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問
題
は
1
か
ら
5
ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、

や 

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

6　

答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き

な
さ
い
。

8　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

（ 6 日）
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次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

⑴　

カ
イ
シ
ン
の
友
と
語
ら
う
。

⑵　

夢
が
か
な
っ
て
ボ
ウ
ガ
イ
の
幸
せ
だ
。

⑶　

フ
タ
イ
テ
ン
の
決
意
で
臨
む
。

⑷　

イ
チ
ヨ
ウ
ラ
イ
フ
ク
の
き
ざ
し
が
見
え
る
。

⑸　

意
見
の
サ
イ
ヒ
を
決
す
る
。

2

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴　

朝
早
く
に
港
を
出
帆
す
る
。

⑵　

鋭
く
世
相
を
斬
る
論
評
。

⑶　

そ
の
情
報
は
眉
唾
物
だ
。

⑷　

山
奥
の
閑
寂
な
住
ま
い
。

⑸　

人
間
万
事
塞
翁
が
馬
で
あ
る
。
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場
か
ら
も
、
作
業
に
没
頭
し
て
い
る
振
り
を
し
て
逃
げ
続
け
た
。

俺
に
は
あ
ん
な
熱
が
な
い
。

俺
に
は
巧
拙
を
二
の
次
に
し
て
挑
め
る
よ
う
な
力
は
な
い
。

皮
肉
な
こ
と
に
、
孤
高
を
貫
く
こ
と
さ
え
ひ
と
つ
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
周
囲
か
ら

は
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
同
時
に
蟠

わ
だ
か
まり

は
溜た

ま
り
続
け
る
。
⑵

出
口
は
ま
す

ま
す
遠
の
い
た
。

芳よ
し

美み

と
札さ

っ

幌ぽ
ろ

駅
前
に
出
か
け
た
の
は
、
腹
に
抱
え
た
想お

も

い
が
膨
ら
ん
で
き
た
秋
の

こ
と
だ
っ
た
。

た
ま
た
ま
、
妻
の
友
人
の
友
人
が
駅
前
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
兼
喫
茶
店
で
個
展
を
開
く

と
い
う
こ
と
で
、
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
光
義
も
足
を
延
ば
し
た
。
同
業
者
の
個
展
は
な

る
べ
く
避
け
て
き
た
が
、
そ
の
知
人
は
風
景
を
描
い
た
水
彩
画
が
専
門
だ
と
聞
き
、

気
晴
ら
し
に
出
か
け
た
。

「
あ
あ
、
良
か
っ
た
わ
ね
え
。
落
ち
着
い
た
絵
で
。
喫
茶
店
の
佇た

た
ずま

い
も
素
敵
だ
っ

た
。」

「
そ
う
だ
な
。
い
い
個
展
と
店
だ
っ
た
。」

午
前
の
オ
ー
プ
ン
に
合
わ
せ
て
花
を
持
っ
て
訪
問
し
、
ま
だ
客
の
い
な
い
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
絵
の
主
と
歓
談
し
て
か
ら
喫
茶
ス
ペ
ー
ス
で
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
と
コ
ー
ヒ
ー
を

頼
ん
だ
。
絵
に
つ
い
て
光
義
は
専
門
外
だ
が
、
た
だ
道
内
の
景
色
を
綺き

麗れ
い

で
美
し
く

描
く
だ
け
で
な
く
、
一
枚
に
一
頭
、
も
し
く
は
一
匹
、
必
ず
動
物
の
姿
が
描
き
込
ま

れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
だ
っ
た
。

鹿
、
熊
、
狐き

つ
ね、

エ
ゾ
リ
ス
、
シ
マ
リ
ス
、
馬
、
牛
…
…
。
い
ず
れ
も
、
可か

愛わ
い

ら
し

く
描
こ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
愛
嬌
あ
る
風
に
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
に
、
ど
の
動

物
も
、
じ
っ
と
睨に

ら

む
よ
う
に
し
て
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
の
だ
。

⑶「
動
物
の
姿
が
印
象
的
で
す
ね
。」

思
わ
ず
そ
う
口
に
出
し
た
光
義
に
、
芳
美
と
そ
う
年
の
変
わ
ら
な
い
、
専
業
主
婦

の
傍か

た
わら

絵
を
描
き
続
け
て
い
る
と
い
う
作
者
は
微ほ

ほ

笑え

ん
で
「
そ
う
な
ん
で
す
よ
。」

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

定
年
ま
で
勤
め
上
げ
る
つ
も
り
だ
っ
た
銀
行
を
四
十
代
半
ば
で
や
め
る
は
め
に
な
っ

た
佐さ

川が
わ

光み
つ

義よ
し

は
、
趣
味
で
あ
っ
た
陶
芸
を
新
た
な
仕
事
に
選
ん
だ
。
銀
行
員
時
代
、

営
業
の
最
前
線
で
文
句
も
言
わ
ず
懸
命
に
働
き
続
け
て
き
た
か
ら
か
、
依
頼
主
の
要

望
に
応
え
る
や
り
方
が
自
身
の
持
ち
味
に
な
り
、
徐
々
に
顧
客
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

北
海
道
と
い
う
土
地
柄
か
、
茶
の
湯
や
華
道
の
伝
統
が
根
底
に
あ
る
〝
焼や

き

物も
の

〞
か

ら
離
れ
た
自
由
す
ぎ
る
気
風
が
、
光
義
の
や
り
方
を
後
押
し
し
た
。

そ
の
姿
勢
を
、
柔
軟
に
過
ぎ
る
と
揶や

揄ゆ

す
る
同
業
者
が
い
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。

だ
が
、「
落
と
し
て
割
っ
て
し
ま
っ
た
が
ま
た
あ
の
軽
い
茶ち

ゃ

碗わ
ん

が
欲
し
い
」
と
か
、

「
あ
の
皿
に
盛
れ
ば
子
ど
も
が
食
事
を
残
さ
ず
食
べ
て
く
れ
る
」
と
い
う
反
応
が
あ

る
こ
と
の
何
が
悪
い
と
い
う
の
か
。

競
争
か
ら
離
れ
た
職
種
で
生
活
が
成
り
立
っ
て
い
る
以
上
、
使
う
人
間
に
添
っ
た

も
の
を
作
れ
れ
ば
自
分
は
そ
れ
で
い
い
。
そ
う
考
え
恥
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

