
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
五
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
黒
色
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
。

自
己
所
有
権
の
概
念
を
現
代
的
に
解
釈
し
、
拡
張
し
て
考
え
れ
ば
、
個
人
の
身
体
、
性
格
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
体
験
と
い
っ
た
個
人
（
あ
）情

報
は
、

そ
の
個
人
に
帰
属
す
る
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
の
情
報
と
は
、
本
質
的
に
そ
の
個
人
の
「
自
己
」
を
形
成
す
る
一
部
な
の
で

あ
っ
て
、
企
業
が
自
由
に
（
ア
）シ

ョ
ブ
ン
し
て
い
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
「
拡
張
さ
れ
た
自
己
所
有
権
」
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の注
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
は
、
そ
の
存
在
理
由
か
ら
し
て
必
然
的
に
多
く
の
個
人
か
ら
情
報
を
手
に
入
れ
て
し

ま
う
。
個
人
の
好
み
や
年
齢
、
位
置
情
報
な
ど
に
基
づ
い
て
、
そ
の
人
が
最
も
欲
し
い
と
思
う
商
品
を
提
案
す
る
よ
う
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
情
報
に
つ
い
て
個
人
が
企
業
と
契
約
を
結
ぶ
の
は
難
し

く
、
た
と
え
結
べ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
完
備
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
た
め
企
業
は
、
手
に
入
れ
た
情
報
を
個
々
人
に
と
っ
て
不

利
に
な
る
よ
う
な
か
た
ち
で
事
後
的
に
用
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。《

ａ

》

こ
れ
は
、Ａ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
が
悪
で
あ
る
と
か
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
情
報
を
価
値
の
源
泉
と
す
る
よ
う
な
経
済
の
必
然
的

帰
結
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
は
、
企
業
活
動
を
通
じ
て
、
経
済
、
そ
し
て
社
会
に
大
き
な
発
展
を

も
た
ら
す
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
う
え
で
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、「
情
報
の
搾
取
」
が
起
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
マ
ル
ク

ス
の
労
働
搾
取
の
概
念
に
遡
っ
て
述
べ
れ
ば
、
自
分
自
身
で
き
ち
ん
と
情
報
を
管
理
で
き
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
個
人
が
得
ら
れ
る
価
値
の
総
額
を

「
本
来
受
け
取
る
べ
き
価
値
」
と
し
、
実
際
に
そ
の
個
人
が
受
け
取
っ
て
い
る
価
値
と
の
差
分
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
差
分
を
、
そ
の
個

人
に
お
け
る
情
報
の
搾
取
分
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
情
報
の
搾
取
が
起
き
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
が
持
つ
大

き
な
問
題
点
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
問
題
の
深
刻
さ
は
、
そ
れ
が
大
き
な
搾
取
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
人
び
と
に
気
づ
か
れ

に
く
い
と
い
う
点
に
も
あ
る
。《

ｂ

》

こ
の
こ
と
が
人
び
と
に
気
づ
か
れ
に
く
い
の
は
、
お
そ
ら
く
、
私
的
財
の
持
つ
「
競
合
性
」
や
「
排
除
性
」
と
い
う
性
質
を
、
財
と
し
て
の
情
報

が
満
た
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
競
合
性
と
は
、
あ
る
個
人
が
あ
る
物
を
消
費
す
る
と
、
ほ
か
の
主
体
は
そ
れ
を
消
費
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
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る
。
排
除
性
と
は
、
あ
る
人
が
財
を
所
有
し
て
い
れ
ば
、
他
の
個
人
が
そ
の
財
を
利
用
す
る
こ
と
か
ら
排
除
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
パ
ン
を
例

に
と
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
あ
る
人
が
パ
ン
を
食
べ
た
と
す
る
と
、

Ｘ

こ
と
か
ら
、
競
合
性
と
排
除
性
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

そ
れ
に
対
し
て
情
報
の
場
合
、
こ
う
し
た
性
質
を
満
た
さ
な
い
。

「
個
人
Ａ
は
30
歳
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
情
報
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
世
界
中
の
人
び
と
と
共
有
で

き
る
。
こ
の
こ
と
は
競
合
性
が
一
切
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
排
除
性
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
人
は
誰
し
も
、
何
か
し
ら
秘
密
を
持
っ

て
い
る
。
そ
の
秘
密
は
自
分
が
他
人
に
言
わ
な
い
限
り
、
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
排
除
性
が
満
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し

か
し
、
二
つ
の
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
秘
密
は
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
他
人
が
知
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
秘

密
を
守
る
と
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
他
人
が
話
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
排
除
性
は
不
可
逆
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
一

度
、
ほ
か
の
人
が
知
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
情
報
を
相
手
の
記
憶
か
ら
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
、
現
代
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
一
度

情
報
が
（
い
）拡
散
し
て
し
ま
う
と
、
排
除
性
を
満
た
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
過
去
に
タ
イ
（
イ
）ホ
歴
が
あ
る
と
い
う
情
報
は
、
自
分
に
と
っ
て
は

な
る
べ
く
他
者
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
友
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
、
別
の
友
人
と
そ
の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と

を
防
ぐ
の
は
不
可
能
に
近
い
。《

ｃ

》

こ
れ
は
情
報
が
公
共
財
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
は
、
知
識
と
し
て
の
情
報
は
「
不
可
分
性
」

と
「
不
確
実
性
」
と
い
う
性
質
を
満
た
す
こ
と
が
多
く
、
通
常
の
公
共
財
よ
り
も
一
層
複
雑
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
多

く
の
場
合
、
物
質
的
な
財
の
よ
う
に
分
割
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
将
来
、
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
知

る
こ
と
も
通
常
は
難
し
い
た
め
、
何
ら
か
の
情
報
を
手
に
入
れ
て
も
、
そ
の
意
味
や
意
義
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、「
個
人
Ａ
は
30
歳
で
あ
る
」
と
い
う
情
報
は
、
固
有
名
「
Ａ
」
と
「
30
歳
」
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
お
り
、「
誰
か
は
30
歳
で
あ
る
」
と
い
う

よ
う
な
か
た
ち
で
、
部
分
的
に
こ
の
情
報
を
知
っ
た
と
し
て
も
、

Ｙ

い
る
。
ま
た
、「
個
人
Ａ
は
30
歳
で
あ
る
」
と
い
う
、
も
と
も
と
の

情
報
を
手
に
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
利
用
方
法
の
全
て
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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し
こ
う

こ
う
し
た
性
質
ゆ
え
に
、
情
報
の
搾
取
は
労
働
の
搾
取
に
比
べ
て
よ
り
イ
ン
（
ウ
）ペ
イ
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
身
体
情
報
や
嗜
好
に
つ

い
て
の
情
報
が
企
業
の
手
に
渡
っ
て
も
、
そ
の
影
響
は
判
断
し
に
く
い
。
自
分
自
身
が
そ
の
情
報
を
文
字
通
り
の
意
味
で
「
失
う
」
わ
け
で
は
な
い
。

依
然
と
し
て
自
分
は
、
自
ら
の
身
体
や
嗜
好
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
が
私
個
人
の
情
報
を
手
に
入
れ
た
場
合
、

そ
の
企
業
は
そ
の
情
報
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。《

ｄ

》

情
報
の
搾
取
は
見
え
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
搾
取
を
防
ぐ
た
め
の
何
ら
か
の
方
策
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
2
0
1
8
年
か
ら
Ｅ
Ｕ
で
は
、

