
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
七
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
塗
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
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

言
語
の
主
要
な
機
能
は
、
世
界
の
記
述
に
あ
る
と
ふ
つ
う
は
思
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、「
こ
れ
は
ワ
ン
ち
ゃ
ん
だ
よ
」、「
彼
はT

om

で
す
」
な

ど
、
私
た
ち
が
言
語
を
習
得
す
る
場
面
で
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
言
語
表
現
は
、
そ
の
多
く
が
「
記
述
文
」
で
あ
る
。

「
記
述
文
」
で
は
世
界
が
基
準
で
あ
り
、
言
語
は
基
準
と
す
べ
き
世
界
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
記
述
す
る
役
割
を
果
た
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
世
界

と
言
語
と
の
一
致
を
、
言
語
を
世
界
の
方
に
合
わ
せ
る
方
向
で
、
つ
ま
り
言
語
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。注
1サ

ー
ル
が
提
起
し
た
鍵
概
念

で
あ
る
「
適
合
方
向
」（direction

of
fit

）
を
使
っ
て
表
現
す
れ
ば
、《
言
語→

世
界
》
と
な
る
。
世
界
と
言
語
の
間
に
不
一
致
が
あ
れ
ば
、
言
語

の
方
を
変
更
し
て
基
準
と
す
べ
き
世
界
の
方
向
へ
向
け
て
適
合
さ
せ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
当
初
、「
そ
れ
は
鉛
筆
だ
」
と

思
っ
て
い
た
が
、
実
は
鉛
筆
型
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、「
そ
れ
は
（
鉛
筆
で
は
な
く
）
鉛
筆
型
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
だ
」
と
言

語
の
方
が
変
更
さ
れ
て
、
世
界
と
言
語
の
一
致
が
確
保
さ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
台
風
の
進
路
情
報
に
せ
よ
、
想
定
さ
れ
る
津
波
に
関
す
る
情
報
に
せ
よ
、
防
災
に
関
す
る
「
予
測
」
情
報
の
多
く
が
、Ａ
少

な
く
と
も
原 �

理 �

的 �

も
し
く
は
形 �

式 �

的 �

に
は
、「
記
述
文
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、「
台
風
一
〇
号
は
、
今
夜
半
に
は
東
海
か
ら
関
東
沿

岸
に
上
陸
な
い
し
接
近
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
」、「
東
北
か
ら
関
東
の
太
平
洋
沿
岸
に
は
、
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
が
押
し
寄
せ
る
危
険
が
あ

り
ま
す
。
各
地
の
津
波
到
達
予
想
時
刻
は
…
…
」
は
、
未
来
の
世
界
の
状
態
を
「
予
測
」
し
記
述
し
た
「
記
述
文
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
予
測
情
報
は
「
記
述
文
」
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
世
界
と
言
語
の
不
一
致
が
あ
れ
ば
、
言
語
の
方
を
修
正
す
る
こ
と
（《
言
語→

世
界
》）

で
対
応
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
予
想
の
津
波
の
高
さ
が
修
正
さ
れ
ま
し
た
、
×
×
県
の
沿
岸
で
は
五
メ
ー
ト
ル
以
上
が
予
想
さ
れ
ま
す
」
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
記
述
文
」
の
精
緻
化
や
そ
の
更
新
の
（
ア
）ジ
ン
ソ
ク
化
に
ほ
か
な
ら
ず
、
防
災
業
界
で
近
年
特
に
強
力
に
推
進
さ
れ
て

き
た
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、Ｂ「
遂
行
文
」
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
言
語
の
機
能
の
一
つ
が
世
界
の
記
述
で
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
ま
た
、「
予
測
」
の
ベ
ー

ス
が
記
述
文
に
あ
る
と
し
て
も
、
言
語
は
別
の
重
要
な
働
き
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
記
述
文
」
と
は
ま
っ
た
く
別
の
タ
イ
プ
の
言
語
表
現
、
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す
な
わ
ち
、「
遂
行
文
」
に
表
れ
て
い
る
。

「
遂
行
文
」
の
典
型
例
は
、「
窓
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
命
令
・
依
頼
で
あ
る
。
こ
こ
で
非
常
に
大
切
な
こ
と
は
、「
遂
行
文
」
で
は
、

「
記
述
文
」
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
、
言
語
が
基
準
で
あ
り
、
基
準
と
す
べ
き
言
語
に
合
わ
せ
て
世
界
の
方
が
変
化
す
る
点
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ

ば
、
世
界
と
言
語
と
の
一
致
を
、
世
界
を
言
語
の
方
に
合
わ
せ
る
方
向
で
、
つ
ま
り
世
界
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
再
び
、「
適
合
方

向
」（direction

of
fit

）
を
使
っ
て
こ
の
こ
と
を
表
現
す
れ
ば
、《
世
界→

言
語
》
と
な
る
。
世
界
と
言
語
の
間
に
不
一
致
が
あ
れ
ば
、
世
界
の
方

を
変
更
し
て
与
え
ら
れ
た
言
語
の
方
向
へ
向
け
て
適
合
さ
せ
て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
窓
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
言

語
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
開
放
さ
れ
て
い
た
窓
が
閉
ざ
さ
れ
て
、
つ
ま
り
、
世
界
の
方
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
と
言
語
の
一
致

が
確
保
さ
れ
る
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
防
災
に
関
す
る
情
報
の
中
で
も
、
避
難
指
示
・
勧
告
な
ど
は
、
少
な
く
と
も
原�

理�

的�

も
し
く
は
形�

式�

的�

に
は
、「
遂
行

文
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
情
報
（
言
語
）
は
、
世
界
の
状
態
を
、
避
難
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
か
ら
避
難
が
な
さ
れ

て
い
る
状
態
へ
と
変
更
せ
よ
と
い
う
命
令
・
依
頼
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
と
言
語
の
不
一
致
を
、
世
界
の
方
を
変
更
す
る
（
実
際
に
避
難

す
る
）
こ
と
を
通
し
て
解
消
す
る
こ
と
を
促
す
言
語
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

防
災
分
野
で
活
用
さ
れ
る
二
つ
の
典
型
的
な
情
報
、
つ
ま
り
、
各
種
の
ハ
ザ
ー
ド
予
測
情
報
、
お
よ
び
、
避
難
指
示
・
勧
告
の
形
式
が
そ
れ
ぞ
れ
、

「
記
述
文
」
と
「
遂
行
文
」
に
相
当
す
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
こ
の
双
方
に
つ
い
て
深
刻
な
問
題
点
が
多
々
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
（
あ
）有
り
体
に
言
え
ば
、
そ
れ
ら
が
被
害
軽
減
に
十
分
貢
献
し
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
で
あ
る
。

さ

ま
ず
、Ｃ「
記
述
文
」の
課
題
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。「
地
震
後
に
理
論
が
冴
え
る
地
震
学
」
と
い
う
川
柳
が
あ
る
。
こ
れ
は
地
震
学
の
権
威
に
よ

か
い
ま

る
作
品
で
、
自
ら
の
研
究
領
域
に
対
す
る

Ⅰ

な
誇
り
の
よ
う
な
も
の
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
防
災
領
域
に

お
け
る
「
予
測
」
で
は
、
世
界
の
状
態
変
化
に
先
行
し
て
、
そ
の
変
化
を
「
予
測
」
し
た
「
記
述
文
」
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
が
お
き
た
後

に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
「
未
知
の
分
岐
断
層
が
あ
っ
た
」、「
線
状
降
水
帯
の
影
響
だ
」
と
い
っ
た
「
記
述
文
」
が
多
数
登
場
す
る
事
実
（
事
後
説
明
、

後
追
い
記
述
）
に
対
す
る
一
般
市
民
の
素
朴
な
不
信
感
が
、
こ
の
川
柳
に
は
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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「
記
述
文
」
は
、
世
界
と
言
語
と
の
不
一
致
を
言
語
の
方
を
変
え
る
こ
と
で
解
消
す
る
の
だ
か
ら
、
も
と
も
と
、
後
追
い
的
な
性
質
を
も
っ
て
い