そ
う
し
て
数
年
が
経た

っ
た
頃
。
ぼ
ち
ぼ
ち
と
器
が
売
れ
、
毎
月
二
人
分
の
食
費
ぐ

ら
い
は
土
か
ら
稼
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
手
が
土
に
馴な

染じ

め
ば
馴
染
む

ほ
ど
、
練
度
が
上
が
れ
ば
上
が
る
ほ
ど
、
⑴

光
義
は
自
分
の
裡う

ち

か
ら
の
声
を
無
視
で 

き
な
く
な
る
。

俺
に
は
芯
が
な
い
。

使
う
者
が
望
ん
だ
形
を
作
る
。
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
に
す
る
。
そ
こ
に
疑
問
は

な
か
っ
た
筈は

ず

な
の
に
、
長
所
た
る
柔
軟
さ
こ
そ
が
光
義
を
ゆ
っ
く
り
と
蝕む

し
ばむ

よ
う
な

気
が
し
て
い
た
。

迸
ほ
と
ば
しる

情
念
を
そ
の
ま
ま
粘
土
に
ぶ
つ
け
た
よ
う
な
前
衛
作
品
を
目
に
す
る
こ
と
が

辛つ
ら

く
な
り
、
同
業
者
の
作
品
展
か
ら
も
足
が
遠
の
い
た
。
情
報
交
換
を
す
る
よ
う
な

3 
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も
の
で
は
な
い
し
、
ピ
ラ
フ
も
湯
気
が
立
っ
て
い
て
香
ば
し
い
。
光
義
は
パ
ス
タ
を

口
に
運
び
な
が
ら
、
料
理
の
量
の
割
に
は
大
き
目
な
白
い
皿
を
爪
で
弾は

じ

い
た
。
丈
夫

で
重
ね
や
す
く
て
洗
い
や
す
い
、
量
産
品
だ
。

「
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は
皿
と
か
カ
ト
ラ
リ
ー
で
経
費
抑
え
る
ん
だ
よ
な
。」

「
や
っ
ぱ
り
見
ち
ゃ
う
の
ね
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
。」

窘た
し
なめ

る
よ
う
な
妻
の
視
線
を
受
け
て
、
光
義
は
フ
ォ
ー
ク
を
置
い
た
。

⑷「
俺
は
も
う
い
い
か
な
。」

「
そ
う
？　

さ
っ
き
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
、
ち
ょ
っ
と
重
か
っ
た
か
し

ら
ね
。」

「
い
や
、
な
ん
か
少
し
頭
痛
が
す
る
よ
う
な
、
し
な
い
よ
う
な
。」

「
ど
っ
ち
よ
。」

あ
ま
り
重
く
受
け
止
め
て
い
な
い
妻
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
光
義
は
目
を
閉
じ
た
。

暗
闇
の
中
に
、
眼
下
に
広
が
る
真
新
し
い
道
の
レ
ン
ガ
の
規
則
正
し
い
並
び
が
思

い
浮
か
ぶ
。
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
、
か
つ
て
栄
え
た
時
代
の
、
し
か
し
今
も
厳
然
と

佇
む
レ
ン
ガ
造
り
の
庁
舎
。
同
じ
規
格
の
量
産
品
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
規
律
の
美
。

そ
し
て
さ
っ
き
の
個
展
で
見
た
、
穏
や
か
な
景
色
に
映
り
こ
ん
だ
生
き
物
達
の

目
。
見
る
者
に
全
て
の
印
象
を
委
ね
る
よ
う
な
、
ど
こ
か
空
虚
な
眼ま

な

差ざ

し
。

「
怖
い
の
か
も
し
れ
な
い
。」

光
義
は
、
目
と
目
の
間
を
押
さ
え
な
が
ら
口
を
開
い
た
。
白
旗
宣
言
だ
、
と
自
ら

思
っ
た
。

「
怖
い
？　

な
に
急
に
。」

「
自
分
が
新
し
い
作
風
を
作
る
こ
と
が
。」

芳
美
は
フ
ォ
ー
ク
を
持
っ
た
ま
ま
、
次
の
言
葉
を
待
っ
て
い
た
。
慣
れ
た
静
け
さ

の
中
の
、
馴な

れ
合
っ
た
夫
婦
の
間
で
し
か
互
い
に
本
音
を
言
わ
な
く
な
っ
た
の
は
銀

行
時
代
か
ら
の
癖
だ
。
馬
鹿
正
直
に
構
え
す
ぎ
る
自
分
が
、
今
は
ひ
ど
く
疎う

と

ま
し
い
。

「
新
し
く
作
る
べ
き
も
の
が
見
え
た
と
し
て
、
磨
か
れ
る
べ
き
も
の
と
自
覚
で
き
た

＊

と
答
え
た
。

「
動
物
を
入
れ
な
い
と
、
ど
う
も
気
が
済
ま
な
い
ん
で
す
。」

曖
昧
で
、
そ
し
て
、
秘
め
た
拘こ

だ
わり
を
聞
き
だ
す
こ
と
を
許
さ
な
い
答
え
に
、
光
義

は
ど
う
返
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
ず
ぼ
ん
や
り
微
笑
ん
だ
。

「
ね
え
、
お
昼
、
新
し
く
で
き
た
通
り
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
よ
。」