一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
が
適
用
さ
れ
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は

個
人
デ
ー
タ
の
所
有
権
は
人
権
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
く
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
、「
個
人
の
デ
ー
タ
を
個
人
の
も
と
に
」
と
い
う

運
動
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
、「
忘
れ
ら
れ
る
権
利
」
や
、
デ
ー
タ
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
カ
（
エ
）ハ

ン
性
）
も
含
ま
れ

て
い
る
。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
は
、
Ｅ
Ｕ
圏
内
に
住
む
全
て
の
個
人
の
情
報
に
適
用
さ
れ
、
圏
外
の
企
業
が
Ｅ
Ｕ
圏
内
の
人
び
と
の
情
報
を
扱
う
際
に
も
効
力

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、F

acebook

やW
h

atsA
pp

と
い
っ
た
、
Ｅ
Ｕ
圏
で
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
提
供
す
る
域
外
の
企
業
と
係
争
が
起
き
て
い
る
。

《

ｅ

》

ロ
ッ
ク�

マ
ル
ク
ス
的
視
点
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
化
社
会
に
お
け
る
情
報
搾
取
の
問
題
を
考
え
て
き
た
。
そ
の
う
え
で
ア
レ
ン
ト
の
次
の
言
葉
を
取

り
上
げ
て
み
よ
う
。

ロ
ッ
ク
は
、
私
有
財
産
を
、
存
在
す
る
も
の
の
う
ち
で
最
も
私
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
の
上
に
築
い
た
。

「
最
も
私
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
個
人
の
肉
体
で
あ
る
。
個
人
に
完
全
に
帰
属
す
る
自
己
と
し
て
の
肉
体
を
動

か
す
こ
と
で
な
さ
れ
る
「
労
働
」
が
、
財
産
を
生
み
出
す
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
ロ
ッ
ク
の
出
発
点
が
あ
る
。Ｄ
ア
レ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
の
ロ
ッ
ク
の
所
有
権
の
理
論
は
ス
ミ
ス
や
マ
ル
ク
ス
に
引
き
継
が
れ
、
近
代
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
考
え
方
を
形
づ
く
っ
た
。
そ
う
し
た
認
識

を
示
し
た
う
え
で
ア
レ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
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ロ
ッ
ク
以
下
そ
の
す
べ
て
の
後
継
者
た
ち
が
、
十
分
な
英
知
を
も
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
は
財
産
、
富
、
す
べ
て
の
価
値
の
起
源

で
あ
り
、
結
局
は
、
人
間
の
有
す
る
人
間
性
そ
の
も
の
の
起
源
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
よ
う
に
頑
固
に
労
働
に
し
が
み
つ
い
て
い
た
の
は
な
ぜ

か
と
い
う
疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
。

ロ
ッ
ク
、
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
と
い
っ
た
思
想
家
た
ち
は
、
人
間
が
他
の
人
び
と
か
ら
孤
立
し
た
「
自
己
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、

そ
の
自
己
の
中
に
人
間
の
本
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
が
本
章
で
の
議
論
で
取
り
組
ん
だ
の
は
、
ロ
ッ
ク
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
と
引
き
継
が
れ
た
近
代
社
会
の
基
盤
を
な
す
所
有
権
の
理
論
を
拡

張
す
る
こ
と
で
、
21
世
紀
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
社
会
の
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
流
の
孤
立
し
た
自
己
の
考
え
方
に
、
21

世
紀
的
文
脈
で
「
頑
固
に
し
が
み
つ
く
」
試
み
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
ロ
ッ
ク�

マ
ル
ク
ス
流
の
所
有
権
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
捉
え
る
こ
と
が
難
し
い
問
題
を
提
起
し
て
お
き
た
い
。

改
め
て
整
理
す
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
の
自
己
所
有
権
で
は
、
肉
体
と
い
う
最
も
私
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
も
の
を
想
定
し
て
い
た
が
、
情
報
搾
取
の
議

論
は
そ
れ
を
個
人
情
報
と
い
う
レ
ベ
ル
に
拡
張
し
た
自
己
所
有
権
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
個
人
情
報
は
肉
体
と
は
異
な
り
、
私
的
に
所
有
し
や
す
い

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、Ｅ
所
有
し
に
く
い
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
価
値
を
生
む
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
直
接
的
源
泉
が
肉
体
で
あ
っ
た
、
ロ

ッ
ク
や
ス
ミ
ス
、
マ
ル
ク
ス
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
。
情
報
が
価
値
の
源
泉
と
な
る
な
か
、
自
己
所
有
権
の
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
で
、
搾
取
の
理

論
を
現
代
的
に
再
構
築
す
る
と
い
う
の
が
、
本
章
の
試
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
試
み
は
、
人
び
と
の
生
き
る
糧
で
あ
る
所
得
や
富
を
維
持
す
る
た
め
に
有
用
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
近
代
の
理
論

へ
の
「
し
が
み
つ
き
」
の
限
界
も
表
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
性
や
人
間
の
尊
厳
は
、
財
産
や
富
と
い
っ
た
も
の
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

孤
立
し
た
自
己
を
分
析
の
参
照
点
と
す
る
ロ
ッ
ク�

マ
ル
ク
ス
流
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
人
間
の
存
在
価
値
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
私

た
ち
は
自
己
所
有
権
に
依
拠
す
る
こ
と
を
部
分
的
に
放
棄
し
、
別
の

Ⅰ

ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。

ま
さ
に
こ
の
点
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
経
済
に
お
い
て
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い

Ⅰ

問
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
価
値
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を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ア
レ
ン
ト
が
60
年
前
に
投
げ
か
け
た
問
い
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
っ
て
い
ま
、

Ⅱ

し
て
い
る
。

（
加
藤
晋
、
伊
藤
亜
聖
、
石
田
賢
示
、
飯
田
高
『
デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
「
人
間
の
条
件
」』
に
よ
る
。

出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

注

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業

こ
こ
で
は
、
多
く
の
消
費
者
が
多
く
の
企
業
と
出
会
う
「
場
」（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）
を
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
に
提
供
す
る
企
業
の
こ
と
。

問
一

傍
線
部
（
ア
）
〜
（
エ
）
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
）
シ
ョ
ブ
ン

1

ユ
イ
シ
ョ
あ
る
神
社
仏
閣

2

小
切
手
に
シ
ョ
メ
イ
す
る

3

こ
の
問
題
に
う
ま
く
タ
イ
シ
ョ
で
き
な
い

4

今
年
の
ザ
ン
シ
ョ
は
厳
し
い

5

江
戸
時
代
の
シ
ョ
ミ
ン
の
生
活
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（
イ
）
タ
イ
ホ