る
。
世
界
の
状
態
を
十
分
に
記
述
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
そ
の
事
後
に
、
言
語
（
説
明
）
の
方
を
修
正

し
て
別
の
言
葉
に
写
し
取
っ
て
い
く
段
取
り
に
な
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
先
の
川
柳
に
こ
め
ら
れ
た
タ
イ
プ
の
批
判
は
、「
記

述
文
」
の
宿
命
と
も
言
え
、「
シ
ョ
（
イ
）セ

ン
そ
う
い
う
も
の
だ
」
と
開
き
直
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
川
柳
に
表
現
さ
れ
た
一
般
の
人
び
と
の
違
和
感
に
真
摯
に
目
を
向
け
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
繰
り
か
え
さ
れ
る
被
害
を
前
に
、

「
記
述
文
」
の
充
実
（
精
緻
化
と
ジ
ン
ソ
ク
化
）
で
対
応
し
よ
う
と
し
て
き
た
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
何
か
根
本
的
な
履
き
違
い
を
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
被
害
軽
減
と
い
う
目
標
に
照
ら
せ
ば
、
本
来
、「
予
測
」
研
究
が
最
終
目
標
と
す
べ
き
は
、
被

害
軽
減
に
直
結
す
る
「
遂
行
文
」
の
実
効
性
向
上
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
資
す
る
「
予
測
」
の
提
供
で
あ
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、「
遂
行
文
」

と
の
接
点
を
棚
上
げ
し
た
ま
ま
、「
い
ず
れ
は
そ
れ
に
結
び
つ
く
は
ず
だ
か
ら
」
と
い
う
確
た
る
根
拠
な
き
見
通
し
に
基
づ
い
て
、「
記
述
文
」
の
改

善
に
終
始
し
て
き
た
こ
と
は
果
た
し
て
真
っ
当
な
戦
略
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
、「
遂
行
文
」
の
課
題
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
避
難
指
示
・
勧
告
（
と
い
う
「
遂
行
文
」）
が
発
令
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
避
難
す
る
人
び
と
が
少
な
い
と
い
う
、
単
純
だ
が
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
、
端
的
に
言
っ
て
、「
遂
行
文
」

（
命
令
・
依
頼
）
が
ま
と
も
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
問
題
に
（
ウ
）ハ
ク
シ
ャ
を
か
け
て
い
る
の
が
、
避
難
指
示
・
勧
告
の
評
価
の
あ
り
方
に
見
ら
れ
る
歪
み
で
あ
る
。
避
難
指
示
・
勧
告
は

「
遂
行
文
」
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
評
価
は
、
そ
の
「
遂
行
文
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
そ
う
と
し
た
世
界
の
状
態
（
人
び
と
の
避
難
）
が
実
現
し
た
か
ど

う
か
（
だ
け
）
を
通
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
う
な
っ
て
お
ら
ず
、
避
難
勧
告
・
指
示
（「
遂
行
文
」）
を
発
令
し
た

か
ど
う
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
評
価
が
行
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
も
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、
こ
の
事
実
へ
の
反
動
か
ら
、「
発
令
せ
ず
に
批

判
さ
れ
る
よ
り
は
、
と
り
あ
え
ず
発
令
し
て
お
こ
う
」
と
い
っ
た
態
度
が
発
令
主
体
で
あ
る
自
治
体
に
醸
成
さ
れ
、
避
難
指
示
・
勧
告
が
現
実
的
な

実
効
性
に
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
多
く
の
人
び
と
を
対
象
に
連
発
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
て
い
る
。

問
題
解
決
へ
向
け
た
一
つ
の
糸
口
は
、「
記
述
文
」
と
「
遂
行
文
」
が
、
形
式
的
に
は
い
ざ
知
ら
ず
、
実
際
的
に
は
明
確
に
二
分
す
る
こ
と
は
で
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き
ず
横
断
・
融
合
す
る
点
に
あ
る
。
例
え
ば
、「
こ
の
部
屋
、
寒
い
で
す
ね
」
と
い
う
発
話
は
、
形
式
的
に
は
「
記
述
文
」
で
あ
る
し
、
実
際
に

「
記
述
文
」
で
あ
る
場
合
も
多
々
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
発
話
が
あ
る
種
の
〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
に
置
か
れ
、
あ
る
〈
関
係
性
〉
を
も
っ
た

当
事
者
の
間
で
発
せ
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
発
話
が
そ
れ
自
体
単
独
で
「
窓
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
「
遂
行
文
」
の
機
能
を
発
す
る
場
合
が
あ
る

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
例
え
ば
、
先
に
取
り
上
げ
た
「
台
風
一
〇
号
は
、
今
夜
半
に
は
東
海
か
ら
関
東
沿
岸
に
上
陸
な
い
し
接
近
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
」
も
、
こ
の
発
話
形
式
だ
け
を
根
拠
に
、
（
い
）拙
速
に
記
述
文
だ
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
該
当
箇
所
で
、
原�

理�

的�

も
し
く
は

形�

式�

的�

に
は
、
と
注
記
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
記
述
文
」
の
形
式
を
と
っ
た
「
予
測
」
が
、
実
際
に
は
、
例
え
ば
、
警
戒
体
制
を

敷
く
と
か
、
早
め
に
避
難
す
る
と
か
い
っ
た
行
為
を
聞
き
手
に
促
す
た
め
の
「
遂
行
文
」
と
し
て
機
能
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
う
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
種
の
予
測
情
報
が
、
形
式
的
に
は
記
述
文
で
あ
る
が

Ⅱ

に
は
遂
行
文
に
も
な
り
う
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、（
形
式
的
な
）

記
述
文
と
し
て
の
予
測
情
報
の
遂
行
的
性
格
を
よ
り
高
め
る
た
め
に
実
践
的
に
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
方
法
を
見
い
だ
す

た
め
の
研
究
を
今
後
は
重
視
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。《

ａ

》

具
体
的
な
事
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
矢
守
は
、「
二
〇
〇
〇
年
の
東
海
豪
雨
に
匹
敵
す
る
大
雨
が
予
想
さ
れ
ま
す
」
と
い
っ
た
固
有
名
詞
付
き
の

「
予
測
」
情
報
の
特
殊
な
効
果
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
個
別
の
ケ
ー
ス
に
関
わ
る
賛
否
両
論
が
あ
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
う
し
た
固

有
名
詞
を
伴
う
災
害
情
報
は
、
あ
る
対
象
（
例
え
ば
、
現
在
の
雨
の
様
子
）
を
特
定
の
名
称
で
指
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
形
式
的
に
は
ま

さ
に
「
記
述
文
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
時
間
雨
量
何
ミ
リ
に
達
す
る
見
込
み
」、「
×
×
川
、
数
時
間
後
に
は
氾
濫
危
険
水
位
に
到
達
す
る

危
険
」
と
い
っ
た
、
対
象
を
よ
り
詳
細
に
記
述
す
る
タ
イ
プ
の
「
記
述
文
」
は
も
と
よ
り
、「
た
だ
ち
に
避
難
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
「
遂
行

文
」
よ
り
も
、
は
る
か
に
大
き
な
遂
行
的
能
力
（
避
難
を
促
す
力
）
を
発
揮
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
事
例
は
、
形
式
的
な
「
記
述
文
」

（
予
測
情
報
）
に
も
防
災
情
報
と
し
て
大
き
な注
2ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
旧
来
の
思
考
法

よ
り
速
く
、
よ
り
細

か
く
情
報
（
記
述
文
）
を
伝
え
る
こ
と

だ
け
に
と
ら
わ
れ
た
対
策
で
は
、
問
題
解
決
は
期
待
薄
で
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。《

