー
ナ
ー
は
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
そ
の
大
胆
な
自
然
描
写
の
ゆ
え
に
「
自
然
に
即
し
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
を
た
び
た
び
受
け
て
い

た
。
ラ
ス
キ
ン
は
こ
の
批
判
に
「
黒
い
怒
り
」
を
覚
え
て
、

Ⅱ

な
美
術
評
論
に
お
け
る
タ
ー
ナ
ー
批
判
を
根
底
か
ら
覆
す
た
め
に
、「
自
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然
に
即
し
た
描
写
」
と
い
う
こ
と
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
過
程
で
彼
は
タ
ー
ナ
ー
の
植
物
、
樹
木
、
空
、
大
地
、
水
の
描
写
が
、「
色
調
、
色
彩
、
明
暗
、
遠
近
法
」
な
ど
の
絵
画
の
各
特
徴
に
か
ん

う
が

し
て
い
か
に
「
真
理
」
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
分
析
し
、
ま
た
彼
自
身
の
ス
ケ
ッ
チ
や
デ
ッ
サ
ン
を
交
え
て
解
説

し
た
。
彼
は
雲
や
空
、
木
々
や
岩
に
か
ん
す
る
分
類
学
と
形
成
の
力
学
、
つ
ま
り
地
質
学
や
気
象
学
が
「
雲
の
真
理
」「
空
の
真
理
」
を
基
礎
づ
け

る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
画
家
の
色
調
や
色
彩
へ
の
知
識
が
補
完
す
る
こ
と
で
「
風
景
の
真
理
」
が
出
現
す
る
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
科

学
的
、
客
観
的
分
析
と
色
彩
の
表
現
の
技
術
が
合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
と
し
て
の
自
然
描
写
が
可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

次
に
、『
近
代
画
家
論
』
の
第
三
巻
で
は
、
第
二
巻
で
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
か
っ
た
タ
ー
ナ
ー
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
同
時
に
、「
風
景
の

倫
理
（T

h
e

M
oral

of
L

an
dscape

）」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
思
想
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
風
景
画
と
い
う
美
術
の
真
理
の
問

題
と
い
う
よ
り
も
、
自
然
風
景
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
人
々
の
精
神
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
古
代
、
中
世
、
近
代
の
特
徴
を
歴
史
的
に
跡
付
け
て
い

き
、
そ
の
歴
史
的
展
開
の
様
子
か
ら
、
風
景
や
自
然
の
愛
情
あ
る
享
受
に
さ
い
し
て
保
つ
べ
き
姿
勢
を
人
間
の
倫
理
的
な
あ
り
方
の
一
つ
と
し
て
見

定
め
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

ラ
ス
キ
ン
は
こ
こ
で
は
、
風
景
へ
の
関
心
と
い
う
態
度
の
歴
史
的
目
新
し
さ
と
い
う
こ
と
か
ら
語
り
始
め
る
。
古
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
山
や

川
に
関
心
が
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
近
代
以
前
の
西
洋
の
人
間
は
、
人
間
世
界
以
外
の
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
。
自
然

や
外
界
は
、
自
分
の
運
命
に
か
か
わ
る
特
別
な
場
合
以
外
に
は
、
注
意
を
引
く
も
の
と
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
古
代
の
人
々
が
自
然
と
の

「
ナ
イ
ー
ブ
な
」
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ナ
イ
ー
ブ
と
はａ
人
間
の
自
意
識
が
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
り
、
自
然
は
そ
の
あ

る
が
ま
ま
の
姿
で
素
朴
に
受
容
さ
れ
て
い
た
。

注
3ホ

メ
ロ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
こ
の
素
朴
な
自
然
の
受
容
は
、
西
洋
の
中
世
に
お
い
て
は
大
き
な
変
容
を
被
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
西
洋
中
世
の

自
然
観
に
お
い
て
は
、
神
の
被
造
物
と
し
て
の
自
然
と
い
う
性
格
が
強
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
自
然
に
つ
い
て
の
文
学
や
美
術
表
現
は
、
本
質
的

に
神
の
存
在
や
栄
光
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
に
、
自
然
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
純
粋
に
ナ
イ
ー
ブ
な
受
容
以
上
に
、
神
聖
な
る
世
界
の
象
徴

と
い
う
宗
教
的
、
倫
理
的
意
味
合
い
を
強
め
た
か
ら
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
中
世
藝
術
に
認
め
ら
れ
る
神
聖
な
存
在
と
し
て
の
自
然
や
風
景
の
価
値
は
、
そ
れ
を
知
覚
す
る
人
間
の
側
の
精
神
的
、
感
情
的

あ
り
方
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は
り
対
象
と
し
て
のｂ
自
然
へ
の
非
反
省
的
で
直
接
的
な
没
頭
を
示
し
て
い
る
。
中
世
の
自
然
描

写
の
典
型
は注
4ダ

ン
テ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
ダ
ン
テ
に
と
っ
て
の
自
然
は
彼
自
身
の
外
に
永
遠
に
存
在
す
る
神
的
な
精
神
の
型
を
表
し
て
い
る
。Ｃ
中

こ
ん
と
ん

世
の
風
景
は
安
定
し
、
明
確
で
鮮
明
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
近
代
の
詩
人
に
見
ら
れ
る
「
感
情
の
興
奮
状
態
」
に
由
来
す
る
曖
昧
さ
や
混
沌
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
。

は
ん
す
う

さ
て
、
こ
れ
ら
の
古
代
や
中
世
の
自
然
受
容
と
対
比
さ
れ
る
の
が
、
自
然
や
風
景
を
観
察
し
つ
つ
、
そ
の
体
験
が
与
え
る
印
象
を
反
芻
し
て
、
そ

の
反
芻
に
伴
う
主
観
的
な
感
情
を
伝
え
よ
う
と
す
る
近
代
の
詩
人
や
画
家
た
ち
の
自
然
描
写
で
あ
る
。
近
代
の
詩
人
た
ち
は
古
代
・
中
世
のｃ
ナ
イ
ー

ブ
さ
の
「
一
種
の
喪
失
」
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。

ラ
ス
キ
ン
に
よ
れ
ば
、注
5ワ

ー
ズ
ワ
ー
ス
、
キ
ー
ツ
、
テ
ニ
ソ
ン
な
ど
の
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
た
ち
は
、「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
ル
」
な
詩
人
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
自
然
を
知
覚
者
の
心
を
動
か
し
た
度
合
い
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
意
識
す
る
。
詩
人
は
、
そ
の
対
象
た
る
自
然
が
彼
に
与
え
た
主
観
的
な

印
象
に
つ
い
て
反
芻
し
、
こ
の
反
芻
か
ら
生
じ
る
感
情
を
、
彼
が
個
人
的
に
体
験
し
た
感
情
と
し
て
読
者
に
喚
起
し
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
近
代
人

の
場
合
は
、
自
然
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
知
覚
さ
れ
ず
、
内
省
的
で
感
覚
鋭
敏
な
体
験
の
う
ち
で
の
み
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
感
情

も
う
ろ
う

の
興
奮
状
態
」
が
生
み
出
す
朦
朧
と
し
て
不
安
定
な
世
界
で
あ
り
、ｄ
あ
る
種
の
喪
失
そ
の
も
の
の
表
出
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
興
奮
状
態
の
た
め