歩
道
を
歩
き
な
が
ら
、
つ
ら
つ
ら
と
今
日
見
た
絵
を
反は

ん

芻す
う

し
て
い
る
光
義
に
、
芳

美
が
声
を
か
け
た
。

「
新
し
く
で
き
た
通
り
っ
て
？
」

「
赤
レ
ン
ガ
前
の
と
こ
。
前
か
ら
工
事
し
て
た
の
が
、
終
わ
っ
た
ん
だ
っ
て
。
歩
行

者
天
国
に
な
っ
て
て
、
両
脇
に
お
店
も
沢
山
で
き
た
ら
し
い
わ
よ
。」

断
る
理
由
も
な
く
、
足
取
り
の
軽
い
芳
美
の
一
歩
後
を
歩
き
続
け
た
。
幅
の
広
い

歩
行
者
天
国
の
足
下
は
全
て
赤
い
レ
ン
ガ
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、
通
り
の
西
側
行
き
止

ま
り
に
は
愛
称
〝
赤
レ
ン
ガ
〞
と
呼
ば
れ
る
北
海
道
庁
旧
本
庁
舎
が
あ
り
、
そ
の
名

の
通
り
レ
ン
ガ
造
り
巨
大
建
造
物
の
威
容
を
誇
っ
て
い
る
。

「
な
ん
だ
か
久
し
ぶ
り
に
赤
レ
ン
ガ
見
た
な
。」

「
そ
う
ね
え
。
観
光
名
所
っ
て
、
地
元
だ
と
そ
ん
な
に
来
な
い
も
の
ね
え
。」

レ
ン
ガ
敷
き
の
道
に
立
ち
、
正
面
に
赤
レ
ン
ガ
を
見
な
が
ら
光
義
と
芳
美
は
し
ば

し
建
物
の
全
容
を
眺
め
た
。
話
し
て
い
る
間
に
も
、
中
国
語
ら
し
き
言
葉
で
会
話
す

る
グ
ル
ー
プ
が
嬉き

き々

と
し
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
写
真
を
撮
っ
て
い
く
。

両
脇
に
何
軒
か
あ
る
飲
食
店
の
う
ち
、
道
路
に
面
し
て
テ
ラ
ス
席
を
構
え
た
カ

フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
を
芳
美
は
選
ん
だ
。
従
業
員
に
促
さ
れ
る
ま
ま
、
赤
レ
ン
ガ
が
よ

く
見
え
る
二
階
席
に
落
ち
着
く
。
レ
ン
ガ
舗
道
に
植
え
ら
れ
た
イ
チ
ョ
ウ
並
木
の
黄

色
い
葉
が
、
二
色
の
模
様
を
作
っ
て
い
た
。

芳
美
が
選
ん
だ
、
半
分
が
ト
マ
ト
の
パ
ス
タ
、
半
分
が
ス
タ
ミ
ナ
ピ
ラ
フ
と
い
う

ラ
ン
チ
メ
ニ
ュ
ー
を
光
義
も
「
じ
ゃ
あ
俺
も
そ
れ
。」
と
深
く
考
え
ず
に
オ
ー
ダ
ー

す
る
。

ほ
ど
な
く
し
て
運
ば
れ
て
き
た
料
理
は
悪
く
な
か
っ
た
。
パ
ス
タ
は
茹ゆ

で
お
い
た
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⑸
芳
美
は
ま
だ
半
分
残
っ
て
い
る
光
義
の
皿
を
ひ
っ
た
く
っ
て
、
空
い
た
場
所
に