1

栄
養
分
を
ホ
キ
ュ
ウ
す
る

2

北
洋
で
調
査
ホ
ゲ
イ
を
行
う

3

各
国
が
ホ
チ
ョ
ウ
を
合
わ
せ
る

4

ホ
ニ
ュ
ウ
瓶
を
煮
沸
消
毒
す
る

5

ホ
ソ
ウ
し
た
路
面
を
乾
燥
さ
せ
る

（
ウ
）
イ
ン
ペ
イ

1

思
わ
ぬ
フ
ク
ヘ
イ
が
現
れ
る

2

大
企
業
同
士
が
ガ
ッ
ペ
イ
す
る

3

オ
ウ
ヘ
イ
な
態
度
を
改
め
る

4

組
織
の
キ
ュ
ウ
ヘ
イ
を
打
破
す
る

5

カ
ー
テ
ン
で
光
を
シ
ャ
ヘ
イ
す
る

（
エ
）
カ
ハ
ン

1

荷
物
を
目
的
地
へ
ハ
ン
ソ
ウ
す
る

2

こ
の
試
薬
で
化
学
的
な
ハ
ン
ノ
ウ
が
起
こ
る

3

国
家
の
ハ
ン
ト
を
拡
大
す
る

4

日
々
の
ハ
ン
サ
な
業
務
で
無
駄
に
忙
し
い

5

売
り
出
し
の
た
め
の
ハ
ン
カ
を
決
定
す
る
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問
二

傍
線
部
（
あ
）「
情
報
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
の
「
情
」
を
含
む
熟
語
を
、
ま
た
傍
線
部
（
い
）「
拡
散
」
に
つ
い
て
、
本
文
中
の

意
味
と
し
て
こ
れ
に
最
も
近
い
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

（
あ
）
情
報

1

温
情

2

情
念

3

敵
情

4

情
操

5

感
情

（
い
）
拡
散

1

拡
幅

2

散
布

3

散
逸

4

流
言

5

流
布
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問
三

空
欄

Ｘ

・

Ｙ

に
入
る
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
後
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
。

Ⅹ

1

ほ
か
の
人
は
別
の
人
か
ら
パ
ン
を
分
け
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る

2

ほ
か
の
人
は
そ
の
パ
ン
を
食
べ
ら
れ
な
い

3

ほ
か
の
人
は
そ
れ
を
う
ら
や
ま
し
く
思
う
か
も
し
れ
な
い

4

ほ
か
の
人
は
購
入
で
き
る
パ
ン
の
価
格
が
高
く
な
る

5

ほ
か
の
人
は
コ
メ
を
強
制
的
に
選
択
さ
せ
ら
れ
る

Ｙ

1

そ
の
情
報
の
根
幹
は
変
わ
ら
ず
に

2

そ
の
情
報
の
本
質
は
失
わ
れ
て

3

そ
の
情
報
へ
の
権
利
は
排
除
さ
れ
た
ま
ま
で

4

そ
の
情
報
は
記
憶
に
留
め
ら
れ
て

5

そ
の
情
報
は
搾
取
さ
れ
続
け
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
。
た
だ
し
二
つ
あ
る
空
欄

Ⅰ

に
は
ど
ち
ら
も
同
じ
語
が
入
る
。

Ⅰ

1

抽
象
的

2

受
動
的

3

体
系
的

4

直
観
的

5

倫
理
的

Ⅱ

1

一
極
化

2

戯
画
化

3

顕
在
化

4

通
俗
化

5

明
文
化
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問
五

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
後
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

こ
の
意
味
で
、
情
報
に
つ
い
て
の
完
全
な
排
除
は
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

1
《

ａ

》

2
《

ｂ

》

3
《

ｃ

》

4
《

ｄ

》

5
《

ｅ

》

問
六

傍
線
部
Ａ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
が
悪
で
あ
る
と
か
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
と
あ
る
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
し
て
い

る
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

情
報
を
価
値
の
源
泉
と
す
る
経
済
の
必
然
と
は
い
え
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
が
個
人
情
報
を
個
々
人
の
不
利
益
に
な
る
か
た
ち
で
用

い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

2

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
に
よ
る
「
情
報
の
搾
取
」
は
大
規
模
だ
が
、
経
済
や
社
会
に
大
き
な
発
展
を
も
た
ら
す
存
在
で
も
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
れ
が
明
る
み
に
出
に
く
い
こ
と

3

自
ら
の
情
報
を
も
と
に
し
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
か
ら
「
本
来
受
け
取
る
べ
き
価
値
」
と
実
際
に
受
け
取
っ
て
い
る
価
値
と
の
差

分
を
正
確
に
見
積
も
る
に
は
専
門
性
が
必
要
な
こ
と

4
「
自
己
」
の
一
部
で
あ
る
個
人
情
報
か
ら
「
本
来
受
け
取
る
べ
き
価
値
」
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
に
よ
っ
て
大
幅
に
削
ら
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
人
び
と
が
認
識
し
づ
ら
い
こ
と

5

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
は
「
情
報
の
搾
取
」
を
行
う
存
在
な
の
で
、
情
報
に
つ
い
て
個
人
が
こ
れ
ら
と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
は
困
難
、
も

し
く
は
不
完
備
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
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問
七

傍
線
部
Ｄ
ア
レ
ン
ト
と
あ
る
が
、
筆
者
は
な
ぜ
こ
の
人
物
の
言
葉
や
考
え
を
引
用
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

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
依
拠
し
た
視
点
を
一
旦
相
対
化
し
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
現
代
の
諸
相
を
別
の
観
点
か
ら
よ
り
深
く
考
察
す
る
た
め

2

本
文
の
議
論
の
根
拠
で
あ
る
自
己
所
有
権
の
概
念
が
、
近
代
社
会
に
お
い
て
支
配
的
な
考
え
で
あ
り
信
用
に
足
る
こ
と
を
示
す
た
め

3

デ
ジ
タ
ル
化
時
代
の
人
間
の
価
値
と
い
う
問
い
は
60
年
も
前
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
お
り
、
自
分
自
身
の
発
案
で
は
な
い
と
断
る
た
め

4

自
己
所
有
権
を
個
人
情
報
に
拡
張
す
る
自
身
の
考
え
は
、
労
働
や
「
自
己
」
に
し
が
み
つ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
た
め

5

デ
ジ
タ
ル
化
時
代
を
詳
し
く
分
析
す
る
に
は
、
従
来
の
所
有
権
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り
ア
レ
ン
ト
の
考
え
が
優
れ
て
い
る
と
断
定
す
る
た
め

問
八

傍
線
部
Ｅ
所
有
し
に
く
い
と
あ
る
が
、
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

価
値
の
源
泉
が
肉
体
で
あ
っ
た
時
代
が
過
ぎ
去
り
、
自
己
所
有
権
の
概
念
に
依
拠
し
て
い
て
も
個
人
情
報
を
所
有
し
続
け
ら
れ
な
い
か
ら

2

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
の
規
模
や
情
報
収
集
力
に
比
し
て
、
人
び
と
が
個
人
情
報
を
管
理
す
る
力
は
微
々
た
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら

3

個
人
情
報
が
自
分
の
管
理
下
に
あ
っ
て
も
、
知
ら
な
い
間
に
そ
の
情
報
を
誰
か
が
所
有
し
た
り
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら

4

個
人
情
報
に
は
、
分
割
し
て
利
用
す
る
こ
と
や
そ
の
意
味
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
が
多
い
と
い
う
性
質
が
あ
る
か
ら

5

個
人
情
報
は
本
質
的
に
公
共
財
的
な
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
社
会
・
経
済
の
発
展
の
た
め
に
用
い
る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
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問
九

本
文
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

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
は
、
経
済
や
社
会
に
大
き
な
発
展
を
も
た
ら
し
も
す
る
が
、
人
び
と
に
気
づ
か
れ
に
く
い
情
報
の
搾
取
と
い
う

深
刻
な
問
題
を
も
た
ら
し
も
す
る
。

2
「
不
可
逆
」
と
は
「
元
に
戻
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
パ
ン
の
よ
う
な
消
費
財
は
、
誰
か
が
消
費
し
て
し
ま
え
ば
元
通
り
に
は
で