ご
び
ゅ
う

に
物
事
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
こ
そ
、
近
代
以
降
の
自
然
認
識
が
は
ら
ん
で
い
る
「ｅ
感
傷
性
の
誤
謬
（P

ath
etic

F
allacy

）」
で
あ
る
。

ラ
ス
キ
ン
の
主
張
で
は
、「
感
傷
性
の
誤
謬
」
は
と
り
わ
け
近
代
精
神
の
特
徴
で
あ
る
。
古
代
や
中
世
の
藝
術
家
は
自
然
の
う
ち
な
る
事
物
の
想

像
の
産
物
で
は
な
いｆ
現
実
の
特
質
を
表
現
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
近
代
の
風
景
画
家
や
詩
人
は
、
生
き
た
存
在
で
あ
る
自
分

がＤ
生
命
を
も
た
な
い
対
象
へ
と
想
像
的
に
自
己
投
影
す
る
何
物
か
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
。

古
代
人
の
場
合
に
は
自
然
現
象
か
ら
神
話
的
想
像
力
に
よ
っ
て
神
々
が
生
じ
、

Ⅲ

な
変
化
の
背
後
に
あ
る
実
在
の
力
と
し
て
の
神
的

な
存
在
が
素
朴
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
近
代
の
風
景
に
は
「
そ
こ
に
宿
るｇ
神
的
存
在
へ
の
信
仰
が
完
全
に
欠
如
」
し
て
い
る
。
感
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け
い
も
う

傷
性
の
誤
謬
と
は
、
啓
蒙
主
義
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
宗
教
的
信
仰
心
の
代
用
物
を
、
主
観
的
な
観
照
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
精
神
の
運
動
で
あ

る
。
そ
れ
は
信
仰
の
欠
如
に
も
と
づ
く
不
安
の
現
れ
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
そ
れ
が
表
現
す
る
自
然
は
朦
朧
さ
の
な
か
に
あ
る
。
朦
朧
さ
は
空
虚
さ

の
象
徴
で
あ
り
、
自
然
の
神
聖
さ
を
め
ぐ
る
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
近
代
的
、
内
省
的
な
表
現
は
、「
実
体
を
影
と
取
り
違
え
た
誤
謬
」
の
産
物
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
主
義
が
誇
張
し
て
示
す
近
代
人
の
精
神
生
活
は
、
神
々
が
宿
ら
な
い
雲
に
覆
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
朦
朧
と
し
た
自
然
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
近
代
人
は
た
し
か
に
ひ
ど
い
欠
落
状
態
に
（
ア
）オ

チ
イ
っ
て
お
り
、
自
然
の
う
ち
な
る
神
聖
な
存
在
へ
の
認
識
は
「

Ｘ

」
の

中
途
半
端
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
自
然
の
事
物
の
生
命
感
を
称
揚
す
る
詩
人
の
表
現
に
は
間
違
い
な
く
事
物
に
た
い
す
る
詩
人
の
関
心
や

愛
情
が
付
随
し
て
い
る
。
問
題
は
し
か
し
、
自
然
に
た
い
す
る
い
か
な
る
「
愛
情
」
が
健
全
で
あ
り
、「
人
生
の
義
務
や
正
確
な
思
考
と
合
致
す

る
」
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
の
い
う
「
風
景
の
倫
理
」
と
は
、
こ
の
風
景
へ
の
健
全
で
正
し
い
愛
情
の
持
ち
方
、
育
て
方

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
自
然
愛
の
不
在
は
そ
ん
な
に
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
愛
の
存
在
は
、
心
情
の
善
良
さ
と
モ
ラ
ル
の
自
覚

け
っ
し
て

モ
ラ
ル
の
実
践
で
は
な
い

の
間
違
い
な
い
証
拠
で
あ
る
」。
人
々
は
自
然
を
愛
す
る
人
た
ち
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
「
生
来
の
怠
け
者
、
ず
る
け

者
」
と
い
っ
て
非
難
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
の
崇
拝
は
単
な
る
理
性
で
引
き
起
こ
し
た
り
消
し
去
っ
た
り
で
き
な
い
、
偉
大
な
霊
の
存

在
や
力
を
思
う
気
持
ち
を
伴
っ
た
精
神
の
特
殊
な
高
揚
で
あ
る
。
自
然
の
崇
拝
を
通
し
て
、
そ
れ
以
外
で
は
伝
わ
ら
な
い
神
聖
な
真
理
が
伝
達
さ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
と
は
単
な
る
美
的
享
受
（
感
情
的
感
激
）
の
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
と
そ
れ
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
全
体
を

透
視
し
「
幻
視
」
す
る
、「
思
想
」
と
い
う
「
第
二
の
視
覚
」
の
対
象
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
感
情
と
思
想
と
の
こ
の
不
思
議
な
平
衡
状
態
が
、

自
然
の
な
か
に
み
な
ぎ
る
「
偉
大
で
神
聖
な
霊
の
存
在
」
を
私
た
ち
に
知
ら
し
め
る
。

と
は
い
え
、
い
う
ま
で
も
な
く
健
全
で
正
し
い
愛
情
の
た
め
に
は
何
事
で
あ
れ
冷
静
で
正
し
い
知
覚
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
正
確
な
も
の
の
見

方
に
は
、
詩
人
の
目
よ
り
も
地
質
学
者
の
ハ
ン
マ
ー
が
必
要
で
あ
る
。「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
心
の
狭
さ
は
こ
れ
で
あ
る
。Ｅ
岩
石
を
ハ
ン
マ
ー
で
砕
い

て
水
晶
を
探
す
こ
と
は
、
時
に
は
人
間
性
に
と
っ
て
恥
ず
べ
き
行
為
で
は
な
い
し
、
草
花
を
解
剖
す
る
こ
と
も
、
時
に
は
そ
れ
を
夢
想
す
る
こ
と
と

同
様
に
正
当
で
あ
る
」。
私
た
ち
は
宗
教
的
教
義
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
野
の
ユ
リ
や
岩
石
を
凝
視
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、「
真
理
の
探
究
」
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と
「
美
の
感
動
」
と
が
合
わ
さ
っ
て
「
神
聖
さ
」
の
享
受
と
い
う
高
い
精
神
的
境
位
を
達
成
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
風
景
へ
の
感
情
的
移
入
を
優
先
さ
せ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
観
照
は
、
せ
い
ぜ
い
周
辺
的
で
あ
り
、
悪
く
す
れ
ば
病
的
な
も
の
と

な
り
う
る
。
こ
の
近
代
の
ビ
ョ
ウ
（
イ
）ヘ
イ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
自
然
に
た
い
す
る
態
度
に
か
ん
し
て
次
の
よ
う
な
規
則
を
立
て
て
、
思
想
の
目
を
曇

ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
風
景
の
真
理
を
感
傷
性
の
誤
謬
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
規
則
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

自
然
愛
や
自
然
崇
拝
の
正
し
い
追
求
を
可
能
に
す
る
規
則
と
い
う
意
味
で
、「
風
景
の
倫
理
」
と
名
付
け
ら
れ
る
。

う
ろ
こ

①
「
目
か
ら
鱗
の
経
験
を
、
一
時
に
で
き
る
だ
け
回
数
を
少
な
く
し
て
、
味
わ
う
こ
と
で
満
足
せ
よ
」

た
ん
で
き

自
然
の
変
化
や
多
様
性
の
享
受
は
、
大
げ
さ
な
も
の
、
目
立
っ
た
も
の
、
（
ウ
）キ
キ
ョ
ウ
な
も
の
へ
の
偏
好
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
耽
溺
的
、
中
毒
的