自
分
の
プ
レ
ー
ト
か
ら
ピ
ラ
フ
を
盛
っ
た
。
そ
し
て
ゴ
ン
、
と
音
を
立
て
て
光
義
の

前
に
再
び
置
い
た
。

「
お
い
、
あ
ん
ま
り
食
欲
な
い
っ
て
。」

「
好
き
に
や
る
し
か
な
い
じ
ゃ
な
い
。」

光
義
の
抗
議
を
無
視
し
て
、
芳
美
は
自
分
の
皿
か
ら
パ
ス
タ
を
持
ち
あ
げ
た
。

「
あ
な
た
な
ん
て
所
詮
あ
な
た
で
し
か
な
い
ん
だ
か
ら
。
私
が
私
で
し
か
な
い
の
と

同
じ
に
。」

芳
美
は
そ
う
言
っ
た
き
り
、
黙
々
と
パ
ス
タ
を
口
に
運
び
始
め
た
。
そ
の
静
か
な

所
作
の
底
に
、
ほ
の
か
な
怒
り
が
波
打
っ
て
い
る
の
を
光
義
は
感
じ
た
。
そ
れ
は
彼

女
本
人
の
せ
い
で
も
、
夫
だ
け
の
せ
い
で
も
な
い
。
滞
り
の
な
い
日
常
の
代
償
と
し

て
、
静
か
に
深
く
折
り
重
な
っ
て
い
っ
た
怒
り
だ
っ
た
。

大
層
な
立
場
じ
ゃ
な
い
。

な
ら
土
に
ま
み
れ
て
中ち

ゅ
う途と

半は
ん

端ぱ

な
有あ

り

様さ
ま

で
死
ん
で
も
、
い
い
だ
ろ
う
か
。

鬼き

籍せ
き

の
父
が
許
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
妻
が
呆あ

き

れ
た
と
し
て
も
、
俺
は
無ぶ

様ざ
ま

で

い
い
だ
ろ
う
か
。

光
義
は
し
ば
ら
く
皿
を
眺
め
て
か
ら
、
ス
プ
ー
ン
を
と
っ
て
わ
し
わ
し
と
行
儀
悪

く
飯
を
口
に
流
し
込
み
始
め
た
。

あ
の
昼
食
以
来
、
普
段
の
製
陶
と
は
別
に
、
光
義
は
夜
に
自
分
の
た
め
の
作
業
を

試
み
続
け
て
い
る
。

（
河
﨑
秋
子
「
温
む
骨
」
に
よ
る
）

＊

と
し
て
、
そ
れ
を
成
す
力
が
、
技
術
が
自
分
に
な
か
っ
た
ら
、
俺
は
、
ど
う
し
た
ら

い
い
ん
だ
ろ
う
。」

規
格
通
り
に
几き

帳ち
ょ
う

面め
ん

に
並
べ
ら
れ
た
、
な
の
に
芸
術
に
近
い
レ
ン
ガ
建
造
物
。

日
々
の
生
活
を
堅
実
に
務
め
て
生
き
る
人
が
、
自
分
の
中
に
あ
る
声
に
導
か
れ
て

描
い
た
動
物
達
の
表
現
。

今
の
俺
は
そ
の
、
い
ず
れ
で
も
な
い
。

道
に
迷
い
、
迷
う
こ
と
で
心
が
苛さ

い
なま

れ
る
位
な
ら
ば
、
も
う
老
後
な
の
だ
と
諦
め

て
土
を
い
じ
る
こ
と
も
や
め
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
？　

も
う
定
年
の
年
も
過
ぎ

た
。
銀
行
か
ら
一
つ
の
部
品
と
し
て
切
り
離
さ
れ
た
時
と
大
き
く
変
わ
り
は
し
な

い
。
何
も
見
つ
け
ら
れ
ず
、
何
も
の
に
も
な
れ
な
い
。
結
局
こ
こ
が
終
着
点
な
ん

じ
ゃ
な
い
の
か
？

解
答
を
導
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
後
で
、
己
の
迷
い
が
次
々
と
顕あ

ら
われ

光
義
の
脳
裏
を

占
め
る
。
舌
の
奥
に
溜
ま
っ
て
き
た
嫌
な
味
の
唾
液
さ
え
飲
み
下
せ
な
く
な
っ
て
き

た
時
、
芳
美
が
口
を
開
い
た
。

「
あ
な
た
は
本
当
に
馬
鹿
。」

ま
る
で
、
明
日
も
雪
だ
と
告
げ
る
気
象
予
報
士
の
よ
う
に
平
淡
に
芳
美
は
告
げ
た
。

「
も
し
も
明
日
、
突
然
体
が
動
か
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
年
を
と
っ
て
よ

ぼ
よ
ぼ
に
な
っ
て
も
、
あ
な
た
き
っ
と
土
を
い
じ
る
と
思
う
。
そ
れ
が
上う

手ま

い
か
下

手
か
に
か
か
わ
ら
ず
。」

あ
な
た
の
望
む
よ
う
に
や
れ
ば
い
い
の
よ
、
と
か
、
無
理
は
す
る
こ
と
な
い
っ

て
、
と
か
、
夫
を
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に
せ
よ
、
穏
や
か
な
言
葉
を
想
定
し

て
い
た
光
義
は
面め

ん

食く

ら
っ
た
。
思
わ
ず
、「
う
ん
、
ま
あ
、
そ
う
な
ん
だ
け
ど
。」
と

小
さ
く
言
葉
を
返
す
。

「
言
っ
ち
ゃ
悪
い
け
ど
、
あ
な
た
別
に
人
間
国
宝
と
か
目
指
し
て
る
訳
じ
ゃ
な
い
で

し
ょ
？　

そ
り
ゃ
、
焼
物
で
ご
飯
食
べ
ら
れ
る
こ
と
は
立
派
だ
け
れ
ど
、
あ
な
た
が

何
を
作
ろ
う
と
、
何
か
に
責
任
を
負
う
と
か
、
そ
ん
な
大
層
な
立
場
じ
ゃ
な
い
は
ず

で
し
ょ
。」
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〔
問
2
〕　

出
口
は
ま
す
ま
す
遠
の
い
た
。
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

八
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〔
問
3
〕　
「
動
物
の
姿
が
印
象
的
で
す
ね
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る

光
義
の
様
子
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど

れ
か
。

ア　

風
景
画
に
描
き
込
ま
れ
た
動
物
達
の
空
虚
な
眼
差
し
に
、
作
者
の
表
現
者
と
し
て

の
強
い
こ
だ
わ
り
と
情
念
を
直
感
的
に
感
じ
取
り
、
予
想
を
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け

に
気
持
ち
の
構
え
も
な
く
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
て
い
る
様
子
。

イ　

風
景
画
に
描
か
れ
た
動
物
達
が
み
な
、
見
る
者
に
対
し
挑
む
よ
う
な
眼
差
し
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
隠
さ
れ
た
表
現
上
の
ね
ら
い
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
、
作
者
に
表
現

意
図
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
。

ウ　

風
景
画
を
見
て
、
そ
れ
が
風
景
自
体
で
は
な
く
作
者
の
内な

い

奥お
う

の
感
情
を
寓ぐ

う

意い

的て
き

に

表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
見
抜
き
、
同
じ
表
現
者
と
し
て
そ
の
点
に
気
づ

く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
さ
り
げ
な
く
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
様
子
。

エ　

制
作
の
刺
激
に
な
れ
ば
と
い
う
期
待
か
ら
訪
れ
た
風
景
画
の
個
展
が
予
想
し
て
い

た
以
上
に
素
晴
ら
し
か
っ
た
こ
と
に
満
足
し
、
絵
に
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
ほ
ど

の
奥
深
さ
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
を
短
い
言
葉
で
表
し
て
い
る
様
子
。

⑵⑶

〔
注
〕
カ
ト
ラ
リ
ー 　

     

洋
食
に
用
い
る
金
属
製
ナ
イ
フ
・
フ
ォ
ー
ク
・
ス
プ
ー

ン
類
の
総
称
。

 

鬼き

籍せ
き

の
父 　

     

レ
ン
ガ
工
場
で
働
い
て
い
た
、
光
義
の
亡
く
な
っ
た
父
。

子
供
に
は
、
自
分
と
は
異
な
る
苦
労
の
な
い
生
活
を
送
る
こ

と
を
望
ん
で
い
た
。

〔
問
1
〕　

光
義
は
自
分
の
裡う

ち

か
ら
の
声
を
無
視
で
き
な
く
な
る
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い

う
こ
と
か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア　

自
分
に
は
作
品
に
対
す
る
強
い
情
熱
や
同
業
者
の
よ
う
な
確
固
た
る
芯
が
な
く
、

依
頼
主
の
要
望
を
忠
実
に
再
現
す
る
作
品
作
り
に
専
念
す
る
べ
き
だ
と
い
う
思
い
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