き
な
い
と
い
う
意
味
で
本
文
で
言
う
不
可
逆
性
を
帯
び
て
い
る
と
言
え
る

3

誰
か
の
年
齢
や
所
属
と
い
っ
た
個
人
情
報
を
他
人
が
手
に
入
れ
て
も
そ
の
意
味
を
完
全
に
は
理
解
で
き
な
い
が
、
い
つ
の
間
に
か
何
か
に

利
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る

4

情
報
は
、
本
来
は
本
人
が
所
有
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
搾
取
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
そ
の
所
有
権
が
人
権
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
く
よ
う
な
保
護
の
た
め
の
方
策
が
必
要
で
あ
る

5

本
文
で
は
「
自
己
所
有
権
」「
搾
取
」「
労
働
」
と
い
う
従
来
か
ら
の
考
え
方
を
使
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
社
会
を
考
察
し
て
い
る
が
、
筆

者
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
は
現
代
で
は
全
く
力
を
持
た
な
い

6

現
代
は
も
は
や
労
働
す
る
こ
と
だ
け
が
価
値
を
生
み
出
す
時
代
で
は
な
く
、
価
値
と
い
う
も
の
を
経
済
的
な
面
か
ら
だ
け
捉
え
て
い
て
は

い
け
な
い
と
い
う
認
識
が
筆
者
に
は
あ
る
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

文
学
テ
ク
ス
ト
は
情
報
で
は
な
い
。
情
報
に
還
元
さ
れ
え
な
い
過
剰
、
残
余
、
欠
落
、
余
白
の
み
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
が
文
学
だ
と
さ
え

言
っ
て
よ
い
。
情
報
と
は
、
そ
の
「
意
味
内
容
」
が
ア
ド
レ
ス
先
の
個
体
の
意
識
に
よ
っ
て
咀
嚼
さ
れ
、
伝
達
が
完
了
し
た
と
た
ん
に
消
滅
し
う
る

（
消
滅
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
）
言
説
断
片
の
こ
と
で
あ
る
。
伝
達
が
滑
ら
か
に
、
迅
速
に
、
効
率
的
に
執
行
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
良

リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー

い
情
報
だ
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
他
方
、
伝
達
の
過
程
で
齟
齬
や
（
ア
）チ
タ
イ
が
生
じ
冗
長
性
が
介
入
す
る
も
の
が
悪
い
情
報
な
の
で
あ
る
。
情
報
の

リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー

冗
長
性
の
積
極
的
な
価
値
を
顕
揚
し
、
そ
れ
が
む
し
ろ
伝
達
の
効
率
性
に
資
す
る
と
す
る
情
報
理
論
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
基
準

と
な
る
も
の
が
効
率
性
の
原
理
で
あ
る
こ
と
に
は
依
然
と
し
て
変
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
定
家
の
短
歌
の
「
意
味
内
容
」、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
の
「
意
味
内
容
」、『
戦
争
と
平
和
』
や
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
や

『
八
月
の
光
』
の
物
語
の
「
意
味
内
容
」
が
読
み
手
に
伝
達
さ
れ
、
情
報
と
し
て
消
費
し
尽
く
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
テ
ク
ス
ト
自
体
は
役
割
を
終
え

て
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
よ
い

な
ど
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
言
え
は
し
ま
い
。
詩
の
場
合
で
あ
れ
小
説
の
場
合
で
あ
れ
、ⅰ
文
学
的
価
値
の

を
制
す
る
も
の
は
、
テ
ク
ス
ト
が
湛
え
て
い
る
不
透
明
な
過
剰
、
無
意
味
と
し
か
思
わ
れ
ぬ
残
余
、
思
い
が
け
な
い
欠
落
、
読
者
の
想

像
力
を
活
性
化
さ
せ
る
余
白
、
等
々
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
「
情
報
」
的
価
値
と
は
い
っ
さ
い
無
縁
で
あ
る
。

文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
読�

ま�

れ�

る�

も
の
な
の
だ
。
読�

む�

と
は
こ
こ
で
、
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
「
意
味
内
容
」
を
理
解
す

る
と
い
う
単
純
な
認
知
行
為
を
超
え
て
、
テ
ク
ス
ト
の
過
剰
、
残
余
、
欠
落
、
余
白
ま
で
を
も
受
け
と
め
て
、
テ
ク
ス
ト
を
読
者
の
想
像
界
で
生
産

的
に
再
創
造
し
直
す
営
み
の
謂
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
営
み
へ
向
け
て
ど
れ
ほ
ど
開
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
関
わ
っ
て
、
文
学
的
価
値
の
優
劣

を
語
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
だ
が
、
そ
れ
は
情
報
の
質
の
優
劣
と ⅱ
同
じ

に
載
せ
ら
れ
う
る
問
題
で
は
な
い
。
情
報
の
場
合
の
よ
う

に
、
効
率
的
に
伝
達
さ
れ
る
も
の
が
良
い
文
学
、
効
率
性
の
低
い
も
の
が
悪
い
文
学
と
い
っ
た
振
り
分
け
を
す
る
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
の
妄
念
の

Ⅰ

で
し
か
な
い
こ
と
は
自
明
だ
ろ
う
。

現
代
世
界
を
特
徴
づ
け
る
も
う
一
つ
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
で
あ
るＡ「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
も
ま
た
、
文
学
と
は
き
わ
め
て
相
性
が
悪
い
。「
経
済
活
動
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の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
同
期
す
る
議
論
と
し
て
、「
世
界
文
学
」
と
い
う
言
葉
が
昨
今
し
ば
し
ば
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
。「
ワ
ー
ル
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ

ッ
ク
」
が
あ
る
以
上
、「
世
界
文
学
」
も
あ
っ
て
悪
い
わ
け
は
な
か
ろ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
し
か
し
、
音
楽
の
よ
う
に
感
覚
器
（
こ
こ
で
は
聴
覚
）

の
末
端
を
直
接
刺
激
し
、
興
奮
さ
せ
、
美
的
印
象
を
創
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ロ
ー
カ
ル
言
語
で

書
か
れ
る
文
学
が
言
語
間
、
民
族
間
の
境
界
を
越
え
て
「
世
界
化
」
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
資
本
や
金
融
や
科
学
技
術
が
い
か
に
容

易
に
国
境
を
超
え
て
軽
や
か
に
移
動
す
る
時
代
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
文
学
も
ま
た
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
途
を
辿
り
う
る
と
考
え
る
こ
と
は
楽
観
的

に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。
良
き
時
代
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
香
り
を
た
た
え
た
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
探
偵
小
説
や
「
情
報
」
満
載
の
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・

フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
国
際
（
イ
）ボ
ウ
リ
ャ
ク
小
説
は
、
た
し
か
に
世
界
中
の
空
港
の
ブ
ッ
ク
・
ス
タ
ン
ド
で
売
ら
れ
、
非
英
語
国
民
の
間
で
も
広
く
読
ま
れ

て
は
い
る
。《

ａ

》
し
か
し
そ
れ
は
、
有
り
体
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
ク
リ
ス
テ
ィ
や
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
が
文
学
と
は
無
縁
で
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に

過
剰
も
残
余
も
欠
落
も
余
白
も
な
い
か
ら
だ
（
た
だ
し
、
わ
た
し
は
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
構
成
の
洗
練
は
、