な
も
の
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

う
ろ
こ

②
「
目
か
ら
鱗
の
感
じ
を
引
き
起
こ
す
源
泉
を
、
世
界
中
に
で
き
る
だ
け
多
く
保
存
せ
よ
」

他
と
比
較
し
て
明
ら
か
に
劣
悪
な
も
の
を
保
存
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
風
俗
、
習
慣
、
言
語
、
建
築
な
ど
の
面
で
、
違
い
を
示

す
も
の
は
保
存
す
べ
き
で
あ
る
」。

『
近
代
画
家
論
』
第
三
巻
は
こ
の
よ
う
に
、
自
然
や
風
景
、
人
々
の
習
俗
の
多
様
性
、
違
い
を
示
す
も
の
を
で
き
る
だ
け
多
く
保
存
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
「
保
護
」
の
思
想
を
主
張
し
て
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
ラ
ス
キ
ン
の
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
問
題
意
識
の
は
っ
き
り
と
し
た
出
発
点

が
あ
る
。

（
伊
藤
邦
武
『
経
済
学
の
哲
学
』
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

注

1

ラ
ス
キ
ン

イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家
（
一
八
一
九
〜
一
九
〇
〇
年
）。

2

タ
ー
ナ
ー

イ
ギ
リ
ス
の
画
家
（
一
七
七
五
〜
一
八
五
一
年
）。

3

ホ
メ
ロ
ス

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
詩
人
（
生
没
年
不
明
）。

4

ダ
ン
テ

イ
タ
リ
ア
の
詩
人
、
哲
学
者
（
一
二
六
五
〜
一
三
二
一
年
）。

5

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
キ
ー
ツ
、
テ
ニ
ソ
ン

い
ず
れ
も
一
八
〜
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
。
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問
一

傍
線
部
（
ア
）
〜
（
ウ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
た
場
合
、
そ
れ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
選
択
肢
を
次
の
各
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）
オ
チ
イ
っ
て

1

隣
国
に
カ
ン
シ
ョ
ウ
す
る

2

カ
ン
ガ
ン
の
至
り
で
あ
る

3

忍
耐
が
カ
ン
ヨ
ウ
で
あ
る

4

道
路
が
カ
ン
ボ
ツ
す
る

5

部
下
の
失
敗
を
カ
ン
カ
す
る

（
イ
）
ビ
ョ
ウ
ヘ
イ

1

オ
ウ
ヘ
イ
な
口
を
き
く

2

名
前
を
ヘ
イ
キ
す
る

3

ヘ
イ
ガ
イ
が
生
じ
る

4

カ
ヘ
イ
価
値
が
下
が
る

5

シ
ャ
ヘ
イ
物
を
取
り
除
く

（
ウ
）
キ
キ
ョ
ウ

1

条
約
を
ハ
キ
す
る

2

キ
バ
ツ
な
発
想
を
す
る

ほ
う
へ
ん

3

キ
ヨ
�
貶
が
激
し
い

4

徴
兵
を
キ
ヒ
す
る

5

神
出
キ
ボ
ツ
の
怪
盗
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問
二

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅲ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
一
つ
の
語
は
一
回
し
か
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

1

普
遍
的

2

現
象
的

3

横
断
的

4

一
義
的

5

通
俗
的

6

心
理
的

7

理
論
的

8

抽
象
的

問
三

空
欄

Ｘ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

平
平
凡
凡

2

不
即
不
離

3

半
醒
半
睡

4

戦
戦
恐
恐

5

半
信
半
疑

問
四

傍
線
部
Ａ
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
愛
好
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

タ
ー
ナ
ー
流
の
風
景
の
描
写
を
擁
護
す
る
た
め
に
見
つ
け
出
し
た
自
然
の
愛
し
方

2

風
景
に
か
ん
す
る
反
省
か
ら
や
が
て
社
会
論
へ
向
か
う
過
程
で
の
自
然
の
愛
し
方

3

神
の
存
在
が
背
景
に
あ
る
、
宗
教
的
、
倫
理
的
意
味
合
い
の
強
い
自
然
の
愛
し
方

4

自
然
や
風
景
が
与
え
る
主
観
的
な
感
情
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
自
然
の
愛
し
方

5

あ
り
の
ま
ま
の
描
写
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
を
体
現
し
よ
う
と
す
る
自
然
の
愛
し
方
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問
五

傍
線
部
Ｂ
風
景
画
が
自
然
に
た
い
し
て
い
か
に
し
て
真
実
で
あ
る
べ
き
か
と
あ
る
が
、
ラ
ス
キ
ン
は
ど
の
よ
う
な
考
え
で
自
然
に
対
し
て

真
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1
「
自
然
に
即
し
た
描
写
」
の
本
質
を
科
学
的
、
客
観
的
に
分
析
し
そ
れ
を
論
理
的
に
組
み
立
て
る
こ
と

2

地
質
学
や
気
象
学
に
よ
る
自
然
の
科
学
的
、
客
観
的
分
析
と
色
彩
の
表
現
の
技
術
を
合
わ
せ
る
こ
と

3

神
が
創
造
し
た
自
然
の
も
つ
真
実
や
美
を
発
見
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
描
い
て
い
く
こ
と

4

山
岳
や
湖
水
の
美
が
損
な
わ
れ
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
く
姿
勢
で
自
然
と
触
れ
あ
っ
て
い
く
こ
と

5

風
景
描
写
を
人
間
の
感
性
や
知
性
か
ら
独
立
さ
せ
、
与
え
ら
れ
た
自
然
を
素
直
に
受
容
し
て
い
く
こ
と

問
六

傍
線
部
Ｃ
中
世
の
風
景
は
安
定
し
、
明
確
で
鮮
明
で
あ
る
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を

次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

中
世
の
自
然
や
風
景
は
そ
の
知
覚
者
の
主
観
的
な
印
象
を
表
現
し
て
い
る
か
ら

2

自
然
は
い
か
な
る
世
界
や
価
値
か
ら
も
独
立
し
た
神
聖
さ
を
も
つ
も
の
だ
か
ら

3

中
世
画
家
の
自
然
描
写
に
は
紛
ら
わ
し
く
不
明
瞭
な
部
分
が
見
ら
れ
な
い
か
ら

4

自
然
や
風
景
が
近
代
以
降
の
知
性
や
合
理
主
義
に
お
か
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

5

自
然
は
神
聖
な
る
世
界
の
象
徴
と
し
て
の
宗
教
的
、
倫
理
的
意
味
を
も
つ
か
ら
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問
七

傍
線
部
Ｄ
生
命
を
も
た
な
い
対
象
へ
と
想
像
的
に
自
己
投
影
す
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

自
分
の
押
さ
え
が
た
い
感
情
や
空
虚
な
内
面
な
ど
を
自
然
の
中
に
映
し
出
す
こ
と

2

自
分
が
理
想
と
す
る
世
界
観
を
空
や
樹
木
や
水
の
中
に
想
像
的
に
描
き
出
す
こ
と

3

対
象
へ
の
感
情
移
入
に
よ
っ
て
自
然
や
風
景
の
も
つ
本
質
を
取
り
出
す
こ
と

4

自
分
が
想
像
す
る
動
か
し
が
た
い
神
の
世
界
を
自
然
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と