ｂ

》

Ｄ「
遂
行
文
」
に
も
改
善
の
余
地
は
あ
る
。「
〜
と
命
令
す
る
」、「
〜
と
指
示
す
る
」
な
ど
、
一
般
に
遂
行
動
詞
と
称
さ
れ
る
語
句
を
伴
っ
た
文
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（
発
話
）、
つ
ま
り
、
形
式
的
な
「
遂
行
文
」
が
、
常
に
首
尾
よ
く
目
的
を
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
は
保
証
の
限
り
で
は
な
い
。
事
実
、
先
に
「
災
害

か
ん
ば

の
「
予
測
」
情
報
が
抱
え
る
問
題
点
」
と
し
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
避
難
指
示
・
勧
告
の
効
き
目
は
芳
し
く
な
い
。
こ
の
と
き
、
直
ち
に
思
い
浮
か

ぶ
解
決
法
の
一
つ
が
遂
行
へ
の
圧
力
強
化
で
あ
る
。
近
年
社
会
的
な
注
目
を
集
め
た
事
例
で
言
え
ば
、「
逃
げ
て
く
だ
さ
い
」
で
は
な
く
「
避
難
せ

よ
！
」
な
ど
と
、
用
語
や
口
調
の
変
更
に
よ
っ
て
「
遂
行
文
」
の
遂
行
的
性
格
を
よ
り
強
く
押
し
出
す
と
い
う
手
法
（
命
令
口
調
の
使
用
）
で
あ
る
。

《

ｃ

》

こ
の
種
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
茨
城
県
大
洗
町
の
事
例
な
ど
、
一
定
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
の
報
告
も
あ
る
。
ま
た

そ
の
教
訓
は
、
そ
の
後
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
緊
急
報
道
に
お
け
る
呼
び
か
け
の
改
善
に
も
一
部
生
か
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
こ
う
し
た
効
果
は
単
純
に
発
話
の
文
体
や
口
調
だ
け
に
依
存
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
重
要
と
な
る
の
が
、
上
で

〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
や
〈
関
係
性
〉
と
記
し
た
点
で
あ
る
。
実
際
、
あ
る
種
の
〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
に
置
か
れ
、
あ
る
〈
関
係
性
〉
を
も
っ
た
当
事

者
の
間
で
発
せ
ら
れ
れ
ば
、「
記
述
文
」
で
す
ら
、
い
と
も
簡
単
に
「
遂
行
文
」
と
し
て
の
効
力
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
る
の
だ
っ
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
遂
行
文
」
の
改
善
策
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
命
令
口
調
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
効
果
を
発
揮
す
る
だ
け
の

〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
や
〈
関
係
性
〉
づ
く
り
が
大
切
だ
と
わ
か
る
。
例
え
ば
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
は
、
通
常
の
放
送
で
は
、
滅
多
に
命
令
口

調
を
使
用
し
な
い
と
い
う
事
実
自
体
も
、
そ
れ
が
効
力
を
も
つ
た
め
の
重
要
な
〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
に
な
っ
て
い
る
。《

ｄ

》

ま
た
、
大
洗
町
の
事
例
で
は
、
命
令
口
調
だ
け
で
な
く
大
洗
町
内
の
具
体
的
な
地
名
（
固
有
名
詞
）
が
避
難
の
呼
び
か
け
に
使
わ
れ
る
な
ど
、
呼

び
か
け
る
者
も
自
分
た
ち
と
同
じ
町
内
に
い
る
と
聞
き
手
が
受
け
と
っ
て
い
た
と
い
う
〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
東
京
の
放
送
局
の
ス
タ
ジ
オ
な
ど
安
全
圏
か
ら
で
は
な
く
、
同
じ
津
波
の
脅
威
に
直
面
す
る
当
事
者
か
ら
命
令
口
調
で
呼
び
か
け

が
発
せ
ら
れ
て
い
る
と
聞
き
手
に
は
受
け
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
こ
う
い
っ
た
〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
や
〈
関
係
性
〉
が
あ
い
ま
っ
て
、

「
避
難
せ
よ
」
が
も
つ
遂
行
的
な
力
を
強
化
し
た
も
の
と
考
察
で
き
る
。《

ｅ

》

こ
の
よ
う
に
、
言
語
行
為
論
は
、
防
災
に
関
す
る
予
測
情
報
を
、
世
界
の
（
現
在
あ
る
い
は
未
来
の
）
状
態
を
記
述
す
る
「
記
述
文
」（
そ
の
精

度
に
関
わ
る
議
論
）
の
領
域
に
閉
塞
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
情
報
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
が
全
体
と
し
て
構
成
す
る

Ｘ

と
い
う
観
点
か
ら
見
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つ
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
や
〈
関
係
性
〉
へ
配
視
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、Ｅ「
記
述

文
」
と
「
遂
行
文
」
の
間
の
も
つ
れ
に
関
わ
る
問
題
に
メ
ス
を
入
れ
ず
し
て
、
あ
る
い
は
、「
記
述
文
」
の
精
度
や
伝
達
速
度
だ
け
を
高
め
て
も
、

さ
ら
に
は
、「
遂
行
文
」
の
強
度
を
一
見
無
条
件
に
強
化
す
る
か
に
見
え
る
文
体
や
口
調
を
採
用
し
て
み
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
真
に
有
益
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
実
現
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
矢
守
克
也
「
防
災
に
お
け
る
『
予
測
』
の
不
思
議
な
ふ
る
ま
い
」
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

注

1

サ
ー
ル

ジ
ョ
ン
・
サ
ー
ル
。
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
（
一
九
三
二
年
〜
）。

2

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

潜
在
力
。
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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
）
ジ
ン
ソ
ク

1

一
網
ダ
ジ
ン
に
す
る

し

し

2

獅
子
フ
ン
ジ
ン
の
活
躍

3

ジ
ン
ジ
ョ
ウ
な
ら
ざ
る
事
態

4

ゲ
キ
ジ
ン
災
害
に
指
定
す
る

5

チ
ー
ム
の
ジ
ン
ヨ
ウ
を
整
え
る

（
イ
）
シ
ョ
セ
ン

1

土
地
を
セ
ン
キ
ョ
す
る

2

セ
ン
ジ
ョ
ウ
的
な
行
動

3

セ
ン
ギ
立
て
す
る

4

セ
ン
ボ
ウ
の
的
と
な
る

ひ
さ
い

5

セ
ン
ガ
ク
菲
才
の
身

（
ウ
）
ハ
ク
シ
ャ

1

立
ち
上
が
っ
て
ハ
ク
シ
ュ
す
る

2

ホ
テ
ル
に
シ
ュ
ク
ハ
ク
す
る

3

ハ
ク
ジ
ツ
の
下
に
さ
ら
さ
れ
る

4

彼
は
ハ
ク
シ
キ
だ

5

実
力
が
ハ
ク
チ
ュ
ウ
す
る
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問
二

傍
線
部
（
あ
）
・
（
い
）
の
語
句
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
）
有
り
体
に
言
え
ば

1

た
と
え
て
言
う
と

2

平
た
く
言
う
と

3

簡
潔
に
言
う
と

4

大
仰
に
言
う
と

5

率
直
に
言
う
と

（
い
）
拙
速
に

1

即
座
に

2

強
引
に

3

性
急
に

4

確
実
に

5

気
軽
に
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問
三

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

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

自
虐
的

2

言
語
的

3

機
能
的

4

事
後
的

5

原
理
的

6

圧
倒
的

問
四

本
文
中
の
《

ａ

》
〜
《

ｅ

》
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
。

言
い
か
え
れ
ば
、
真
に
注
目
す
べ
き
は
、
命
令
口
調
の
使
用
で
は
な
く
、（
通
常
時
に
お
け
る
）
徹
底
し
た
不�

使
用
の
方
だ
と
も
言
え
る
。

1
《

ａ

》

2
《

ｂ

》

3
《

ｃ

》

4
《

ｄ

》

5
《

ｅ

》

問
五

傍
線
部
Ａ
少
な
く
と
も
原 �

理 �

的 �

も
し
く
は
形 �

式 �

的 �

に
は
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
強
調
す
る
の
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

形
式
的
に
は
「
記
述
文
」
と
は
言
え
な
く
て
も
、
そ
の
内
容
が
「
記
述
文
」
と
し
て
の
実
質
を
備
え
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
ら

2
「
記
述
文
」
と
「
遂
行
文
」
と
い
う
区
別
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
は
両
者
の
あ
い
だ
に
差
異
は
存
在
し
な
い
か
ら

3
「
記
述
文
」
と
い
う
言
い
方
は
一
般
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
遂
行
文
」
と
対
比
す
る
た
め
に
形
式
的
に
名
づ
け
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら

4

形
式
的
に
は
「
記
述
文
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
使
わ
れ
る
状
況
次
第
で
は
「
遂
行
文
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら

5
「
記
述
文
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
形
式
を
重
視
す
る
公
的
な
場
面
で
あ
っ
て
、
私
的
な
場
面
で
は
「
遂
行
文
」
が
用
い
ら
れ
る
か
ら
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問
六

傍
線
部
Ｂ
「
遂
行
文
」
と
あ
る
が
、
次
の
ⅰ
〜
ⅴ
の
例
文
の
中
で
形
式
的
に
は
「
遂
行
文
」
で
あ
る
も
の
は
い
く
つ
あ
る
か
。
最
も
適
当
な

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

ⅰ

急
に
空
が
曇
っ
て
き
た
か
ら
、
も
う
す
ぐ
に
わ
か
雨
が
降
り
そ
う
だ

ⅱ

今
日
は
結
婚
記
念
日
だ
か
ら
、
お
い
し
い
も
の
で
も
食
べ
に
行
こ
う
よ

ⅲ

な
ん
か
顔
色
が
悪
く
て
、
元
気
も
な
さ
そ
う
だ
ね

ⅳ

二
度
と
こ
の
よ
う
な
違
法
行
為
は
い
た
し
ま
せ
ん

ⅴ

明
日
は
休
日
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
ま
り
飲
み
す
ぎ
な
い
よ
う
に

1

一
つ

2

二
つ

3

三
つ

4

四
つ

5

五
つ
（
す
べ
て
遂
行
文
）
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問
七

傍
線
部
Ｃ
「
記
述
文
」
の
課
題
と
あ
る
が
、「
記
述
文
」
の
課
題
（
問
題
点
）
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

防
災
分
野
で
活
用
さ
れ
る
「
記
述
文
」
は
世
界
と
言
語
の
不
一
致
を
言
語
の
方
で
変
え
る
こ
と
で
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ

の
不
一
致
を
解
消
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

2

防
災
分
野
で
活
用
さ
れ
る
「
記
述
文
」
を
被
害
軽
減
に
役
立
て
る
と
い
う
本
来
の
目
的
を
見
失
っ
て
、「
記
述
文
」
自
体
の
精
度
を
高
め

る
こ
と
を
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

3

防
災
分
野
で
活
用
さ
れ
る
「
記
述
文
」
は
被
害
軽
減
に
直
結
す
る
実
効
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
れ
を
実
現
で
き
ず
に
後

追
い
的
な
性
質
を
も
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

4

防
災
分
野
で
活
用
さ
れ
る
「
記
述
文
」
は
一
般
市
民
の
素
朴
な
不
信
感
を
招
か
な
い
よ
う
に
そ
の
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

そ
の
努
力
を
つ
い
怠
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

5

防
災
分
野
で
活
用
さ
れ
る
「
記
述
文
」
が
被
害
軽
減
と
い
う
最
終
目
標
に
向
か
っ
て
突
き
進
も
う
と
す
る
あ
ま
り
、「
記
述
文
」
で
は
な

く
「
遂
行
文
」
に
変
質
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
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問
八

傍
線
部
Ｄ
「
遂
行
文
」
に
も
改
善
の
余
地
は
あ
る
と
あ
る
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
改
善
策
を
提
案
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

命
令
口
調
に
実
効
性
を
持
た
せ
る
た
め
の
社
会
的
脈
絡
を
事
前
に
作
っ
て
お
く
こ
と

2

避
難
指
示
・
勧
告
が
出
さ
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
地
名
を
具
体
的
に
し
て
お
く
こ
と

3

避
難
指
示
・
勧
告
に
効
き
目
の
全
く
な
い
も
の
と
し
て
命
令
口
調
を
禁
止
す
る
こ
と

4

命
令
文
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
呼
び
か
け
る
こ
と

5

避
難
を
呼
び
か
け
る
者
と
聞
き
手
と
の
間
に
良
好
な
人
間
関
係
を
作
っ
て
お
く
こ
と

問
九

空
欄

Ｘ

に
入
る
表
現
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

言
語
情
報
に
お
け
る
修
辞
の
機
能

2

災
害
時
に
お
け
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

3

一
般
市
民
の
防
災
意
識
の
高
ま
り

4

言
語
が
基
準
か
、
世
界
が
基
準
か

5

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
効
力
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問
十

傍
線
部
Ｅ
「
記
述
文
」
と
「
遂
行
文
」
の
間
の
も
つ
れ
と
あ
る
が
、
こ
の
具
体
例
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
「
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
津
波
」
と
い
う
予
測
を
、「
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
津
波
が
予
想
さ
れ
ま
す
」
に
更
新
す
る

2
「
逃
げ
て
く
だ
さ
い
」
で
は
な
く
「
避
難
せ
よ
！
」
と
呼
び
か
け
て
、
避
難
の
遂
行
へ
の
圧
力
を
強
化
す
る

3
「
記
述
文
」
に
対
す
る
一
般
市
民
の
批
判
を
、「
地
震
後
に
理
論
が
冴
え
る
地
震
学
」
と
い
う
川
柳
で
表
現
す
る

4
「
こ
の
部
屋
、
寒
い
で
す
ね
」
と
い
う
発
話
に
、「
窓
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
る

5
「
そ
れ
は
鉛
筆
だ
」
と
い
う
記
述
文
を
、「
そ
れ
は
（
鉛
筆
で
は
な
く
）
鉛
筆
型
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
だ
」
と
変
更
す
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

世
界
が
変
化
す
れ
ば
そ
れ
を
表
現
す
る
「
記
述
文
」
も
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
の
と
同
じ
く
、「
記
述
文
」
が
変
化
す
れ
ば
世
界
の
方
も

変
更
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

2
「
記
述
文
」
は
基
準
で
あ
る
世
界
に
言
語
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
、「
遂
行
文
」
は
世
界
の
方
を
基
準
で
あ
る
言
語
に
合
わ
せ

る
も
の
で
あ
る

3

防
災
に
関
す
る
予
測
情
報
は
避
難
指
示
・
勧
告
の
効
果
が
最
も
重
要
視
さ
れ
る
の
で
、
本
来
、「
記
述
文
」
で
は
な
く
「
遂
行
文
」
で
伝

え
る
の
が
望
ま
し
い

4

軽
微
な
災
害
の
際
に
は
、「
避
難
せ
よ
！
」
な
ど
と
命
令
口
調
で
呼
び
か
け
る
の
で
は
な
く
、「
逃
げ
て
く
だ
さ
い
」
の
よ
う
に
敬
語
を
用

い
た
方
が
む
し
ろ
効
果
が
あ
る

5
「
記
述
文
」
も
「
遂
行
文
」
も
、
言
語
表
現
に
の
み
関
心
を
払
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
る
〈
コ
ン
テ
キ
ス
ト
〉
や
〈
関
係
性
〉

に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る

6

避
難
指
示
・
勧
告
と
し
て
発
令
さ
れ
る
「
遂
行
文
」
は
、
た
と
え
不
発
に
終
わ
っ
た
と
し
て
も
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
び
と
を
対
象
と
し
、