趣
味
程
度
の
陶
芸
が
生
活
の
糧か

て

と
な
り
技
術
的
に
も
上
達
し
て
い
く
に
つ
れ
、
自

身
の
陶
芸
へ
の
向
き
合
い
方
や
熱
情
に
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

陶
芸
の
仕
事
を
始
め
て
腕
が
上
が
り
評
価
さ
れ
る
に
つ
れ
、
作
品
作
り
に
対
す
る

熱
意
が
薄
れ
て
い
き
、
こ
の
ま
ま
芸
術
の
世
界
に
身
を
置
く
べ
き
か
否い

な

か
と
い
う
迷

い
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

同
業
者
の
前
衛
的
な
作
品
を
見
て
自
分
の
才
能
の
平
凡
さ
を
痛
感
し
、
陶
芸
家
と

し
て
こ
の
ま
ま
続
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
自
分
自
身
を
責
め
る
心
の
声
に
さ
い
な
ま

れ
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

⑴
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〔
問
5
〕　
芳
美
は
ま
だ
半
分
残
っ
て
い
る
光
義
の
皿
を
ひ
っ
た
く
っ
て
、
空
い
た
場
所

に
自
分
の
プ
レ
ー
ト
か
ら
ピ
ラ
フ
を
盛
っ
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
行
動
の
意
図

を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
生
き
方
を
決
め
か
ね
て
い
る
夫
に
対
し
て
、
感
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
さ
ら
け
出
す

こ
と
で
、
自
分
の
怒
り
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ
　
迷
い
か
ら
抜
け
出
せ
ず
逡し

ゅ
ん

巡じ
ゅ
んす

る
夫
に
対
し
て
、
い
ら
立
ち
を
感
じ
な
が
ら
も
、

前
に
進
む
勇
気
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ
　
些さ

細さ
い

な
こ
と
を
悩
み
続
け
る
夫
に
対
し
て
、
す
っ
か
り
あ
き
れ
果
て
、
今
の
不
愉

快
な
時
間
を
早
く
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ
　
不
安
な
思
い
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
な
夫
に
対
し
て
、
何
も
言
わ
ず
に
寄
り
添
っ

て
い
く
決
意
を
、
遠
回
し
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑸

〔
問
4
〕　「
俺
は
も
う
い
い
か
な
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
光
義
の
気
持
ち
を
説
明
し

た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
自
分
の
作
品
の
価
値
が
主
婦
の
描
い
た
絵
の
価
値
に
さ
え
及
ば
な
い
こ
と
を
突
き

つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
実
用
品
と
い
う
点
で
も
レ
ン
ガ
の
規
律
の
美
に
は
及
ば

な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
自
己
の
可
能
性
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
。

イ
　
作
者
の
思
い
が
色
濃
く
表
れ
た
風
景
画
を
見
て
、
目
指
す
べ
き
新
し
い
作
風
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
か
め
た
も
の
の
、
自
分
に
は
ま
だ
そ
れ
を
実
現
す
る
だ
け
の
技
量
が
備

わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
お
ぼ
つ
か
な
さ
を
感
じ
て
い
る
。

ウ
　
風
景
画
の
個
性
的
な
美
も
赤
レ
ン
ガ
の
規
律
美
も
陶
芸
家
と
し
て
の
自
分
の
限
界

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
、
能
力
や
適
性
を
考
え
ず
に
安
易
に
陶
芸
と
い
う
道
を
選
ん

だ
こ
と
が
誤
り
だ
っ
た
と
実
感
し
、
後
悔
の
念
に
襲
わ
れ
て
い
る
。

エ
　
水
彩
画
も
赤
レ
ン
ガ
の
建
造
物
も
、
自
分
に
欠
落
し
て
い
る
も
の
を
痛
感
さ
せ
る

ば
か
り
で
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
す
必
要
は
感
じ
る
も
の
の
、
果
た
し
て
自
分
に

で
き
る
の
か
自
信
が
も
て
ず
重
苦
し
い
気
持
ち
に
陥
っ
て
い
る
。

⑷
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

一
般
に
、
合
理
性
と
客
観
性
は
科
学
の
両
輪
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
は
単
に
別
々
の
要
素
な
の
で
は
な
く
、
互
い
に
深
く
関
連
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
だ
ろ
う
か
。（
第
一
段
）

人
が
合
理
的
正
当
化
に
訴
え
る
の
は
、
自
分
の
主
張
に
他
者
の
同
意
を
と
り
つ
け

る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
同
意
を
と
り
つ
け
る
と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
力
ず
く
で

脅
迫
し
た
り
、
泣
き
落
と
し
て
共
感
を
誘
う
よ
う
な
こ
と
は
正
当
化
と
は
言
わ
な
い
。

正
当
化
は
単
な
る
力
の
発
揮
で
は
な
く
、
一
定
の
ル
ー
ル
に
従
っ
た
ゲ
ー
ム
と
し
て

行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
自
他
の
間
で
ル
ー
ル
が
共
有
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
っ
た
く
異
な
る
「
合
理
性
」
の
基
準
を
も
つ
人
に

対
し
て
の
正
当
化
は
無
益
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
正
当
化
を
行
う
た
め

に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
判
断
基
準
を
、
共
有
さ
れ
た
外
的
基
準
に
従
わ
せ
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
当
化
が
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
決
定
権
は
、
私
自
身
に
は
存
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
自

ら
の
判
断
を
正
当
化
す
る
と
は
、
そ
の
正
当
性
の
根
源
を
外
部
の
他
者
に
移
譲
し
従

わ
せ
る
と
い
う
、
⑴
逆
説
的
な
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
。（
第
二
段
）