5

自
然
と
そ
の
も
と
に
あ
る
人
々
の
生
の
現
実
を
注
視
し
想
像
的
に
描
写
す
る
こ
と

問
八

傍
線
部
Ｅ
岩
石
を
ハ
ン
マ
ー
で
砕
い
て
水
晶
を
探
す
こ
と
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

自
然
を
宗
教
的
信
仰
心
の
代
用
物
に
留
め
て
い
る
朦
朧
と
し
た
何
か
を
取
り
除
く
こ
と

2

目
に
見
え
て
い
る
表
面
的
な
事
象
の
奥
に
あ
る
自
然
の
真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と

3

主
観
と
客
観
が
合
一
し
た
科
学
的
な
視
点
に
よ
っ
て
自
然
の
中
の
美
を
探
求
す
る
こ
と

4

ロ
マ
ン
主
義
的
観
照
に
よ
る
曇
り
の
な
い
思
想
に
よ
っ
て
自
然
を
享
受
す
る
こ
と

5

科
学
的
・
客
観
的
に
感
傷
性
の
誤
謬
を
排
除
し
て
高
い
精
神
的
境
位
を
達
成
す
る
こ
と
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問
九

本
文
中
の
波
線
部
ａ
〜
ｇ
を
そ
の
内
容
か
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
た
場
合
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

ａ

人
間
の
自
意
識
が
関
与

ｂ

自
然
へ
の
非
反
省
的
で
直
接
的
な
没
頭

ｃ

ナ
イ
ー
ブ
さ
の
「
一
種
の
喪
失
」

ｄ

あ
る
種
の
喪
失
そ
の
も
の
の
表
出

ｅ

感
傷
性
の
誤
謬

ｆ

現
実
の
特
質
を
表
現
す
る
こ
と

ｇ

神
的
存
在
へ
の
信
仰

1
（
ａ
・
ｂ
・
ｄ
・
ｇ
）

（
ｃ
・
ｅ
・
ｆ
）

2
（
ａ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
）

（
ｂ
・
ｆ
・
ｇ
）

3
（
ａ
・
ｃ
・
ｄ
・
ｇ
）

（
ｂ
・
ｅ
・
ｆ
）

4
（
ａ
・
ｃ
・
ｆ
・
ｇ
）

（
ｂ
・
ｄ
・
ｅ
）

5
（
ａ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｆ
）

（
ｂ
・
ｃ
・
ｇ
）
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問
十

ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
』
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

神
聖
な
存
在
と
し
て
の
自
然
や
風
景
の
価
値
は
、
中
世
藝
術
に
お
い
て
は
そ
れ
を
知
覚
す
る
人
間
の
側
の
精
神
的
、
感
情
的
あ
り
方
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

2

近
代
人
の
場
合
は
、
自
然
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
知
覚
さ
れ
ず
、「
感
情
の
興
奮
状
態
」
が
生
み
出
す
朦
朧
と
し
て
不
安
定
な
世
界
で
あ

り
、
知
性
や
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
喪
失
感
を
払
拭
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

3

感
傷
性
の
誤
謬
と
は
、
宗
教
的
信
仰
心
の
代
用
物
を
主
観
的
な
観
照
に
よ
っ
て
補
お
う
と
す
る
精
神
の
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
信
仰
の
欠

如
に
も
と
づ
く
不
安
の
現
れ
で
あ
る

4

自
然
と
は
単
な
る
美
的
享
受
（
感
情
的
感
激
）
の
対
象
で
あ
り
、
自
然
と
そ
れ
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
全
体
を
透
視
し
「
幻
視
」
す
る
、

「
思
想
」
と
い
う
「
第
二
の
視
覚
」
の
対
象
で
も
あ
る

5

科
学
的
な
真
理
の
探
究
に
と
ど
ま
ら
ず
、
風
景
や
自
然
に
対
す
る
あ
る
べ
き
健
全
な
愛
情
や
そ
の
自
覚
の
問
題
と
い
う
精
神
の
あ
り
方
に

ま
で
言
及
し
て
い
る

6

目
か
ら
鱗
の
経
験
を
味
わ
う
に
は
自
然
や
風
景
、
人
々
の
習
俗
の
多
様
性
、
違
い
を
示
す
も
の
を
で
き
る
だ
け
多
く
保
存
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

人
工
知
能
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
、
Ａ
Ｉ
の
専
門
家
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま
な
回
答
が
返
っ
て
く
る
。「
心
を
も
つ
機
械
」、「
脳
活
動

の
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
」、「
人
間
の
よ
う
な
知
能
を
も
つ
機
械
」、「
人
間
の
よ
う
に
振
る
舞
う
機
械
」、「
知
的
な
振
る
舞
い
を
す
る
機
械
」、「
人
間
を
超

え
る
知
能
を
も
つ
機
械
」
な
ど
は
そ
の
典
型
だ
。
こ
れ
ら
六
つ
の
回
答
の
あ
い
だ
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
最
初
の
四
つ
は
あ
く

ま
で
「
人
間
の
知
の
模
倣
」
で
あ
り
、
最
後
の
二
つ
は
「
普
遍
的
真
理
を
求
め
る
知
の
実
現
」
で
あ
る
と
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
、

Ａ
Ｉ
の
二
種
の
目
的
、
す
な
わ
ち
「
生
命
知
」
と
「
絶
対
知
」
の
追
求
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。《

ⅰ

》

ま
ず
前
者
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
こ
う
。Ａ
こ
の
と
き
議
論
す
べ
き
重
点
は
、
人
間
の
脳
と
心
の
異
質
性
／
同
質
性
、
つ
ま
り
心
脳
問
題

（m
in

d−brain
problem

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
脳
問
題
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
議
論
さ
れ
て
き
た
古
典
的
な
い
わ
ゆ
る
心
身
問
題
の
一
環
で
あ

り
、
詳
し
く
議
論
し
始
め
る
と
際
限
が
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
現
時
点
の
議
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

Ａ
Ｉ
が
現
代
科
学
技
術
の
一
翼
を
し
め
る
以
上
、
心
を
霊
と
い
っ
た
神
秘
的
存
在
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
脳
科
学
者
だ
け
で
な

く
多
く
の
Ａ
Ｉ
研
究
者
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
の
は
、
物
質
的
存
在
で
あ
る
脳
だ
け
が
実
体
で
あ
り
、
脳
内
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
電
気
的
活
動
が
心
を

生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
、
素
朴
実
在
論
的
な
考
え
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
脳
科
学
者
の
な
か
に
は
、
心
な
ど
と
い
う
の
は
古
臭
い
幻
想
で
あ
り
、

や
が
て
脳
神
経
の
分
析
が
進
め
ば
心
の
全
て
が
解
明
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
「
唯
脳
主
義
者
」
も
い
る
は
ず
だ
。《

ⅱ

》

と
は
い
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、Ｂ
こ
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
現
在
、「
心
の
哲
学
（ph

ilosoph
y

of
m

in
d

）」
と
い
う
分
野
が

あ
り
、「
心
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
哲
学
者
、
心
理
学
者
、
神
経
科
学
者
な
ど
を
巻
き
込
ん
だ
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

心
の
哲
学
の
な
か
に
も
諸
説
あ
り
、
心
と
脳
の
あ
い
だ
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
脳
が
実
体
で
心
な
ど
幻
想

だ
と
い
う
主
張
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、
心
の
哲
学
は
、
人
間
の
認
知
や
思
考
の
活
動
を
探
求
す
る
「
認
知
科