ほ
と
ん
ど
芸
術
の
域
に
達
し
て
い
る
と
考
え
る
者
で
は
あ
る
が
）。

な
る
ほ
ど
、
翻
訳
と
い
う
高
度
に
文
化
的
な
営
み
は
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
文
学
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
あ
る
程
度
ま
で
国
境
を
越
え
う
る
こ
と
は
た

し
か
だ
ろ
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
名
高
い
『
翻
訳
者
の
使
命
』
を
引
き
つ
つ
、
翻
訳
と
い
う
二
言
語
間
の
横
断
現
象
が
独
自
に
持
ち
う
る
積
極
的
な
意

義
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
本
格
的
な
翻
訳
論
を
展
開
す
る
紙
幅
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
現
代
日
本
の
作
家
の
文
業
の
中
で

も
、
日
本
語
と
い
う
言
語
に
固
有
の
繊
細
な
「
機
微
」
や
複
雑
な
「
綾
」
に
満
ち
満
ち
た
古
井
由
吉
の
小
説
な
ど
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
も
っ
と

も
翻
訳
困
難
な
、
あ
る
い
は
い
っ
そ
翻
訳
不
可
能
な
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
よ
う
。《

ｂ

》
と
こ
ろ
で
、
古
井
由
吉
の
『
杳
子
』『
山
躁

賦
』『
白
髪
の
唄
』
に
は
ヴ
ェ
ロ
ニ
ッ
ク
・
ペ
ラ
ン
に
よ
る
仏
訳
が
あ
り
、
こ
れ
が
ま
こ
と
に
水
際
立
っ
た
技
倆
の
駆
使
に
よ
っ
て
成
っ
た
、
何
と

も
凄
み
の
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。

古
井
の
文
章
の
「
意
味
内
容
」
が
と
こ
と
ん
正
確
と
厳
密
を
期
し
て
移
し
替
え
ら
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
ペ
ラ
ン
氏
の
訳
文

に
は
正
確
や
厳
密
の
規
矩
を
超
え
た
も
の

古
井
由
吉
の
日
本
語
が
孕
ん
で
い
る
繊
細
な
「
機
微
」
の
数
々
、
複
雑
な
「
綾
」
の
数
々
と
等
価
な

も
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
驚
嘆
す
べ
き
力
業
と
言
う
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
原
典
の
二
次
制
作
物
と
し
て
優
れ
て
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い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。“Y

ôko”

や“C
h

an
t

du
M

on
t

fou
”

や“L
es

C
h

eveu
x

blan
cs”

と
い
う
翻
訳
テ
ク
ス
ト
自
体
に
、
フ
ラ
ン
ス
語
に

よ
っ
て
し
か
現
出
し
え
な
い
よ
う
な
超�

意
味
論
的
な
過
剰
、
残
余
、
欠
落
、
余
白
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。《

ｃ

》
翻
訳
と
い

う
営
み
の
底
知
れ
な
い
潜
在
的
可
能
性
に
改
め
て
目
を
開
か
れ
、
文
学
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に
希
望
を
託
し
た
い
気
持
ち
に
誘
わ
れ
る
の
は
、
こ

う
し
た
め
ざ
ま
し
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
達
成
と
出
会
う
瞬
間
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
う
し
た
瞬
間
に
立
ち
会
う
の
は
実
はＢ
き
わ
め
て
稀
少
な
体
験
で
あ
り
、
文
学
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
場
合
、
（
あ
）陳

腐
な
言
い
草
だ
が

ト
ラ
デ
ィ
ッ
ト
ー
レ

ト
ラ
デ
ィ
ト
ー
レ

“T
radu

ttore,
traditore”

（
翻
訳
者
は
裏
切
り
者
）
と
い
う
あ
の
イ
タ
リ
ア
語
の
諺
を
改
め
て
思
い
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
場
面
が
多
い
こ
と
は
残

念
な
が
ら
事
実
で
あ
る
。
原
典
に
対
し
て
裏
切
り
を
働
き
た
く
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
翻
訳
な
ど
と
い
う
労
多
く
し
て
功
少
な
き
営
み
に
は
最
初
か

し

ら
手
を
出
さ
な
い
に
如
く
は
な
い
と
考
え
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
ペ
ラ
ン
氏
が
古
井
の
小
説
の
翻
訳
に
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
手
間
と
労
力
を
か
け

た
か
を
想
像
す
る
と
、
眩
暈
が
す
る
よ
う
な
思
い
に
囚
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
際
、
英
語
圏
の
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
に
は
ペ
ラ
ン
氏
ほ
ど
の
野
心

が
な
い
の
か
、
根
気
が
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
能
力
の
問
題
か
、
こ
れ
に
対
応
す
る
成
果
を
収
め
た
古
井
文
学
の
英
訳
は
今
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。

結
局
、
も
と
も
と
英
語
か
ら
の
翻
訳
紛
い
の
よ
う
な
、
文
意
を
一
義
的
に
た
や
す
く
確
定
で
き
る
シ
ン
プ
ル
な
文
体
で
書
か
れ
た
小
説
ば
か
り
が

好
ん
で
訳
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
文
学
の
代
表
的
作
品
と
し
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
に
流
通
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
な
の
だ
。《

ｄ

》

「
情
報
化
社
会
」
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
も
効
率
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
動
い
て
い
る
と
い
う
点
を
先
に
強
調
し
た
が
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
世
界
市

場
へ
の

Ⅱ

に
お
い
て
も
結
局
は
同
じ
原
理
が
働
き
、「
労
」
と
「
功
」
を
秤
に
か
け
て
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
訳
し
易
い
も
の
ば
か
り
が
訳

さ
れ
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
虚
名
を
得
て
、
訳
し
に
く
い
も
の

他
言
語
へ
の
翻
訳
に
抵
抗
す
る
活
力
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ

け
で
す
で
に
優
れ
た
文
学
作
品
の
証
し
で
あ
る

は
世
界
市
場
に
出
さ
れ
る
以
前
に
篩
に
か
け
ら
れ
て

Ⅲ

さ
れ
、
ロ
ー
カ
ル
言
語
の

内
部
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
西
欧
思
想
・
文
学
の
受
容
は
と
き
に
「
輸
入
超
過
」
な
ど
と
（
い
）揶
揄
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
西
欧
の

日
本
文
学
研
究
者
の
業
績
は
、
少
な
く
と
も
近
代
以
降
の
文
学
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
日
本
の
外
国
文
学
者
が
マ
ラ
ル
メ
や
プ
ル
ー
ス
ト
や
ピ
ン
チ
ョ

ン
の
翻
訳
と
注
解
に
当
た
っ
て
示
し
た
ほ
ど
の
学
問
的
・
芸
術
的
水
準
に
は
、
今
の
と
こ
ろ
届
い
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
れ
は
わ
が
国
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の
大
き
な
文
化
的
活
力
の
証
し
と
し
て
わ
た
し
た
ち
が
大
い
に
誇
っ
て
よ
い
こ
と
で
こ
そ
あ
れ
、
輸
入
ば
か
り
に
か
ま
け
て
い
て
情
け
な
い
な
ど
と

恐
縮
す
べ
き
い
わ
れ
は
い
さ
さ
か
も
な
い
。

「
世
界
文
学
」
の
概
念
が
も
し
可
能
で
あ
り
何
が
し
か
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
う
る
と
し
た
ら
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
ま
ず
、