こ
の
点
に
お
い
て
、
合
理
的
正
当
化
は
客
観
性
と
手
を
携
え
る
。
科
学
史
家
の
セ

オ
ド
ア
・
ポ
ー
タ
ー
が
そ
の
著
書
『
数
値
と
客
観
性
』
で
描
き
出
し
た
よ
う
に
、
19

〜
20
世
紀
の
欧
米
で
は
、
会
計
士
や
保
険
数
理
士
、
土
木
技
術
者
な
ど
と
い
っ
た
多

様
な
領
域
に
お
け
る
判
断
根
拠
が
、
訓
練
さ
れ
た
専
門
家
の
見
識
や
見
立
て
か
ら
、

よ
り
公
共
的
か
つ
明
示
的
に
確
認
で
き
る
数
字
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
ポ
ー
タ
ー
に

よ
れ
ば
、
こ
の
流
れ
を
進
め
た
の
は
、
利
害
関
係
者
や
議
会
、
規
制
当
局
な
ど
、
専

門
家
集
団
の
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
た
正
当
化
へ
の
要
求
で
あ
る
。
専
門
家
た
ち
は
決

し
て
恣
意
的
に
振
る
舞
っ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
自
ら
の
専
門
分
野
に
特
有
の
正
当

化
の
論
理
と
エ
ー
ト
ス
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
そ
の
分
野
の
訓

4

＊

〔
問
6
〕　
本
文
の
表
現
や
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
切
な
も
の
は
、
次
の
ア
〜
カ 

の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。
二
つ
選
べ
。

ア
　
文
章
全
体
を
通
し
て
基
本
的
に
三
人
称
語
り
で
あ
る
が
、
中
心
と
な
る
視
点
人
物

は
光
義
で
あ
り
、
彼
の
揺
れ
動
く
心
情
の
変
化
を
詳
細
に
描
き
出
す
こ
と
に
作
品
の

主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

イ
　「
赤
レ
ン
ガ
」「
イ
チ
ョ
ウ
並
木
の
黄
色
い
葉
」
な
ど
情
景
描
写
に
色
彩
を
多
用
す

る
こ
と
で
、
光
義
の
感
情
を
色
に
投
影
し
て
表
現
し
、
心
の
機
微
を
う
ま
く
感
じ
取

れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

ウ
　「
明
日
も
雪
だ
と
告
げ
る
気
象
予
報
士
の
よ
う
に
」
な
ど
芳
美
の
描
写
に
は
直
喩

が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
生
真
面
目
で
物
事
を
正
確
に
伝
え
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
芳

美
の
性
格
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

エ
　
多
用
さ
れ
る
会
話
は
、
夫
婦
の
気
持
ち
の
す
れ
違
い
を
見
事
に
表
現
し
て
お
り
、

最
終
的
に
意
見
が
衝
突
し
壊
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
二
人
の
関
係
を
暗
示
す
る
伏

線
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

オ
　
一
見
穏
や
か
で
馴
れ
合
っ
た
夫
婦
の
間
に
も
、
目
に
は
見
え
な
い
些さ

細さ
い

な
不
満
が

蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
妻
の
動
揺
が
、「
黙
々
と
」
食
事
を

す
る
芳
美
の
所
作
に
表
れ
て
い
る
。

カ
　「
わ
し
わ
し
と
行
儀
悪
く
飯
を
口
に
流
し
込
み
始
め
た
。」
と
は
、
も
ど
か
し
さ
や

迷
い
を
振
り
払
い
、
開
き
直
っ
て
陶
芸
の
道
を
行
く
し
か
な
い
と
心
を
定
め
よ
う
と

す
る
光
義
の
姿
を
表
現
し
て
い
る
。



8

判
断
に
お
け
る
個
人
的
・
主
観
的
な
要
素
は
、
人
間
の
共
通
理
性
を
曇
ら
せ
る
バ
イ

ア
ス
で
し
か
な
い
。
一
人
ひ
と
り
の
固
有
性
を
取
り
除
き
、
判
断
根
拠
に
お
け
る
主

体
の
役
割
を
透
明
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
「
人
間
一
般
」
に
妥
当
す
る

客
観
的
判
断
に
た
ど
り
着
け
る
。
合
理
性
と
は
、
そ
う
し
た
人
間
一
般
が
共
通
し
て

従
う
で
あ
ろ
う
判
断
基
準
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
第
五
段
）

18
世
紀
か
ら
の
啓け

い

蒙も
う

主
義
は
、
こ
の
客
観
的
合
理
性
と
い
う
概
念
に
、
さ
ら
に
民

主
的
平
等
と
い
う
意
味
合
い
を
付
け
加
え
た
。
啓
蒙
主
義
の
（
少
な
く
と
も
表
向
き

の
）
目
標
は
、
判
断
基
準
を
貴
族
や
聖
職
者
な
ど
の
特
権
階
級
か
ら
開
放
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
政
治
的
統
治
は
伝
統
や
迷
信
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
理
性
に
従
っ
て
な

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
識
か
ら
、
政
治
体
制
に
対
す
る
批
判
的
検

討
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
経
済
活
動
を
人
間
理
性
の
普
遍
的
法
則
に
基
づ
い
て
考
察
す

る
経
済
学
が
発
展
し
た
。
ま
た
民
主
的
政
治
の
歯
車
た
る
官
僚
機
構
も
、
客
観
性
を

必
要
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
公
共
的
に
導
か
れ
た
数
値
は
、
立
案
さ
れ
た
政
策
が

偏
り
な
く
公
平
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
た
め
の
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。（
第
六
段
）

深
層
学
習
の
興
隆
と
そ
の
科
学
へ
の
進
出
は
、
こ
の
よ
う
に
近
代
か
ら
綿
々
と 

彫ち
ょ
う

琢た
く

さ
れ
て
き
た
科
学
的
理
念
、
特
に
そ
の
合
理
性
・
客
観
性
・
民
主
的
平
等
性

の
関
連
性
を
揺
る
が
し
、
そ
れ
に
内
在
す
る
緊
張
関
係
を
先
鋭
化
さ
せ
る
可
能
性
を

宿
し
て
い
る
。
ま
ず
、
も
し
客
観
性
が
特
定
の
個
人
や
団
体
の
恣
意
性
や
偶
有
性
に

左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
深
層
モ
デ
ル
の
判
断
は
き

わ
め
て
「
客
観
的
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
深
層
モ
デ
ル
を
訓
練
す
る
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ

は
、
そ
れ
が
社
会
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
は
確
か
に
人
々
の
判
断
の
集
積

で
は
あ
る
が
、
そ
の
巨
大
さ
ゆ
え
個
々
人
の
特
徴
は
完
全
に
埋
没
し
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
悪
意
の
あ
る
コ
ー
ド
を
仕
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
挙
動

を
操
作
す
る
バ
ッ
ク
ド
ア
攻
撃
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
Ａ
Ｉ
の
社
会
適
用
に
お
け
る

現
実
的
な
脅
威
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
作
為
的
な
ケ
ー
ス
を
除
け

ば
、
複
雑
な
モ
デ
ル
を
製
作
者
の
意
図
通
り
に
訓
練
す
る
こ
と
は
比
較
的
困
難
で
あ

＊

＊

＊

＊

＊

練
を
受
け
た
者
の
間
で
の
み
通
用
す
る
基
準
で
あ
り
、
た
と
え
ば
為
政
者
や
顧
客
な

ど
と
い
っ
た
外
的
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
が
理
解
し
た
り
、
そ
の
正
当
性
を
評
価
で

き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
後
者
か
ら
の
要
求
に
よ
っ
て
、
専
門
家
集
団
は
内
的
な

判
断
根
拠
を
諦
め
、
よ
り
公
共
的
に
確
認
で
き
る
数
値
と
機
械
的
な
手
順
に
従
っ
た

判
断
様
式
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
つ
ま
り
客
観
化
と
は
、
合
理
的
正
当
化
が

本
質
的
に
要
請
す
る
基
準
の
共
有
を
、
よ
り
広
い
範
囲
に
開
い
て
い
く
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
判
断
を
ま
す
ま
す
没
個
人
化
し
て
い
く
こ
と
な
の

で
あ
る
。（
第
三
段
）

ダ
ス
ト
ン
と
ギ
ャ
リ
ソ
ン
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
科
学
的
実
践
に
お
い
て
も
、

客
観
性
と
い
う
概
念
は
知
識
の
没
個
人
化
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
科
学

デ
ー
タ
の
典
型
例
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
、
科
学
図
像
に
対
す
る
科
学
者

の
態
度
の
変
遷
に
現
れ
て
い
る
。
18
世
紀
に
お
い
て
、
解
剖
学
や
博
物
学
に
お
け
る

図
像
作
成
は
、
単
な
る
自
然
の
模
写
で
は
な
く
、
選
別
さ
れ
た
典
型
的
標
本
を
適
度

な
抽
象
化
や
修
正
を
施
し
つ
つ
描
く
専
門
的
ア
ー
ト
で
あ
っ
た
。
し
か
し
19
世
紀
に

な
り
、
よ
り
科
学
の
「
客
観
性
」
が
意
識
さ
れ
る
に
つ
れ
、
こ
う
し
た
専
門
技
能
は

主
観
的
か
つ
恣
意
的
で
あ
る
と
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
わ
っ
て
透

ト
レ
ー
シ
ン
グ

写
や
写
真

な
ど
、
作
者
の
意
図
を
極
力
排
し
た
機
械
的
手
法
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ダ
ス
ト
ン
と
ギ
ャ
リ
ソ
ン
は
、
こ
う
し
た
歴
史
を
、
機
械
的
客
観
性
に
よ
る
科
学
者

自
身
の
自
己
否
定
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
描
き
出
し
た
。（
第
四
段
）

⑵
合
理
性
・
客
観
性
・
自
己
疎
外
の
間
の
こ
の
関
係
性
は
、
近
代
の
理
性
概
念
の

内
に
す
で
に
本
質
的
な
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。 

デ
カ
ル
ト
は
、
判
断

す
る
能
力
と
し
て
の
良
識
（bon sens

）
は
万
人
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
前
提
知
識
さ
え
揃そ

ろ

え
れ
ば
、
持
ち
前
の
理
性
を
行
使
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
皆
同
じ
結
論
に
た
ど
り
着
く
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
カ
ン
ト
は
客
観
的
判
断

の
可
能
性
を
、
人
間
悟
性
の
普
遍
性
に
よ
っ
て
担
保
し
た
。
わ
れ
わ
れ
人
類
は
同
じ

感
覚
お
よ
び
概
念
能
力
に
よ
っ
て
世
界
を
知
覚
し
理
解
す
る
、
だ
と
す
れ
ば
そ
の
能

力
が
正
し
く
行
使
さ
れ
る
限
り
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
一
致
す
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、

＊

＊
＊

＊
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可
能
性
は
、
モ
デ
ル
が
も
ち
う
る
差
別
的
傾
向
の
発
見
や
修
正
を
著
し
く
困
難
に
す

る
。
こ
う
し
て
、
深
層
モ
デ
ル
は
現
実
社
会
に
お
け
る
既
得
権
益
を
温
存
し
、
そ
こ

に
含
ま
れ
る
差
別
構
造
を
「
客
観
性
」
の
名
の
も
と
に
固
定
化
し
て
し
ま
う
可
能
性

す
ら
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

⑷
啓
蒙
主
義
が
そ
の
建た

て

前ま
え

と
し
た
民
主
的
平
等
性 

と
は
真
逆
の
事
態
で
あ
る
。（
第
九
段
）

近
代
合
理
主
義
に
お
い
て
、
客
観
性
は
た
し
か
に
主
体
性
の
譲
渡
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
そ
れ
が
理
性
的
存
在
と
し
て
の
「
人
間
一
般
」
へ
の
収し

ゅ
う

斂れ
ん

で
あ
る
限
り
、

自
己
疎
外
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
一
部
の
人
間
（
貴
族
・
聖
職
者
）
か