学
（cogn

itive
scien

ce

）」
と
関
連
が
深
い
が
、
こ
こ
で
い
う
認
知
科
学
は
、
主
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
人
間
の
心
を
分
析
す
る

と
い
う
方
法
論
に
も
と
づ
く
分
野
の
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
Ｉ
と
認
知
科
学
の
関
係
は
、
い
わ
ば

Ⅰ

と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｉ
は
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工
学
的
応
用
で
認
知
科
学
は
科
学
的
探
究
が
目
指
さ
れ
る
も
の
の
、
前
者
の
技
術
を
活
用
し
て
後
者
の
研
究
が
進
め
ら
れ
、
ま
た
同
時
に
後
者
の
知

見
に
も
と
づ
い
て
前
者
の
高
度
化
が
推
進
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
な
り
た
っ
て
い
る
。《

ⅲ

》

心
と
脳
の
本
質
的
な
関
係
を
洞
察
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で注
1オ

ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
理
論
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
る
生
命
哲
学
者Ｃ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・

ヴ
ァ
レ
ラ
の
議
論
に
一
言
ふ
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

ヴ
ァ
レ
ラ
は
、
認
知
科
学
に
お
い
て
ひ
ろ
く
仮
定
さ
れ
て
い
る
、
表
象
（represen

tation

）
に
も
と
づ
く
「
認
知
主
義
（cogn

itivism

）」
を

批
判
す
る
。
認
知
主
義
を
平
た
く
言
う
と
、
心
と
は
一
種
の
器
で
あ
り
、
そ
こ
に
外
部
世
界
の
事
物
が
表
象
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
表
象
の
操
作
が
心
の
活
動
に
対
応
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
人
間
の
認
知
活
動
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
通
じ
て
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
外
側
か
ら
心
の
活
動
を
科
学
的
に
眺
め
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、「
心

の
活
動
」
が
「
脳
の
活
動
」
に
近
づ
い
て
く
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
記
号
計
算
モ
デ
ル
だ
ろ
う
と
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
・
モ
デ
ル
だ
ろ
う

と
、
認
知
主
義
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
後
者
で
は
、
表
象
の
記
号
化
が
分
散
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、
は
た
し
て
心
と
は
、

器
の
よ
う
に
外�

部�

観�

察�

で�

き�

る�
（
あ
）所�

与�

の�

実�

体�

な
の
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ァ
レ
ラ
は
そ
う
で
は
な
く
、
心
と
は
む
し
ろ
人
間
主
体
が
身
体
の
内
側
か
ら
経
験
し
、
行
動
に
と
も
な
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
創
出
さ
れ
る
存

在
だ
と
考
え
る
。
ヴ
ァ
レ
ラ
に
よ
れ
ば
、
認
知
と
は
、
所
与
の
心
に
よ
る
所
与
の
世
界
の
表
象
で
は
な
い
。
つ
ま
り
認
知
と
は
「
世
界
の
な
か
の
存

在
体
が
演
じ
る
多
様
な
行
動
の
歴
史
に
も
と
づ
き
、
世
界
と
心
を
行
動
か
ら
産
出
・
活
性
化
（en

act

）
す
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
（
い
）端
的
に
い

え
ば
心
と
は
、
人
間
の
身
体
的
な
行
動
の
歴
史
か
ら
時
々
刻
々
エ
ナ
ク
ト
さ
れ
る
（
産
み
だ
さ
れ
る
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
心
の
中
に
あ
る

の
は
、
客
観
的
に
三
人
称
で
語
ら
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、注
2ク

オ
リ
ア
（
感
覚
質
）
を
は
じ
め
、
一
人
称
で
語
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。

《

ⅳ

》

し
た
が
っ
て
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
「
観
察
者
の
視
点
」
で
あ
る
。
脳
が
心
を
つ
く
る
実
体
で
あ
り
、
脳
活
動
に
と
も
な
っ
て
心
と
い
う
幻
想

が
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
観
察
者
が
心
を
物
質
科
学
の
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
外�

側�

か�

ら�

眺�

め�

て�

い�

る�

か
ら
そ
う
思
え
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
脳
科
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学
の
記
述
は
、
心
の
ご
く
一
面
を
捉
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
内
側
か
ら
心
を
、
経
験
を
つ
う
じ
て
内
観
す
る
こ
と
で
現
れ
る
知
見
は
少
な
く
な
い
の
だ
。

《

ⅴ

》

天
文
学
を
は
じ
め
、
い
わ
ゆ
る
物
質
科
学
な
ら
、
対
象
を
客
観
的
に
三
人
称
で
語
っ
て
も
あ
ま
り
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
人
間
の
思
考
や
社
会
と

関
わ
る
Ａ
Ｉ
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
わ
き
ま
え
ず
、
観
察
者
の
位
置
を
無
視
し
て
Ａ
Ｉ
の
問
題
を
議
論
し
よ
う
と
す
る

と
、
大
き
な
矛
盾
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

Ｄ
こ
こ
で
、「
知
能
」
と
「
心
」
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
両
者
の
違
い
は
、
常
識
的
に
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
知
能
（in

telligen
ce

）」

と
い
う
の
は
、
推
論
機
能
を
は
じ
め
と
す
る
問
題
解
決
の
た
め
の
論
理
的
能
力
で
あ
り
、「
心
（m

in
d

）」
は
喜
怒
哀
楽
な
ど
の
感
情
を
ふ
く
む
は

ず
だ
。
脳
科
学
的
に
は
、
前
者
は
左
脳
を
中
心
と
し
た
大
脳
新
皮
質
、
後
者
は
大
脳
辺
縁
系
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
た

と
え
ば
自
動
運
転
や
医
療
診
断
支
援
を
す
る
Ａ
Ｉ
に
、
怒
り
や
悲
し
み
な
ど
の
感
情
的
要
素
を
ふ
く
め
る
の
は
不
適
切
だ
ろ
う
。
だ
が
、
一
方
、
人

間
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
人
間
の
喜
怒
哀
楽
の
表
情
を
感
知
し
た
り
、
逆
に
Ａ
Ｉ
ロ
ボ
ッ
ト
が
表
情
を
シ
ミ
ュ
レ

ー
ト
し
た
り
す
る
機
能
が
望
ま
し
い
と
い
う
見
解
も
出
て
く
る
。
と
な
る
と
、「
知
能
を
も
つ
機
械
」
だ
け
で
は
Ａ
Ｉ
の
定
義
と
し
て
不
十
分
だ
、

と
い
う
批
判
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

（

ａ

）、
知
能
の
な
か
に
感
情
的
要
素
は
ま
っ
た
く
ふ
く
ま
れ
な
い
と
断
言
す
る
の
は
難
し
い
。
問
題
解
決
の
前
段
階
と
し
て
問
題
設
定
が
あ

る
が
、
基
本
的
に
こ
れ
は
人
間
の
価
値
判
断
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
に
感
情
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
の

Ⅱ

で
あ

る
。
自
動
運
転
や
医
療
診
断
支
援
に
は
、
事
故
な
く
高
速
で
ク
ル
マ
を
走
ら
せ
て
利
益
を
あ
げ
た
い
と
か
、
病
気
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
た
い
病
人
の
た

め
に
診
断
が
必
要
、
と
い
っ
た
生
命
的
な
動
機
が
ベ
ー
ス
に
あ
る
。
恐
怖
や
怒
り
は
典
型
だ
が
、
お
よ
そ
感
情
や
情
動
と
い
う
も
の
は
元
来
、
生
物