し
か
も
連
発
し
た
方
が
よ
い
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

（
Ｘ
）「

文
字
の
文
学
」
の
特
質
は
、
印
刷
の
出
現
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
印
刷
の
出
現
以
降
経
過
し
た
数
世
紀

の
あ
い
だ
、
文
学
は
な
ん
の
変
化
も
示
さ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
美
術
史
に
お
け
る
現
代
を
ど
う
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
、
統
一
し
た
見
解
を
作

り
あ
げ
る
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
が
、
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、「
抽
象
画
」
を
あ
げ
る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
試
み
と
し
て
は
、
許

さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
抽
象
画
」
と
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
「
透
視
画
法
」
に
よ
る
絵
画
の
あ
い
だ
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
、
ほ
ぼ
本
質
的
と
も
い

み
い
だ

う
べ
き
差
異
を
見
出
す
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、「
抽
象
画
」
は
、「
透
視
画
法
」
な
ど
に
よ
っ
て
中
世
的
段
階

か
ら
抜
け
だ
し
た
絵
画
の
、
そ
れ
以
後
の
自
律
的
な
展
開
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
と
も
み
な
さ
れ
る
。
現
代
芸
術
は
た
し
か
に
近
代
芸
術
の

否
定
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
近
代
芸
術
の
自
律
的
な
展
開
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
二
者
の
関
係
は
、

だ
か
ら
き
わ
め
て
（
あ
）ア

イ
ロ
ニ
カ
ル
で
あ
る
。

ａ

Ａ
同
じ
よ
う
な
関
係
は
、
お
そ
ら
く
近
代
文
学
と
現
代
文
学
の
あ
い
だ
に
も
み
ら
れ
る
は

ず
で
あ
る
。

近
代
の
「
小
説
」（
ロ
マ
ン
）
の
否
定
態
と
し
て
い
わ
ゆ
る
「
ア
ン
テ
ィ
・
ロ
マ
ン
」（l’an

ti−rom
an

）
を
考
え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
常
識
だ
ろ

う
が
、
こ
の
二
者
の
あ
い
だ
に
も
、
あ
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
関
係
が
認
め
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「注
1コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ム
」（th

e

con
crete

poem

）
は
、
あ
き
ら
か
に
近
代
詩
に
た
い
す
る
ひ
と
つ
の
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
言
語
の
「
意
味
す
る
も

の
」
に
お
け
る

Ⅰ

性
質
を
極
度
に
重
視
し
た
も
の
と
し
て
、「
文
字
の
文
学
」
の
極
点
に
位
置
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
現
代
の
文
学
は
、

印
刷
の
成
立
に
よ
っ
て
そ
れ
本
来
の
姿
を
現
し
た
「
文
字
の
文
学
」
の
否
定
態
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
そ
れ
は
、
そ
の
極
点
に
達
し
た
「
文
字
の
文

学
」
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
末
、「
音
楽
を
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
」（D

e
la

m
u

siqu
e

avan
t

tou
te

ch
ose

）
と
い
う

詩
句
が
告
げ
て
い
る
よ
う
に
、
詩
に
お
け
る
音
楽
性
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
語
の
「
意
味
す
る
も
の
」
に
お
け
る
聴
覚
的

性
質
の
重
視
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、「
文
字
の
文
学
」
の
時
代
に
お
け
る
「
こ
と
ば
の
文
学
」
へ

の
回
帰
の
企
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
い
ま
こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
ロ
ゴ
ス
中
心
の
言
語
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観
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
転
回
が
あ
っ
た
。
こ
の
言
語
観
に
お
い
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
観
念
的
（
イ
デ
ア
的
）」（ideal

）
な
「
意
味
さ
れ
る

も
の
」
が
重
視
さ
れ
、

ｂ

「
観
念
的
（
イ
デ
ア
的
）」
な
も
の
に
た
い
し
て
透
明
で
あ
り
、
そ
れ
を
意
識
に
た
い
す
る
現
前
に
も
た
ら
し

う
る
「
声
」（la

voix

）（
聴
覚
的
な
「
意
味
す
る
も
の
」）
の
優
位
が
主
張
さ
れ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
言
語
に
お
け
る
聴
覚
性
（
感
覚
性
）
そ

れ
自
体
の
重
視
は
、「
意
味
す
る
も
の
」
の
、「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
か
ら
の
自
立
を
意
味
し
、「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
へ
の
透
明
性
の
ゆ
え
に
「
声
」

に
絶
対
的
優
位
を
認
め
る
ロ
ゴ
ス
中
心
の
言
語
観
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
点
で
は
む
し
ろ
、「
文
字
」
重
視
の
言
語
観
に
つ
な
が
る
と
す
ら

い
え
る
。
き
わ
め
て
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
で
は
あ
る
が
、
詩
に
お
け
る
「
音
楽
性
」
の
重
視
は
、
こ
う
し
て
、「
文
字
の
文
学
」
の
極
点
に
そ
の
位
置
を

も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
写
真
が
、
そ
し
て
そ
の
終
わ
り
に
は
映
画
が
誕
生
し
た
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
詩
人
バ
ラ
ー
ジ
ュ
（B

álazs
B

éla,
1886−

1952

）
は
、
や
や
性
急
な
口
調
で
、
映
画
の
誕
生
と
と
も
に
、
文
字
の
、
と
く
に
印
刷
文
字
の
文
化
が
終
わ
り
、
新
し
い
「
視
覚
的
文
化
」
の
時

代
が
到
来
す
る
、
と
予
言
し
た
。
彼
の
予
言
は
、
意
図
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
映
画
が
文
学
の
在
り
方
に
お
お
き
な
影

響
を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
は
、
す
く
な
く
と
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
映
画
が
そ
れ
特
有
の
仕
方
で
物
語
を

単
に

Ⅱ

な
意
味

で
で
は
な
く

語�

り�

は
じ
め
た
と
き
、
物
語
の
領
域
に
お
け
る
言
語
の
絶
対
的
な
優
位
の
時
代
は
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
バ
ラ
ー
ジ
ュ

や
彼
に
追
随
す
る
ひ
と
び
と
が
熱
狂
的
に
主
張
し
た
よ
う
に
は
、
映
画
な
い
し
は
映
像
が
言
語
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
映

画
や
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
言
語
中
心
の
（logo−cen

triqu
e

）
世
界
を
大
き
く
ゆ
る
が
し
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ

で
い
う
言
語
は
、
こ
と
ば
を
そ
の
本
来
の
在
り
方
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
文
字
の
文
学
」
が
そ
の
極
点
に
む
け
て
の
展
開
を
は
じ
め
た
時
期
に

生
ま
れ
た
映
画
は
、
そ
の
展
開
を
イ
ッ
（
ア
）キ
ョ
に
加
速
さ
せ
た
と
も
い
え
る
。
演
劇
や
文
学
の
模
倣
に
終
始
し
て
い
る
映
画
で
は
な
く
、
そ
の
特
質
を

あ
き
ら
か
に
し
た
映
画
は
、「
文
字
の
文
学
」
が
た
ど
り
つ
い
た
極
点
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
九
二
〇
年
代
の
前
衛
作
家
た
ち

が
、
映
画
本
来
の
姿
を
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
（L

ou
is

L
u

m
ière,

1864−1948

）
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
に
み
て
と
り
、
そ
こ
に
新
し
い
表
現
の
可
能
性

を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
こ
と
も
、
そ
の
現
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
ロ
ブ�

グ
リ
エ
（A

lain
R

obbe−G
rillet,

1922−

）
の
小
説
の
イ
メ
ー

ジ
が
も
つ
「
映
画
的
」（cin

ém
atograph

iqu
e

）
な
特
徴
は
、
け
っ
し
て
偶
然
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
（H

on
oré

de
B

alzac,
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1799−1850

）
の

彼
と
同
時
代
の

読
者
と
ロ
ブ�

グ
リ
エ
の
読
者
の
あ
い
だ
に
は
、
か
な
り
大
き
な
差
異
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ロ
ブ�

グ
リ
エ
の
読
者
と
ゴ
ダ
ー
ル
（Jean

−L
u

c
G

odard,
1930−

）
の
観
客
の
あ
い
だ
の
差
異
は
、
あ
る
意
味
で
は
存
在
し
な
い
。
ロ
ブ�

グ
リ
エ

や
デ
ュ
ラ
ス
（M

argu
erite

D
u

ras,
1914−96

）
ら
に
と
っ
て
、
小
説
を
書
く
こ
と
と
映
画
を
つ
く
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
、
た
ぶ
ん
ち
が
い
は

な
い
の
だ
ろ
う
。
現
代
の
読
者
あ
る
い
は
読
書
の
問
題
は
、
映
画
の
観
客
あ
る
い
は
受
容
の
検
討
を
と
お
し
て
、
か
え
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。

さ
ら
し
な

現
在
の
読
者
は
、
印
刷
さ
れ
た
『
更
級
日
記
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
少
女
（
菅
原
孝
標
女
）
が
、
す
べ
て
を
忘
れ
さ
っ
て
『
源
氏

物
語
』
に
読
み
ふ
け
る
あ
り
さ
ま
を
、
（
い
）ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
え
が
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
の
少
女
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
を
読
む
こ
と
の

で
き
る
読
者
は
、
い
ま
ど
こ
に
い
る
だ
ろ
う
。注
2『

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
読
書
を
と
お
し
て
、
読
書
の
あ
る
類
型
を
理
論
的
に
想
定
す
る
こ
と
は
で

き
て
も
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
読
書
を
現
実
に
体
験
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
こ
と
ば
」
の
、「
文
字
」
に
た
い
す
る
優
位
を
説

く
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
を
、
大
多
数
の
読
者
は
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
、
印
刷
さ
れ
た
書
物
を
と
お
し
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
読
者
と
書
物

（
作
品
）
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
う
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
媒
介
項
が
介
入
し
、
二
者
の
関
係
は
し
だ
い
に
間
接
的
に
な
り
、
二
者
を
へ
だ
て
る
距
離
も
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
増
加
の
イ
ッ
（
イ
）ト
を
た
ど
る
。
作
品
と
自
分
を
へ
だ
て
る
こ
の
よ
う
な
距
離
を
克
服
し
、
作
品
と
自
分
の
合
体
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
読
者
の
企
て
こ
そ
が
、「
解
釈
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
読
者
は
、
こ
の
合
体
を
実
現
す
る
た
め
に
、
自
分
を
制
約
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

条
件
を
否
定
し
、
で
き
る
だ
け
自
分
を
作
品
の
場
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
意
識
す
る
し
な
い
に
は
か
か
わ
ら
ず
、
種
々
の
努
力
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
努
力
が
む
く
わ
れ
、
企
て
が
完
全
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
い
。
ひ
と
が
自
分
の
お
か
れ
て
い
る
状
況

か
ら
完
全
に
逃
れ
で
る
こ
と
は
、
た
と
え
想
像
の
う
え
だ
と
し
て
も
、
つ
い
に
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
。「
解
釈
」
と
は
、
こ
の
意
味
で
、
不
条
理

な
、
い
わ
ば注
3シ
ジ
フ
ォ
ス
（
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
）（Σίσυ

�ο
�

）
的
な
企
て
で
あ
る
。

作
品
の
存
在
を
「
わ
れ
わ
れ
に
た
い
す
る
存
在
」（F

ü
r−u

n
s−S

ein

）
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
作
品
を
読
者
に
た
い
す
る
「
純
粋

な
存
在
の
要
請
」（pu

re
exigen

ce
d’exister

）
と
み
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
い
ま
で
は
む
し
ろ
通
念
と
な
っ
た
考
え
方
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
き

に
述
べ
た
よ
う
に
、
読
者
が
そ
の
「
状
況
内
存
在
」（l’être−dan

s−la−situ
ation

）
を
完
全
に
停
止
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
読
者
（
鑑
賞
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者
）
が
、
い
っ
さ
い
の
「
関
心
」
か
ら
自
由
に
な
り
（in

teresselosig

）、
完
璧
な
「
美
的
」
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
事
実
上
ご
く
ま
れ
な
、
と
い

う
よ
り
ほ
ぼ
不
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。
読
書
（
鑑
賞
）
も
ま
た
歴
史
的
、
社
会
的
な
制
約
の
も
と
に
あ
る
。
孝
標
女
に
よ
っ
て
読
ま
れ
た
『
源
氏
物

語
』
と
、
い
ま
の
読
者
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
『
源
氏
物
語
』
は
、
と
も
に
『
源
氏
物
語
』
と
名
づ
け
ら
れ
る
に
十
分
な
同
一
性
を
も
っ
て
は
い
る
だ

ろ
う
が
、
し
か
し
「
作
品
」
と
し
て
完
全
に
同
一
な
の
で
は
な
い
。《

ⅰ

》Ｂ「
時
空
を
こ
え
る
芸
術
作
品
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
「
美
し

い
」
が
、
そ
の
在
り
方
は
け
っ
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
現
実
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
作
品
の
価
値

古
典
的
価

値

の
根
拠
と
し
て
理
論
的
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ひ
と
び
と
の
願
望
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
ら
あ
る
。
作
者
や
読
者
を
作
品

と
の
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
作
品
を
作
者
や
読
者
と
の
関
係
か
ら
取
り
だ
し
て
絶
対
化
す
る
こ
と
も
、
同
じ

よ
う
に
意
味
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
作
品
を
作
者
の
意
図
に
し
た
が
っ
て
だ
け
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
た
し
か
に
誤
り
だ
と
し
て
も
、
作
品
が

作
者
の
意
図
と
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。《

ⅱ

》
そ
し
て
作
品
が
そ
れ
本
来
の
存
在
を
開
始
す
る
の
が
、
読
者
の
意
識
と
の

出
会
い
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
作
品
の
「
場
」
は
、
作
者
の
意
図
と
読
者
の
意
識
の
交
差
す
る
地
点
で
あ
る
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

ｃ

、
作
品
と
は
、
作
者
の
意
図
と
読
者
の
意
識
の
交
錯
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
も
の
（textu

s

）、
つ
ま
り
「
テ
ク
ス
ト
」（le

texte

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

う
か
が

あ
る
作
者
が
の
こ
し
た
作
品
以
外
の
も
の
、
た
と
え
ば
日
記
や
手
紙
の
た
ぐ
い
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
作
品
を
書
く
作
者
の
意
図
を
窺
い
、
そ
れ

と
作
品
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
、
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
意
図
は
、
作
品
の
原
因
と
し
て
想
定
さ
れ
た
、

歴
史
的
、
社
会
的
、
心
理
的
、
身
体
的
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
実
質
を
与
え
ら
れ
、
特
殊
化
さ
れ
た
作
者
の
意
識
だ
け
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
作
者

が
あ
る
語
の
つ
ら
な
り
全
体
を
と
お
し
て
「
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
」（vou

loir−dire,
bedeu

ten

）、
あ
る
い
は
「
書
こ
う
と
す
る
こ
と
」

（vou
loir−écrire

）
を
も
意
味
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
作
者
が
実
現
し
た
語
の
つ
ら
な
り
の
全
体
が
、「
語
ろ
う
と
す
る
も
の
」、
つ
ま
り
「
意

味
」（die

B
edeu

tu
n

g

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
方
、
読
者
の
意
識
も
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
も
の
（
デ
ー
タ
）
を
も
と
に
し
て
、
あ
る
作

品
を
「
か
く
か
く
し
か
じ
か
」
の
も
の
と
し
て
読
み
と
ろ
う
と
す
る
、
あ
る
種
の
先
入
主
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
、
書
か
れ
た
語
の