Ｘ

市
場

文
学
を
文
学
た
ら
し
め
る
過
剰
、
残
余
、
欠
落
、
余
白
に
対
し
て
鋭
敏
に
感
応
す
る
瞳
を
持
っ
た
読
者
た
ち
（
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
グ
ロ

ー
バ
ル
」
に
存
在
す
る
）
に
対
し
て
開
か
れ
た
、
も�

う�

一�

つ�

の�

市
場
を
創
出
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
何
十
万
部
、
何
百
万
部
売
れ
た
だ
の
、

何
々
賞
を
受
賞
し
た
だ
の
と
い
っ
た
話
題
と
は
ま
っ
た
く
別
の
場
所
に
存
在
す
る
市
場
で
あ
る
。
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
は
幾
つ
も
の
出
版

社
に
断
ら
れ
た
後
、
パ
リ
の
英
語
文
学
専
門
の
個
人
書
店
で
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
ア
ン
ド
・
カ
ン
パ
ニ
ー
か
ら
一
九
二
二
年
に
刊
行
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
限
定
千
部
の
予
約
制
の
出
版
で
あ
っ
た
。
こ
の
千
部
と
い
う
数
字
に
思
い
を
い
た
す
と
き
、
文
学
の
た
め
の
市
場
が
、
量
、
速
度
、
効
率
性

が
支
配
す
る
資
本
主
義
の
商
品
市
場
と
は
根
本
的
に
別
の
次
元
に
存
在
す
る
市
場
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
痛
感
さ
れ
る
。
部
数
の
多
寡
な
ど
ま
っ
た

く
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
刊
行
を
待
ち
望
ん
で
購
入
を
予
約
し
た
者
の
名
簿
の
中
に
、
イ
ェ
イ
ツ
、
ヘ
ミ
ン
グ

ウ
ェ
イ
、
ジ
ッ
ド
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
名
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
の
方
こ
そ
は
る
か
に
重
要
で
あ
り
、
感
動
的
と
わ
た
し
な
ど
の
目
に
は
映
る
。

「
情
報
化
社
会
」
と
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
の
二
概
念
が
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
っ
て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
両
者
と
も
ど
も
に
ラ
デ
ィ
カ

ル
に
抗
う
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
内
在
さ
せ
た
文
学
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
運
命
を
辿
る
の
か
。
時
代
に
そ
ぐ
わ
し
い
文
学
を
、
と
い
う
要
請
が
差
し

向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。《

ｅ

》
今
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
た
や
す
く
「
情
報
化
」
さ
れ

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
さ
れ
う
る
よ
う
な
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
文
学

先
に
触
れ
た
よ
う
な
、
翻
訳
の
容
易
な
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
文
章
で
綴
ら
れ
た

パ
ル
テ
ィ
・
プ
リ

物
語
商
品
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る

を
！

そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
可
能
な
、
説
得
力
あ
る
情
勢
判
断
で
あ
り
、
立
場
選
択
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

従
う
か
ぎ
り
、
詩
で
も
小
説
で
も
、
そ
れ
を
か
た
ち
づ
く
る
言
葉
の
姿
は
ま
す
ま
す
均
質
化
へ
、
平
準
化
へ
向
か
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
し
か

し
、
文
学
の
自
己
否
定
の
途
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
文
学
を
文
学
た
ら
し
め
る
も
っ
と
も
貴
重
な
「
質
」
を
、「
徳
」
を
、「
力
」
を
み

く
み

ず
か
ら
放
棄
す
る
途
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
そ
れ
に
は
と
う
て
い
与
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
逆
に
、「
情
報
化
」
と
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
へ
の
徹
底
的
な
批
判
の
た
め
の
も
っ
と
も
強
力
な
武
器
で
あ
り
堡
塁
で
あ
る
も
の
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こ
そ
が
文
学
で
あ
る

そ
う
し
た
捉
え
か
た
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
平
準
化
と
は
逆
の
、
い
わ
ば
特�

異�

化�

を
め
ざ
す
方
途
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
世
界
文
学
」
は
、
や
や
も
す
れ
ば
平
準
化
へ
、
均
質
化
へ
傾
い
て
い
き
か
ね
な
い
力
学
に
抗
い
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
特
異
な

も
の
へ
、
容
易
に
は
国
境
を
越
え
が
た
い
も
の
へ
生
成
変
化
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
わ
た
し
は
考
え
る
。
資
本
や
技
術
や
情
報
の
よ
う
に
水
平
方
向
に

国
境
を
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
と
こ
と
ん
特
異
に
し
て
例
外
的
な
ま
ま
で
、
垂
直
方
向
に
み
ず
か
ら
の
立
ち
位
置
を
下
へ
掘
り
下
げ
、
普

遍
性
の
基
底
に
達
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
、
そ
こ
に
達
す
る
ま
で
の
決
し
て
短
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
時
間
を
ゆ
る
や
か
に
耐
忍
し
つ
づ
け
る
こ
と
。

も
う
十
数
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
パ
リ
で
開
か
れ
た
国
際
的
な
詩
の
（
ウ
）モ
ヨ
オ
し
で
、
と
あ
る
チ
ェ
コ
詩
人
の
朗
読
を
聞
い
た
と
き
に
味
わ
っ
た

異
様
な
感
動
を
わ
た
し
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
わ
た
し
は
チ
ェ
コ
語
は
ひ
と
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
朗
読
さ
れ
た
作
品
の
「
意
味
内
容
」
は
、
た
し
か

仏
訳
か
英
訳
の
ハ
ン
ド
ア
ウ
ト
が
配
布
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
、
ひ
と
通
り
の
理
解
は
何
と
な
く
届
い
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
ん
な
「
情
報
」
は
も
う

と
っ
く
の
と
う
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
し
、
あ
の
と
き
あ
の
場
に
お
い
て
も
大
し
た
役
割
は
果
た
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
わ
た
し
を
動
か
し
た
の

は
自
作
の
詩
を
読
み
上
げ
て
ゆ
く
詩
人
の
、
さ
あ
、
単
に
「
声
」
と
だ
け
言
っ
て
お
け
ば
い
い
も
の
か
ど
う
か
。
言
葉
を
声
に
乗
せ
眼
前
の
聴
衆
に

届
け
よ
う
と
し
て
い
る
詩
人
の
、
注
意
力
、
集
中
力
、
確
信
、
た
め
ら
い
、
熱
意
、
昂
揚
感
、
手
振
り
身
振
り
、
姿
勢
、
笑
み
、
息
継
ぎ
の
た
め
の

ま間
、
何
か
を
言
い
そ
こ
な
っ
て
言
い
直
そ
う
と
す
る
と
き
に
か
す
か
な
焦
り
の
表
情
、
ち
ょ
っ
と
し
た
気
取
り
と
芝
居
っ
気
、
ち
ょ
っ
と
し
た
照
れ

プ
レ
ゼ
ン
ス

と
羞
恥
心

ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
彼
の
肉
体
の
現
前
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
を
集
約
し
表
象
し
て
い
る
も
の
と
し
て
の
、
彼
の

「
声
」
だ
っ
た
と
結
局
は
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
「
声
」
に
乗
っ
た
彼
の
チ
ェ
コ
語
の
詩
の
美
し
い
音
楽
に
、
そ
の
意
味
は
一
語
た
り
と
も
理
解
で