進
化
の
過
程
で
生
存
の
た
め
に
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
小
動
物
が
捕
食
者
の
恐
怖
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
崖
の
上
に
巣
を
作
っ
た
り

す
る
の
は
、
一
種
の
知
能
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
ら
を
基
盤
に
し
て
、
人
間
で
は
多
様
な
欲
望
が
発
生
し
、
こ
れ
を
満
た
す
た
め
に
社
会
的
な
問
題

の
設
定
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（

ｂ

）、
問
題
設
定
と
問
題
解
決
は
そ
れ
ほ
ど

Ⅲ

と
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
第
一
章
で
、
目
的
と
そ
の
た
め
の
手
段
／
技
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術
は
容
易
に
分
け
ら
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
こ
と
だ
。
大
き
な
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
細
か
い
サ
ブ
問
題
の
設
定
が
組
み
込
ま

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
ず
部
分
に
分
割
し
た
サ
ブ
問
題
群
が
設
計
さ
れ
、
つ
い
で
各
々
の
サ
ブ
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
さ
ら
な
る
分
割
が
お

こ
な
わ
れ
…
…
と
い
う
具
合
だ
。

（

ｃ

）、「
知
能
」
を
「
問
題
解
決
能
力
」
と
定
義
し
て
も
、
そ
れ
は
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
純
粋
な
論
理
的
手
続
き
ば
か
り
で
は
な
く
、

ど
う
し
て
も
人
間
の
感
情
や
心
を
反
映
し
た
価
値
観
が
介
在
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
人
間
の
よ
う
な
知
能
を
も
つ
機
械
」
と
い
う

Ａ
Ｉ
の
開
発
目
的
は
、
必
然
的
に
「
人
間
の
よ
う
な
心
を
も
つ
機
械
」
と
い
う
開
発
目
的
に
近
づ
い
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
そ
こ

に
は
人
間
の
心
に
特
有
の
矛
盾
や
不
完
全
な
曖
昧
さ
も
ふ
く
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
た
と
え
Ａ
Ｉ
が
実
現
す
る
知
能
を
「
問
題
解
決
能
力
」
と
定
義
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
人
間
の
心
と
不
可
分
で
あ
り
、
人
間
と
は

無
関
係
に
普
遍
的
絶
対
知
に
た
ど
り
つ
く
超
能
力
の
よ
う
な
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
む
ろ
ん
、
計
算
能
力
や
検
索
能
力
な
ど
局
所
的
能

し
の

力
で
は
す
で
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
人
間
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
る
が
、
Ａ
Ｉ
の
知
能
と
は
よ
り
大
局
的
な
能
力
を
ふ
く
む
総
合
的
な
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
こ
と
は
、「
観
察
者
の
位
置
」
と
関
係
が
深
い
。「
人
間
の
心
を
機
械
的
に
実
現
す
る
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
く
ま
で
Ａ
Ｉ
研
究
者
と
い

う
人
間
が
、
そ
の
心
を
通
じ
て
人
間
の
脳
活
動
そ
の
他
を
分
析
し
、
こ
れ
と
等
価
な
機
能
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
上
に
作
り
こ
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

い
か
に
実
証
的
・
客
観
的
な
分
析
を
し
て
い
る
と
主
張
し
て
も
、「
人
間
の
脳
が
脳
を
つ
く
る
」
の
で
あ
り
、
人
間
の
脳
が
完
全
な
も
の
で
な
い
と

す
れ
ば
、
人
知
を
超
え
る
総
合
知
、
普
遍
的
な
絶
対
知
を
自
ら
追
求
し
て
い
く
Ａ
Ｉ
を
創
り
出
す
こ
と
は
困
難
な
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
人�

知�

の�

模�

倣�

」
は�

必�

ず�

し�

も�

「
絶�

対�

知�

の�

実�

現�

」
に�

は�

つ�

な�

が�

ら�

な�

い�

の
だ
。

だ
が
、
前
述
の
「
人
間
を
超
え
る
知
能
を
も
つ
機
械
」
と
い
う
Ａ
Ｉ
の
定
義
は
、
明
ら
か
に
「
絶
対
知
の
実
現
」
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
う
い
う

ひ

議
論
を
す
る注
3ト
ラ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
欧
米
で
は
少
な
く
な
い
。
な
か
で
も
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
て
い
る
の
が
発
明
家
レ
イ
・
カ
ー
ツ

ワ
イ
ル
で
あ
り
、
そ
の
「
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
仮
説
」
は
第
三
次
Ａ
Ｉ
ブ
ー
ム
の
到
来
と
と
も
に
、
マ
ス
コ
ミ
の
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。
以

下
、
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
こ
う
。
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シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
（
技
術
的
特
異
点
）
と
は
、
人
間
を
超
え
る
優
れ
た
知
性
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
宿
る
た
め
、
そ
の
時
点
を
超
え
る
と
世
界
が

わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
理
解
不
能
に
な
る
と
い
う
、
Ｓ
Ｆ
作
家
ヴ
ァ
ー
ナ
ー
・
ヴ
ィ
ン
ジ
が
一
九
八
〇
―
九
〇
年
代
に
言
い
出
し
た
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
は
あ
る
意
味
で
恐
ろ
し
い
予
測
で
も
あ
る
が
、
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
は
そ
の
著
書
『
ポ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
誕
生
（T

h
e

S
in

gu
larity

Is

N
ear

）』
に
お
い
て
、
こ
れ
を
極
め
付
き
の
楽
観
主
義
で
（
ア
）ヌ
り
変
え
て
し
ま
っ
た
。
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
二
〇
四
五
年
に
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ

ィ
が
到
来
し
、
Ａ
Ｉ
が
人
類
の
知
能
を
超
越
す
る
が
、
そ
れ
は
人
類
に
幸
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
。
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
以
降
、
文
明
は
（
イ
）キ

ョ
ウ
イ

的
な
速
度
で
進
歩
し
て
い
く
、
と
い
う
の
がＥ
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
の
主
張
で
あ
る
。

い
か
に
し
て
二
〇
四
五
年
と
い
う
数
字
を
は
じ
き
出
し
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
こ
で
登
場
す
る
の
が
「
収
穫
加
速
の
法
則
（
Ｌ
Ｏ
Ａ
Ｒ
／L

aw

O
f

A
cceleratin

g
R

etu
rn

s
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
能
力
や
収
穫
が
指
数
関
数
的
に
増
加
し
て
い
く
と
い
う
経
験
則
で
あ
り
、
も
っ
と
も
有
名
な

の
は
一
年
半
ご
と
に
半
導
体
集
積
回
路
の
密
度
が
二
倍
に
な
る
と
い
う
「
ム
ー
ア
の
法
則
」
で
あ
る
。
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
生
物

進
化
や
技
術
文
明
進
歩
で
も
こ
う
い
っ
た
経
験
則
が
成
り
立
つ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
論
理
素
子
や
記
憶
装
置
と
人
間
の
脳
の
神

経
細
胞
に
つ
い
て
、
そ
の
処
理
速
度
や
量
的
ス
ケ
ー
ル
を
比
較
す
る
。
大
雑
把
に
い
う
と
、
前
者
が
指
数
関
数
的
に
増
大
を
つ
づ
け
る
と
き
、
後
者