つ
ら
な
り
か
ら
「
聞
こ
う
と
す
る
こ
と
」（vouloir−entendre

）、
あ
る
い
は
「
読
も
う
と
す
る
こ
と
」（vouloir−lire

）
を
意
味
す
る
。《

ⅲ

》
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作
者
の
「
意
味
」
と
読
者
の
「
意
味
」

作
者
の
「
意
図
」（le

vou
loir

）
と
読
者
の
「
意
図
」

、
こ
の
ふ
た
つ
の
「
意
味
」
が
完
全
に

合
致
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
本
性
か
ら
み
て
、
あ
り
え
な
い
。
ふ
た
つ
の
「
意
味
」
は
、
語
ら
れ
、
書
か
れ
た
も
の
を
場
と
し
て
、
交
錯
し
、
戯

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
作
品
と
は
、
こ
の
戯
れ
の
織
り
な
す
も
の
、
つ
ま
り
「
テ
ク
ス
ト
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
こ
と
ば
の
文
学
」
の
場
合
、「
意
味
す
る
も
の
」（
声
）
の
透
明
さ
の
た
め
に
、
そ
し
て
語
る
ひ
と
と
聞
く
ひ
と
が
「
い
ま
、
こ
こ
に
」
共
存
し

て
い
る
た
め
に
、「
語
る
ひ
と
」
の
「
語
ろ
う
と
す
る
も
の
」
は
、「
聞
く
ひ
と
」
の
「
聞
こ
う
と
す
る
」
意
識
に
ほ
ぼ
直
接
的
に
現
れ

現
前
し

、
ふ
た
つ
の
「
意
味
」
の
ず
れ
は
ご
く
小
さ
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ふ
た
つ
の
「
意
味
」
の
ず
れ
は
、「
文
字
の
文
学
」
の
場
合
、
大

き
く
か
つ
本
質
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。《

ⅳ

》「
書
く
ひ
と
」
と
「
読
む
ひ
と
」
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
距
離
に
よ
っ
て
遠
ざ
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
う
え
、「
意
味
す
る
も
の
」

紙
の
う
え
の
イ
ン
ク
の
跡
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
視
覚
的
な
か
た
ち

は
、「
声
」
に
く
ら
べ
て
よ

り
物
質
的
で
あ
り
、
不
透
明
な
の
だ
か
ら
。「
文
字
」（l’écritu

re

）
の
特
性
が
あ
き
ら
か
に
な
る
の
が
、
印
刷
の
成
立
の
あ
と
だ
と
す
る
な
ら
、

ふ
た
つ
の
「
意
味
」
の
差
異
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
あ
い
だ
の
戯
れ
が
活
発
に
な
る
の
も
、
印
刷
の
成
立
の
あ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し

て
、
ふ
た
つ
の
「
意
味
」
の
戯
れ
か
ら
織
り
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
作
品
が
典
型
的
に
成
立
す
る
の
は
、「
印
刷
文
字
の
文
学
」
に
お
い
て

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、Ｃ
読
者
あ
る
い
は
読
書
の
役
割
は
、
作
者
あ
る
い
は
創
作
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
大
き

な
も
の
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。《

ⅴ

》

い
ま
ご
ろ
の
読
者
は
、『
源
氏
物
語
』
を
、『
失
わ
れ
し
時
を
求
め
て
』（M

arcel
P

rou
st:

A
la

recherche
d

u
tem

ps
perdu

,
1913−

27

）
や
中
村
真
一
郎
（1918−1997

）
の
『
四
季
』（1975

）
を
読
む
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
現
在
の
先
端
的
な
思
想
家
と
関
連
さ

せ
な
が
ら
プ
ラ
ト
ン
を
読
む
ひ
と
が
い
て
も
、
と
く
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
（L

u
ch

in
o

V
iscon

ti,
1906−

76

）
の
映
画
を
見
る
よ
う
に
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

h
om

as
M

an
n

,
1875−1955

）
の
小
説
を
読
む
ひ
と
が
い
た
と
し
て
、
な
ん
の
不
思
議
も
な

い
。
現
在
の
文
学
現
象
を
と
ら
え
る
う
え
で
、
読
書
（
読
者
）
の
問
題
は
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
読
者
は
、

突
然
、
姿
を
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
読
者
は
、
孝
標
女
や
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
読
者
の

出
現
は
、注
4バ

ル
ト
の
い
うＤ「
作
者
の
死
」
と
、
な
ん
ら
か
の
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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（
浅
沼
圭
司
『
読
書
に
つ
い
て
』
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。）

注

1

コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ポ
エ
ム

文
字
や
テ
キ
ス
ト
が
持
つ
物
質
性
・
具
体
性
に
注
目
し
、
空
間
的
・
視
覚
的
に
展
開
さ
れ
た
実
験
的

な
詩
お
よ
び
そ
の
国
際
的
な
運
動
。

2
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
…
…
想
定
す
る

筆
者
は
こ
れ
よ
り
前
の
文
章
で
十
七
世
紀
の
作
品
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
に
触
れ
、

当
時
の
「
読
書
」
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
格
好
の
作
品
と
位
置
付
け
て
い
る
。

3

シ
ジ
フ
ォ
ス
（
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
）

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
中
の
英
雄
。
神
々
に
逆
ら
っ
た
罰
で
、
積
ん
で
も
積
ん
で
も
永
遠
に
落
ち

続
け
る
石
を
積
み
続
け
る
と
い
う
苦
役
を
命
じ
ら
れ
る
。
こ
の
逸
話
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
カ
ミ
ュ
が
取
り
上
げ
る
な
ど
、
実
存
主

義
に
お
け
る
「
不
条
理
」
の
議
論
に
お
い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

4

バ
ル
ト

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
（
一
九
一
五
〜
一
九
八
〇
年
）。「
作
者
の
死
」
と
は
、
バ
ル
ト
の
論
文
の
タ

イ
ト
ル
。

＊＊20



問
一

傍
線
部
（
ア
）
・
（
イ
）
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
）
イ
ッ
キ
ョ

1

同
盟
を
キ
ョ
ゼ
ツ
す
る

2

キ
ョ
シ
的
に
観
察
す
る

3

外
国
人
の
キ
ョ
リ
ュ
ウ
地

4

悲
し
み
で
キ
ョ
ソ
を
失
う

5

キ
ョ
ゲ
ン
を
言
い
立
て
る

（
イ
）
イ
ッ
ト

1

権
利
を
ジ
ョ
ウ
ト
す
る

2

友
人
に
シ
ッ
ト
心
を
抱
く

3

人
生
を
ト
し
て
起
業
す
る

4

努
力
が
ト
ロ
ウ
に
終
わ
る

5

ト
ホ
ウ
に
く
れ
た
表
情
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問
二

傍
線
部
（
あ
）
・
（
い
）
の
語
句
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
）
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

1

冷
笑
的
な

2

皮
肉
な

3

複
雑
な

4

連
続
的
な

5

対
立
的
な

（
い
）
ま
ざ
ま
ざ
と

1

さ
ま
ざ
ま
に

2

ど
う
な
り
と

3

あ
り
あ
り
と

4

し
み
じ
み
と

5

否
応
な
し
に
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問
三

空
欄

ａ

〜

ｃ

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

あ
る
い
は

2

た
だ
し

3

そ
し
て

4

そ
れ
な
ら
ば

5

し
た
が
っ
て

問
四

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

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
。

け
い
も
う

ひ

ゆ

1

啓
蒙
的

2

聴
覚
的

3

警
句
的

4

視
覚
的

5

譬
喩
的

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
。

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
読
者
が
、
与
え
ら
れ
た
語
の
つ
ら
な
り
全
体
を
と
お
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
つ
ま
り
「
意
味
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

1
《

ⅰ

》

2
《

ⅱ

》

3
《

ⅲ

》

4
《

ⅳ

》

5
《

ⅴ

》

＊＊23



問
六

傍
線
部
Ａ
同
じ
よ
う
な
関
係
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
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