き
な
い
ま
ま
、
わ
た
し
は
う
っ
と
り
と
聞
き
惚
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
「
声
」
を
通
じ
て
わ
た
し
が
触
れ
た
の
は
、
大
袈
裟
な
物
言
い
を
恥
じ
ず
に
言
え
ば
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
彼
の
「
魂
」
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。「
魂
」
と
は
、
先
に
触
れ
た
、
作
品
を

そ
の
孤
立
し
た
特
異
性
を

垂
直
に
掘
り
下
げ
た
と
こ
ろ
で
突
き
当
た
る
普
遍
性

の
基
底
と
呼
ん
だ
も
の
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
普
遍
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
民
族
性
の
境
界
を
越
え
、
言
語
の
境
界
を
越
え
、
国
籍
を
異

に
す
る
人
々
の
間
で
広
く
共
有
さ
れ
う
る
体
験
で
あ
る
。
徹
底
的
に
特
異
た
ら
ん
と
す
る
意
志
が
不
意
に
徹
底
的
な
普
遍
性
の
空
間
へ
突
き
抜
け
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
魂
」
と
「
魂
」
の
間
の
交
流
が
実
現
す
る
。
そ
れ
が
文
学
の
持
つ
か
け
が
え
の
な
い
「
質
」
で
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ア
ト
ポ
ス

あ
り
「
徳
」
で
あ
り
「
力
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
人
は
国
籍
も
人
種
も
階
級
も
な
い
「
無�

場
」
に
連
れ
出
さ
れ
る
。

民
族
性
の
刻
印
を
帯
び
た
言
葉
に
よ
っ
て
書
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
国
際
的
な

Ⅱ

と
い
う
点
で
文
学
に
あ
る
限
界
が
課
さ

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
先
ほ
ど
か
ら
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
強
調
し
た
通
り
だ
。
し
か
し
、Ｃ
文
学
も
ま
た
越
境
す
る
。
文
学
が
民
族
か
ら
民
族
へ
、

言
語
か
ら
言
語
へ
、
噓
の
よ
う
な
た
や
す
さ
で
境
界
を
跨
ぎ
越
え
、「
魂
」
と
「
魂
」
と
を
出
会
わ
せ
て
く
れ
る
、
そ
ん
な
思
い
が
け
な
い
出
来
事

が
こ
れ
ま
で
た
し
か
に
生
起
し
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
生
起
し
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
情
報
化
」
や
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
」
に
よ
る
越
境
と
は
ま
っ
た
く
違
う
回
路
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
越
境
で
あ
る
だ
ろ
う
。

（
松
浦
寿
輝
「
平
準
化
と
特
異
化
」
に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
・
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

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
）
チ
タ
イ

1

ヨ
ウ
チ
な
振
る
舞
い
を
慎
む

2

列
車
が
雪
で
チ
エ
ン
す
る

3

計
画
を
チ
ミ
ツ
に
立
て
る

4

方
向
オ
ン
チ
で
道
に
迷
う

5

王
が
一
国
を
ト
ウ
チ
す
る
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（
イ
）
ボ
ウ
リ
ャ
ク

1

株
価
の
ボ
ウ
ラ
ク
を
予
想
す
る

2

国
の
ボ
ウ
セ
キ
業
が
発
展
す
る

3

見
事
な
見
識
に
ダ
ツ
ボ
ウ
す
る

4

ブ
ン
ボ
ウ
グ
を
買
い
そ
ろ
え
る

5

国
家
の
イ
ン
ボ
ウ
論
を
唱
え
る

（
ウ
）
モ
ヨ
オ
し

1

出
欠
の
返
事
を
サ
イ
ソ
ク
す
る

2

監
督
と
し
て
サ
イ
ハ
イ
を
振
る

3

一
国
の
サ
イ
シ
ョ
ウ
を
務
め
る

4

サ
イ
ダ
ン
に
お
供
え
物
を
す
る

5

部
下
の
サ
イ
リ
ョ
ウ
に
任
せ
る
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問
二

波
線
部
ⅰ
・
ⅱ
は
慣
用
的
表
現
で
あ
る
。
空
欄
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
後
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

文
学
的
価
値
の

を
制
す
る

1

延
命

2

渇
命

3

窮
命

4

死
命

5

身
命

ⅱ

同
じ

に
載
せ
ら
れ
う
る
問
題

1

雲
上

2

架
上

3

頭
上

4

僭
上

5

俎
上

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
。
な
お
、
一
つ
の
語
は
一
回
し
か
用
い
て
は
な
ら
ず
、
二
か
所
あ
る

Ⅱ

に
は
同
じ
語
が
入
る
。

1

衒
学

2

教
唆

3

淘
汰

4

講
釈

5

伝
播

6

反
芻

7

優
遇

8

所
産

9

境
界

10

離
反
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問
四

傍
線
部
（
あ
）
・
（
い
）
の
語
句
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
）
陳
腐
な

1

滑
稽
な

2

無
作
法
な

3

怪
し
げ
な

4

月
並
み
な

5

風
変
わ
り
な

（
い
）
揶
揄
さ
れ
る

1

大
笑
さ
れ
る

2

誤
認
さ
れ
る

3

か
ら
か
わ
れ
る

4

過
小
評
価
さ
れ
る

5

非
難
さ
れ
る

＊＊20



問
五

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
後
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

は
い
ち

そ
れ
が
「
情
報
化
社
会
」
と
も
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
も
真
っ
向
か
ら
背
馳
す
る
限
界
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か

だ
。

1
《

ａ

》

2
《

ｂ

》

3
《

ｃ

》

4
《

ｄ

》

5
《

ｅ

》

問
六

傍
線
部
Ａ
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
も
ま
た
、
文
学
と
は
き
わ
め
て
相
性
が
悪
い
と
あ
る
が
、「
文
学
」
の
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
こ
の
よ
う
に
言

え
る
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

テ
ク
ス
ト
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
過
剰
、
残
余
、
欠
落
な
ど
は
複
数
の
民
族
間
で
共
有
さ
れ
る
言
語
に
よ
っ
て
の
み
伝
達
可
能
で
あ
る
点

2

文
章
中
に
書
か
れ
て
い
な
い
部
分
か
ら
余
韻
を
感
じ
取
っ
た
り
多
様
な
解
釈
の
統
一
を
試
み
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
点

3

感
覚
器
官
を
直
接
経
由
す
る
と
い
っ
た
感
じ
る
行
為
だ
け
で
な
く
、
百
科
事
典
的
な
知
識
が
無
け
れ
ば
鑑
賞
で
き
な
い
点

4

ロ
ー
カ
ル
言
語
な
ら
で
は
の
表
現
が
内
包
す
る
潜
在
的
な
意
味
を
想
像
力
に
よ
っ
て
十
分
に
味
わ
う
と
い
う
行
為
を
要
求
す
る
点

5

テ
ク
ス
ト
の
表
面
に
は
直
接
現
れ
な
い
「
意
味
内
容
」
が
読
者
に
余
す
こ
と
な
く
咀
嚼
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
存
在
し
て
い
る
点
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問
七

傍
線
部
Ｂ
き
わ
め
て
稀
少
な
体
験
と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
の
表
現
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
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

小
説
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
含
蓄
の
あ
る
表
現
を
文
学
的
な
価
値
を
損
な
う
こ
と
な
く
他
言
語
に
変
換
で
き
て
い
る
訳
文
は
め
っ
た
に