を
上
回
る
時
点
が
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ｌ
Ｏ
Ａ
Ｒ
に
も
と
づ
く
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
の
到
来
予
測
を
、
あ
ま
り
に
も
粗
雑
な
立
論
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
カ
ー

り
ょ
う
が

ツ
ワ
イ
ル
は
、
強
い
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
知
力
を
凌
駕
し
て
い
く
具
体
的
な
技
術
と
し
て
、
遺
伝
学
、
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
の
三
つ
を

あ
げ
、
詳
細
な
記
述
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
技
術
の
多
く
は
、
一
部
に
確
立
し
実
用
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
ま
だ

実
験
試
作
段
階
の
技
術
や
、
ホ
ウ
（
ウ
）ガ
的
希
望
に
す
ぎ
な
い
技
術
も
混
在
し
て
お
り
、
学
問
的
に
緻
密
な
議
論
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
ら
の
詳
細
な
当

否
に
つ
い
て
立
ち
入
る
の
は
本
書
の
目
的
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
の
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
仮
説
が
、
素�

朴�

実�

在�

論�

を�

ふ�

ま�

え�

た�

徹�

底�

的�

な�

人�

間�

機�

械�

論�

に�

立�

脚�

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
人
間
の
知
力
が
、
脳
の
物
理
的
機
能
と
し
て
外
側
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い

る
わ
け
だ
。
そ
こ
に
は
人
間
と
機
械
を
区
別
す
る
視
点
は
存
在
し
な
い
。

（
西
垣
通
『
Ａ
Ｉ
原
論

神
の
支
配
と
人
間
の
自
由
』
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。）
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注

1

オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
理
論

生
命
を
構
成
す
る
の
は
、
構
成
要
素
間
の
相
互
作
用
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
。

2

ク
オ
リ
ア

主
観
的
に
体
験
さ
れ
る
様
々
な
感
覚
の
こ
と
。

3

ト
ラ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

人
間
の
能
力
の
限
界
は
科
学
の
力
で
打
開
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
。
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問
一

傍
線
部
（
ア
）
〜
（
ウ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
た
場
合
、
そ
れ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
次
の
各
群
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）
ヌ
り

1

彼
女
は
政
治
学
の
タ
イ
ト
だ

2

ト
シ
ュ
空
拳
で
た
た
か
う

3

ト
タ
ン
の
苦
し
み
を
味
わ
う

4

友
人
に
ト
シ
ン
を
抱
く

5

苦
し
い
心
情
を
ト
ロ
す
る

（
イ
）
キ
ョ
ウ
イ

1

キ
ョ
ウ
テ
ン
動
地
の
出
来
事

2

キ
ョ
ウ
ハ
ク
状
を
受
け
取
る

3

キ
ョ
ウ
ボ
ウ
な
野
生
動
物

4

悲
し
み
で
ゼ
ッ
キ
ョ
ウ
す
る

5

歯
列
を
キ
ョ
ウ
セ
イ
す
る

（
ウ
）
ホ
ウ
ガ

1

キ
ガ
や
貧
困
か
ら
の
脱
出

2

ユ
ウ
ガ
な
生
活
に
憧
れ
る

3

ム
ガ
の
境
地
に
達
す
る

4

植
物
の
ハ
ツ
ガ
を
観
察
す
る

5

シ
ガ
に
も
か
け
な
い
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問
二

傍
線
部
（
あ
）
の
語
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
熟
語
と
、（
い
）
の
語
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

（
あ
）
所
与

1

与
件

2

与
信

3

参
与

4

所
見

5

在
所

（
い
）
端
的
に

1

実
際
よ
り
大
げ
さ
に
表
現
す
る
よ
う
す

2

気
遣
い
や
配
慮
を
省
く
よ
う
す

3

平
易
な
言
葉
で
結
論
付
け
る
よ
う
す

4

特
定
の
面
を
強
調
す
る
よ
う
す

5

手
短
か
に
核
心
に
触
れ
る
よ
う
す
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問
三

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅲ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ

1

一
心
同
体

2

不
即
不
離

3

一
触
即
発

4

表
裏
一
体

5

一
進
一
退

Ⅱ

1

知

2

意

3

理

4

見

5

論

こ
ん
ぜ
ん

せ
つ
ぜ
ん

Ⅲ

1

渾
然

2

截
然

3

公
然

4

泰
然

5

敢
然

問
四

空
欄
（

ａ

）
〜
（

ｃ

）
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を

答
え
な
さ
い
。

1

ａ

た
し
か
に

ｂ

し
か
し

ｃ

つ
ま
り

2

ａ

た
と
え
ば

ｂ

し
か
も

ｃ

し
た
が
っ
て

3

ａ

な
ぜ
な
ら

ｂ

た
だ
し

ｃ

と
す
れ
ば

4

ａ

そ
も
そ
も

ｂ

さ
ら
に

ｃ

要
す
る
に

5

ａ

ま
た

ｂ

結
局

ｃ

ち
な
み
に
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問
五

本
文
中
の
《

ⅰ

》
〜
《

ⅴ

》
の
う
ち
、
次
の
一
文
を
入
れ
る
箇
所
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

と
な
る
と
、
脳
活
動
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
れ
ば
、
心
を
も
つ
機
械
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

1
《

ⅰ

》

2
《

ⅱ

》

3
《

ⅲ

》

4
《

ⅳ

》

5
《

ⅴ

》

問
六

傍
線
部
Ａ
こ
の
と
き
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

人
間
の
知
の
模
倣
と
生
命
知
の
対
応
に
注
目
し
て
考
察
す
る
と
き

2

人
間
の
知
と
普
遍
的
な
真
理
の
差
異
に
注
目
し
て
考
察
す
る
と
き

3

人
工
知
能
と
は
何
か
と
い
う
問
題
を
、
生
命
知
や
絶
対
知
と
対
応
さ
せ
ず
に
考
察
す
る
と
き

4

Ａ
Ｉ
の
専
門
家
か
ら
の
回
答
を
、
二
つ
に
分
け
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き

5

人
工
知
能
を
人
間
の
知
の
模
倣
と
と
ら
え
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
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問
七

傍
線
部
Ｂ
こ
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と
あ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

脳
の
機
能
の
分
析
を
進
め
よ
う
と
す
る
人
間
の
能
力
の
限
界
を
超
え
て
、
Ａ
Ｉ
が
進
化
し
て
し
ま
う
か
ら

2

心
と
脳
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
だ
と
信
じ
よ
う
と
す
る
人
々
が
一
部
に
存
在
し
、
事
態
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
か
ら

3

心
と
脳
に
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
、
人
知
の
模
倣
は
お
の
ず
と
絶
対
知
の
実
現
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
か
ら

4

心
と
脳
の
か
か
わ
り
を
考
慮
し
て
は
じ
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
人
間
の
心
に
つ
い
て
の
側
面
が
存
在
す
る
か
ら

5

心
の
問
題
と
関
連
を
持
つ
認
知
科
学
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
人
間
の
心
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
か
ら
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問
八

傍
線
部
Ｃ
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ヴ
ァ
レ
ラ
の
議
論
と
あ
る
が
、
筆
者
は
ヴ
ァ
レ
ラ
の
議
論
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

ヴ
ァ
レ
ラ
は
認
知
主
義
の
批
判
を
通
し
て
人
間
の
心
の
あ
り
方
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
、
客
観
的
な
観
察
者
の
視
点
に
立
っ
て
心
脳
問