従
来
の
支
配
的
な
芸
術
形
式
が
、
対
立
す
る
芸
術
形
式
の
出
現
に
刺
激
を
受
け
る
形
で
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
と
い
う
関
係

2

中
世
的
な
芸
術
様
式
が
、
当
然
の
発
展
を
遂
げ
た
結
果
、
そ
の
内
部
に
対
立
的
な
あ
り
様
を
含
む
よ
う
に
な
る
と
い
う
関
係

3

近
代
的
な
文
学
の
形
態
が
、
当
た
り
前
に
発
展
の
努
力
を
続
け
た
結
果
、
意
に
反
し
反
近
代
的
な
文
学
を
生
む
と
い
う
関
係

4

従
来
の
芸
術
形
態
が
、
そ
の
本
性
に
沿
っ
て
発
展
し
た
結
果
、
従
来
と
は
対
照
的
な
形
態
の
も
の
を
生
み
出
す
と
い
う
関
係

5

中
世
的
な
芸
術
が
、
当
然
の
発
展
を
続
け
た
結
果
、
そ
れ
と
は
対
立
的
な
、
現
代
的
芸
術
の
形
態
を
生
み
出
す
と
い
う
関
係
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問
七

傍
線
部
Ｂ
「
時
空
を
こ
え
る
芸
術
作
品
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
「
美
し
い
」
が
、
そ
の
在
り
方
は
け
っ
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
現
実
的
な
も
の
で
も
な
い
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

芸
術
作
品
が
本
来
の
存
在
を
開
始
す
る
の
が
、
鑑
賞
者
の
意
識
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
出
会
い
の
あ
り
よ
う

は
、
印
刷
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
大
き
く
様
態
を
変
化
さ
せ
た
か
ら

2

作
品
は
作
者
だ
け
で
は
完
結
せ
ず
、
鑑
賞
者
の
意
識
と
の
出
会
い
を
必
須
と
す
る
が
、
そ
の
鑑
賞
者
の
意
識
の
あ
り
よ
う
は
、
鑑
賞
者
の

存
在
す
る
時
代
、
社
会
的
状
況
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

3

作
品
の
鑑
賞
が
歴
史
的
、
社
会
的
な
制
約
の
も
と
に
あ
る
以
上
、
そ
の
作
品
が
本
来
の
存
在
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
作
品
が
生
ま
れ
て
か
ら
相
当
の
後
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら

4

芸
術
作
品
が
作
者
の
意
図
と
享
受
者
の
意
識
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
本
来
の
あ
り
よ
う
を
開
始
で
き
る
以
上
、
そ
の
鑑
賞
も
歴
史
的
、
社

会
的
な
制
約
に
よ
っ
て
、
自
然
と
統
一
さ
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

5

作
品
の
鑑
賞
者
の
意
識
が
、
社
会
的
に
制
約
を
受
け
る
自
ら
の
関
心
か
ら
完
全
に
は
自
由
に
な
れ
な
い
の
な
ら
ば
、
意
識
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
本
来
の
存
在
が
可
能
と
な
る
作
品
も
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
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問
八

傍
線
部
Ｃ
読
者
あ
る
い
は
読
書
の
役
割
は
、
作
者
あ
る
い
は
創
作
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
大
き
な
も
の
に
な
る
と
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

こ
と
ば
で
直
接
語
ら
れ
る
文
学
で
は
、
作
者
の
意
図
が
語
り
手
に
よ
っ
て
直
接
鑑
賞
者
の
意
識
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
、
鑑
賞
者
の
意
識
世

界
が
す
な
わ
ち
作
品
世
界
の
す
べ
て
と
な
る
と
い
う
こ
と

2

作
者
が
文
字
と
い
う
媒
体
を
介
し
て
意
味
を
紡
ぐ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
受
け
手
で
あ
る
鑑
賞
者
が
読
み
取
る
意
味
が
重
な
り
合
っ
て
は
じ
め

て
作
品
が
真
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

3

作
者
の
意
図
と
鑑
賞
者
の
意
識
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
本
来
の
存
在
が
開
始
さ
れ
る
「
こ
と
ば
の
文
学
」
に
お
い
て
は
、
社
会
的
に
規
定

さ
れ
た
鑑
賞
者
の
あ
り
よ
う
が
作
品
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と

4

印
刷
の
出
現
に
よ
っ
て
そ
の
特
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
「
こ
と
ば
の
文
学
」
は
、
作
品
を
成
立
せ
し
め
る
鑑
賞
者
の
意
識
が
、
作
品
を
創

造
し
た
作
者
の
意
図
と
同
じ
く
ら
い
重
要
に
な
る
と
い
う
こ
と

5

文
字
を
介
し
て
伝
達
さ
れ
る
作
品
は
、
そ
の
解
釈
が
鑑
賞
者
の
意
識
に
大
き
く
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
特
質
が
あ
り
、
そ
の
結
果
作
者
同

様
の
創
造
力
を
持
た
な
く
て
は
作
品
を
享
受
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
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問
九

傍
線
部
Ｄ
「
作
者
の
死
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
文
の
内
容
に
照
ら
す
と
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
具
体
例
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

心
底
感
動
で
き
る
文
学
作
品
は
た
い
て
い
作
者
の
過
去
の
作
品
で
あ
る

2

原
作
者
が
納
得
し
て
い
な
い
出
来
の
映
画
が
世
間
で
大
絶
賛
さ
れ
た

3

自
信
を
持
て
る
出
来
栄
え
の
原
稿
を
心
な
い
編
集
者
に
破
棄
さ
れ
た

4

自
分
で
書
い
た
論
文
の
草
稿
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
気
が
変
わ
っ
た

5

数
年
前
に
よ
く
売
れ
た
人
気
小
説
に
魅
力
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
い

問
十

冒
頭
の
二
重
傍
線
部（Ｘ
）「

文
字
の
文
学
」
の
特
質
に
あ
て
は
ま
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

鑑
賞
者
の
意
識
に
直
接
「
語
ろ
う
と
す
る
も
の
」
を
伝
え
る
、
作
者
が
実
現
し
た
語
の
つ
ら
な
り
の
全
体
で
あ
る

2

先
行
す
る
形
態
が
自
律
的
に
展
開
し
た
結
果
、
自
身
の
否
定
態
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
経
緯
が
特
異
で
あ
る

3
「
意
味
さ
れ
る
も
の
」
に
対
す
る
「
意
味
す
る
も
の
」
の
優
位
を
主
張
す
る
詩
形
文
学
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る

か
い
こ
う

4
「
書
く
ひ
と
」
の
意
図
と
「
読
む
ひ
と
」
の
意
識
が
、
印
刷
の
成
立
の
あ
と
に
不
整
合
を
伴
っ
て
邂
逅
す
る

5

作
品
と
読
者
の
間
に
生
じ
る
必
然
的
な
距
離
を
、「
解
釈
」
に
よ
っ
て
埋
め
て
い
く
営
為
が
読
者
に
は
求
め
ら
れ
る

6

写
真
や
映
画
の
出
現
以
降
聴
覚
性
を
重
視
し
た
の
は
、「
こ
と
ば
の
文
学
」
へ
の
傾
倒
を
志
向
し
た
も
の
で
は
な
い
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二

（イ）

（ア）

問
一問

九
問
六

問
七

問
八

問
七

問
四

問
六

問
八

問
十
一

問
五

（ウ）

（イ）

（ア）

問
一

一

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

（い）

（あ）

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

問
十

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

問
十

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

問
九

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

（あ）

問
二

１
２
３
４
５

（い）

１
２
３
４
５

Ⅰ

問
四

問
五

１
２
３
４
５

Ⅱ

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

問
三
Ⅰ

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５
６

Ⅱ

問
二

ｃ

ｂ

ａ

問
三

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

50点50点

国
語
解
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2
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＊
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