な
く
、
む
し
ろ
現
在
で
は
労
を
避
け
る
が
ご
と
く
平
易
な
文
体
の
作
品
ば
か
り
を
選
ん
で
翻
訳
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

2

繊
細
な
「
機
微
」
や
複
雑
な
「
綾
」
を
含
み
持
つ
小
説
の
意
味
内
容
を
一
言
一
句
ず
つ
対
応
さ
せ
て
正
確
か
つ
厳
密
に
翻
訳
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
作
品
は
稀
有
な
も
の
で
、
通
常
は
シ
ン
プ
ル
な
言
語
で
書
か
れ
た
海
外
小
説
の
ほ
う
が
好
ん
で
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

3

古
井
の
文
章
に
見
ら
れ
る
言
葉
の
不
透
明
性
を
他
言
語
で
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
書
物
に
触
れ
ら
れ
る
の
は
ご
く
ま
れ
な
こ
と
で
あ
り
、

現
時
点
に
お
い
て
ペ
ラ
ン
の
仏
訳
に
相
当
す
る
レ
ベ
ル
の
古
井
の
翻
訳
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

4

日
本
語
特
有
の
含
意
の
深
さ
や
広
が
り
を
解
釈
可
能
な
外
国
語
に
細
か
く
移
し
替
え
て
い
る
訳
本
は
世
界
中
で
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、

た
い
て
い
の
翻
訳
業
は
翻
訳
家
の
技
術
的
な
問
題
か
ら
原
典
を
表
層
的
な
も
の
に
変
え
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と

5

文
学
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
情
報
に
還
元
さ
れ
な
い
余
剰
と
な
る
要
素
を
で
き
る
だ
け
多
く
言
語
化
し
よ
う
と
努
め
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
訳

本
は
珍
し
く
、
一
般
的
に
翻
訳
後
の
小
説
に
は
原
典
の
言
語
よ
り
も
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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問
八

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

効
率
性
の
原
理
に
統
べ
ら
れ
た
市
場
と
は
根
本
的
に
異
質
な

2
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に
抵
抗
す
べ
く
徹
底
し
て
閉
ざ
さ
れ
た

3

翻
訳
業
の
文
化
的
達
成
度
に
本
質
を
委
ね
て
い
る
小
規
模
な

4

速
さ
を
是
と
す
る
市
場
意
識
を
根
本
か
ら
変
革
し
て
し
ま
う

5

消
費
社
会
を
形
成
す
る
資
本
主
義
的
な
市
場
と
融
合
し
う
る
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問
九

傍
線
部
Ｃ
文
学
も
ま
た
越
境
す
る
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
越
境
す
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

文
学
作
品
が
、
人
間
的
な
交
流
の
場
に
お
い
て
の
み
突
如
と
し
て
普
遍
性
を
帯
び
、
そ
の
情
報
が
あ
ら
ゆ
る
国
籍
や
人
種
の
人
々
に
水
平

的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と

2

文
学
作
品
が
、
当
初
か
ら
の
目
標
と
し
て
普
遍
性
の
獲
得
を
志
向
し
、
そ
れ
を
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
国
籍
や
人
種
、
階

級
の
人
々
に
共
有
さ
れ
る
存
在
に
な
る
こ
と

3

文
学
作
品
が
、
み
ず
か
ら
の
特
異
性
を
き
わ
め
た
先
で
奇
し
く
も
普
遍
性
を
獲
得
し
、
民
族
や
言
語
な
ど
の
隔
た
り
な
し
に
広
く
受
け
入

れ
ら
れ
る
こ
と

4

文
学
作
品
が
、「
情
報
化
」
や
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
に
飼
い
慣
ら
さ
れ
て
い
き
な
が
ら
、
人
々
の
肉
体
を
通
じ
て
他
民
族
に
形
容
し
が
た

い
感
動
を
与
え
る
こ
と

5

文
学
作
品
が
、
平
準
化
、
均
質
化
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
と
発
展
を
繰
り
返
し
た
結
果
と
し
て
、
万
人
に
訴
え
る
思
想
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

性
を
獲
得
す
る
こ
と
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問
十

次
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
に
六
人
の
生
徒
が
意
見
を
発
表
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
趣
旨
に
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

生
徒
Ａ

筆
者
は
文
学
が
言
語
間
、
民
族
間
の
境
界
を
越
え
て
読
者
を
得
る
こ
と
に
本
質
的
な
困
難
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
ま
す
。
そ
の
難
し
さ
と
は
、
文
学
が
ロ
ー
カ
ル
な
言
語
で
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
す
ね

2

生
徒
Ｂ

例
え
ば
、
日
本
語
の
「
桜
の
花
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
背
景
に
は
、
日
本
特
有
の
文
化
的
な
含
み
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
他
言
語
で
直
訳
し
た
だ
け
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
要
素
が
文
学
の
翻
訳
を
困
難
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

3

生
徒
Ｃ

「
情
報
」
と
は
確
実
に
伝
達
さ
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
言
説
断
片
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
断
片

み
い
だ

化
」
に
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
現
代
の
傾
向
を
、
筆
者
は
「
平
準
化
」
と
称
し
て
危
惧
し
て
い
る
の
で
す
ね

4

生
徒
Ｄ

文
学
を
文
学
た
ら
し
め
る
難
解
さ
や
複
雑
さ
は
、
そ
の
作
品
が
持
つ
最
も
貴
重
な
要
素
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
文
学
が
安
易

に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
す
れ
ば
、
文
学
の
特
異
性
は
失
わ
れ
、
無
機
質
な
作
品
ば
か
り
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま
す

5

生
徒
Ｅ

筆
者
は
チ
ェ
コ
詩
人
の
朗
読
を
聞
き
「
異
様
な
感
動
」
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
筆
者
の
身
体
の
内
で
は
、
聴
覚
を

刺
激
し
て
美
的
印
象
を
生
み
出
す
一
般
的
な
音
楽
鑑
賞
と
同
じ
原
理
が
働
い
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す

6

生
徒
Ｆ

現
代
に
お
い
て
、
平
準
化
・
均
質
化
に
逆
ら
っ
て
突
き
進
ん
で
い
く
文
学
が
孤
立
し
て
い
く
こ
と
は
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
垂
直
的
な
生
成
変
化
こ
そ
が
文
学
の
も
っ
と
も
大
事
な
部
分
を
守
る
の
で
し
ょ
う
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二

（イ）（い）

（あ） （ア）

問
一

問
三

問
七

問
九

問
六

問
五

（ウ）

（イ）

（ア）（あ）

問
一

一

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

（ウ）

１
２
３
４
５

ⅱ

ⅰ

１
２
３
４
５

Ⅰ

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５
６

１
２
３
４
５

問
二

１
２
３
４
５

（い）

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

（エ）

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

問
四
Ⅰ

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

Ⅱ

問
二

１
２
３
４
５

問
八

１
２
３
４
５
６
７
８
９

Ⅱ

１
２
３
４
５
６
７
８
９

Ⅲ

１
２
３
４
５
６
７
８
９

問
四問

七
問
五

問
六

問
八

4
3

5

1
2

1
2

5
4
3

問
九

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

3
4
5

1
2

3
4
5

1
2

問
十

3
4
5
6

1
2

5
4
3
2
1

問
三
Ｘ

１
２
３
４
５

１
２
３
４
５

Ｙ

50点50点

国
語
解
答
用
紙　

2
日
﹇
＊
＊
﹈