題
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

2

ヴ
ァ
レ
ラ
は
人
間
の
心
を
外
か
ら
眺
め
る
認
知
主
義
の
方
法
を
否
定
し
、
心
の
所
与
性
が
一
人
称
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
点
で
、

高
く
評
価
で
き
る

3

ヴ
ァ
レ
ラ
は
脳
科
学
が
心
の
ご
く
一
面
を
と
ら
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
心
と
脳
の
関
係
に
つ
い
て
避
け
て

通
れ
な
い
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る

4

ヴ
ァ
レ
ラ
は
認
知
科
学
を
鋭
く
批
判
し
、
心
と
脳
の
本
質
に
迫
っ
て
い
て
高
く
評
価
で
き
る
が
、
観
察
者
の
立
場
を
無
視
し
て
議
論
を
進

め
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る

5

ヴ
ァ
レ
ラ
は
心
を
器
と
見
る
脳
科
学
を
批
判
し
、
心
の
活
動
に
関
し
て
科
学
と
は
別
の
視
点
か
ら
豊
か
な
知
見
を
産
み
だ
し
た
が
、
そ
こ

に
は
大
き
な
矛
盾
も
含
ま
れ
て
い
る
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問
九

傍
線
部
Ｄ
こ
こ
で
、「
知
能
」
と
「
心
」
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
と
あ
る
が
、
な
ぜ
異
同
を
考
察
す
る
の
か
。
筆
者
の
意
図

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

知
能
と
は
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
で
は
な
く
、
心
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
工
知

能
に
対
す
る
認
識
の
誤
り
を
正
し
、
筆
者
な
り
の
こ
た
え
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

2

知
能
と
心
の
共
通
点
や
相
違
点
を
論
理
的
に
分
析
・
説
明
す
る
こ
と
で
、
人
工
知
能
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
を
乗
り
越
え
、
普
遍
的
な
知

を
獲
得
す
る
た
め
に
ど
う
す
る
べ
き
か
と
い
う
提
案
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

3

知
能
と
心
の
関
係
に
つ
い
て
常
識
の
誤
り
を
正
す
と
と
も
に
、
違
い
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
は
人
間
を
超
え
る
こ
と

は
で
き
て
も
絶
対
的
な
次
元
ま
で
は
到
達
で
き
な
い
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る

4

知
能
は
、
常
識
と
は
違
っ
て
人
間
の
心
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
説
明
し
、
そ
の
上
に
立
っ
て
「
人
間
を
超
え
る
知

能
を
持
つ
機
械
」
を
作
る
と
い
う
人
類
の
夢
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る

5

知
能
と
心
の
違
い
を
め
ぐ
る
常
識
の
間
違
い
を
指
摘
し
、
人
間
の
心
を
理
解
す
る
Ａ
Ｉ
を
創
る
た
め
に
、
感
情
と
問
題
解
決
能
力
を
ど
の

よ
う
に
両
立
さ
せ
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
可
能
性
と
限
界
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
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問
十

傍
線
部
Ｅ
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
の
主
張
と
あ
る
が
、
筆
者
は
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

恐
ろ
し
い
事
態
を
極
め
て
楽
観
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
は
許
さ
れ
な
い
し
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
能
力
を
超
え
る
と
い
う
予
測
も
人
間
尊
重
の

精
神
に
反
し
て
い
て
認
め
ら
れ
な
い

2

ま
だ
発
展
段
階
に
あ
る
技
術
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
学
問
的
に
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
非
常
に
素
朴
で
徹
底
的
に
議
論
し
よ
う
と
し
て
い

る
姿
勢
に
は
好
感
が
持
て
る

3

人
類
の
未
来
に
か
か
わ
る
恐
ろ
し
い
予
測
を
、
彼
な
り
の
楽
観
主
義
で
明
る
い
も
の
に
変
え
て
い
る
の
は
評
価
で
き
る
が
、
人
間
を
機
械

と
同
一
視
し
て
い
る
の
は
大
き
な
問
題
で
あ
る

4

楽
観
的
で
、
緻
密
と
は
言
え
な
い
面
の
あ
る
議
論
で
あ
り
、
と
く
に
、
観
察
者
の
位
置
を
無
視
し
て
Ａ
Ｉ
の
問
題
を
議
論
し
て
い
る
と
い

え
る
点
に
大
き
な
問
題
が
あ
る

5

あ
ま
り
に
も
粗
雑
な
議
論
で
、
到
底
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
間
の
能
力
を
冷
静
に
と
ら
え
、
す
べ
て
の
物
事
を
平
等
に
と
ら

え
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
長
所
で
あ
る
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問
十
一

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1
「
人
間
の
よ
う
な
知
能
を
持
つ
機
械
」
を
作
ろ
う
と
す
る
と
、
人
間
の
心
に
特
有
の
曖
昧
さ
は
排
除
で
き
て
も
、
ど
こ
か
で
人
間
の
感
情

を
反
映
し
た
価
値
観
が
介
在
し
て
し
ま
う

2

認
知
と
は
、
行
動
に
よ
っ
て
外
部
世
界
を
心
の
中
に
映
し
込
み
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
内
部
世
界
に
新
た
に
創
出
し
て
い
く
、
す
ぐ

れ
て
主
体
的
な
行
為
で
あ
る

3

知
能
と
は
問
題
解
決
の
た
め
の
能
力
で
あ
り
、
感
情
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
問
題
解
決
の
た
め
に
行
う
問
題
設
定
に
は

感
情
が
分
か
ち
が
た
く
関
わ
っ
て
い
る

4

人
間
機
械
論
は
素
朴
実
在
論
を
ふ
ま
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
人
間
の
認
知
活
動
を
表
象
操
作
に
よ
っ
て
と
ら
え
る
認
知
主
義
と
同
じ
視

点
で
人
間
を
捉
え
て
い
る
と
い
え
る

5

Ａ
Ｉ
が
人
間
の
知
を
超
え
ら
れ
な
い
の
は
、
人
間
の
脳
が
作
り
出
し
て
い
る
か
ら
で
、
Ａ
Ｉ
自
身
が
Ａ
Ｉ
を
創
り
出
す
よ
う
に
な
れ
ば
、

人
間
の
知
を
超
越
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

6

現
代
の
科
学
技
術
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
心
を
霊
的
・
神
秘
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
心
の
存
在
自
体
を
否
定
す

る
考
え
方
は
存
在
し
な
い
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二 一

問
一

問
一 問

六
問
二

問
四

問
三

問
十

問
四

問
三問

八
問
六

（ア）

（イ）

（ウ）（ウ）

（イ）

（ア）

問
八

問
九

問
七

問
五

問
五

問
七

問
九

4
3

5

1
2

（い）

（あ）

1

4
3
2

5

2
1

5

3
4

1

4
3
2

5

1

4
3
2

5

2
1

5

3
4

1
2

5
4
3

問
十

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

3
4
5

1
2

Ⅱ

3
4
5

1
2

問
十
一

3
4
5
6

1
2

5
4
3
2
1

問
二

4
3

5

1
2

4
3

5

1
2

Ⅲ

4
3

5

1
2

ⅠⅠ

Ⅱ

Ⅲ

5
4
3
2
1

6

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

2
1

5
4
3

2
1

5
4
3

3
4
5

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5
6
7
8

1
2

3
4
5
6
7
8

1
2

3
4
5
6
7
8

1
2

3
4
5

1
2

3
4
5

1
2

50点50点

国
語
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