ら
万
人
へ
と
判
断
主
体
を
取
り
戻
す
民
主
的
な
契
機
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
個
人
的
判

断
根
拠
の
移
譲
と
し
て
の
合
理
的
客
観
性
が
、
却か

え
っ
て
主
体
性
の
回
復
に
つ
な
が
る
」

と
い
う
神
話
の
も
と
に
あ
る
の
は
、
移
譲
さ
れ
る
先
が
理
性
的
存
在
と
し
て
の
人
間

そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
合
理
主
義
的
人
間
観
で
あ
る
。
し
か
し
Ａ
Ｉ
の
も
た
ら

す
「
客
観
性
」
は
、
こ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
判
断
理
由
を
人
間
の
理
解

の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
連
れ
去
っ
て
し
ま
う
上
に
、
構
造
的
不
正
や
不
平
等
を
隠い

ん

蔽ぺ
い

す
る
こ
と
で
、
社
会
的
弱
者
へ
の
抑
圧
を
強
化
す
る
可
能
性
す
ら
も
つ
。
だ
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
誰
に
と
っ
て
の
客
観
性
で
あ
り
、
何
の
た
め
の
客
観
性
な
の
だ
ろ
う

か
？
（
第
十
段
）

か
く
し
て
、
深
層
学
習
の
科
学
へ
の
導
入
が
も
た
ら
す
の
は
、
単
に
科
学
的
実
践

の
効
率
化
や
目
的
の
変
化
だ
け
で
な
い
。
す
で
に
20
世
紀
か
ら
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
的
潮
流
の
中
で
、
第
一
原
理
か
ら
の
演え

ん

繹え
き

的
理
解
を
旨む

ね

と
す
る
基
礎
づ
け
主
義
的

科
学
観
は
徐
々
に
後
景
に
退
き
、
よ
り
工
学
的
で
実
用
的
な
知
へ
と
強
調
点
が
置
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
深
層
モ
デ
ル
の
科
学
へ
の
導
入
は
、
単
に
こ
の
潮
流
を

推
し
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
近
代
以
来
の
科
学
的
理
念
そ
の
も
の
を
改
変
す
る
可
能

性
を
有
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
科
学
が
拠よ

っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
「
民
主
的
で
客
観

的
な
合
理
性
」
と
い
う
概
念
自
体
に
く
さ
び
を
打
ち
込
む
。（
第
十
一
段
）

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
深
層
学
習
に
よ
っ
て
科
学
が
客
観
的
な
い
し
合
理
的
で
は
な

く
な
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
正
反
対

＊

る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
デ
ー
タ
収
集
か
ら
判
断
ま
で
を
一
貫
し
て
行
う
汎
用
Ａ
Ｉ

は
、
そ
の
個
々
の
判
断
過
程
に
お
い
て
一
切
人
の
手
が
介
在
し
な
い
と
い
う
意
味
に

お
い
て
、
完
全
に
客
観
的
で
あ
る
。（
第
七
段
）

先
に
示
し
た
よ
う
に
、
ポ
ー
タ
ー
が
描
き
出
し
た
客
観
性
は
、
判
断
根
拠
を
公
的

に
確
認
で
き
る
数
値
へ
と
移
譲
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
20
世
紀
に
発
展
し
た
統
計
学

は
、
こ
う
し
た
根
拠
と
し
て
の
数
値
を
実
際
の
判
断
へ
と
つ
な
げ
る
た
め
の
、
機
械

的
な
プ
ロ
ト
コ
ル
を
提
供
す
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
、
対
象
の
性
質
に

基
づ
い
て
モ
デ
リ
ン
グ
を
行
い
、
ま
た
出
て
き
た
結
果
を
解
釈
す
る
科
学
者
や
統
計

学
者
の
主
体
性
が
残
さ
れ
て
い
た
。「
機
械
的
客
観
性
は
け
っ
し
て
純
粋
に
機
械
的

な
も
の
に
は
な
れ
な
い
」。
し
か
し
機
械
の
役
割
を
際
限
な
く
拡
大
し
て
い
く
こ
と

は
で
き
る
。
も
し
汎
用
Ａ
Ｉ
が
残
さ
れ
て
き
た
科
学
者
の
介
在
を
不
要
に
し
、
判
断

そ
の
も
の
を
機
械
へ
と
委
譲
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の

意
味
に
お
い
て
⑶「

客
観
化
」
の
極
限
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
。（
第
八
段
）

他
方
に
お
い
て
、
深
層
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
そ
う
し
た
「
客
観
化
」
は
、

近
代
合
理
主
義
が
約
束
し
た
は
ず
の
利
点
を
伴
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
ま
ず

そ
れ
は
、
人
間
に
よ
る
合
理
的
な
理
解
や
正
当
化
を
拒
む
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
客

観
性
と
は
人
間
の
正
当
化
と
い
う
営
み
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
れ
と
連
続
し
た
概

念
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
も
し
深
層
モ
デ
ル
の
判
断
に
つ
い
て
、「
そ

れ
が
う
ま
く
い
く
」
と
い
う
以
外
の
正
当
化
が
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
も
た
ら
す
「
客
観
性
」
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
理
解
を
超
え
出
た
も
の
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
う
し
て
深
層
学
習
は
ま
ず
、
客
観
性
と
合
理
性
の
間
に
く
さ
び
を
打
ち
込

む
。
次
に
そ
れ
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
理
念
で
あ
る
民
主
的
平
等
性
を
も
脅お

び
やか

す
。
そ

の
理
念
に
従
え
ば
、
客
観
性
の
希
求
は
、
判
断
を
一
部
の
特
権
階
級
か
ら
引
き
剥
が

し
、
合
理
的
理
性
を
共
有
す
る
す
べ
て
の
人
類
に
根
付
か
せ
る
は
ず
な
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
深
層
モ

デ
ル
の
判
断
は
そ
れ
を
訓
練
す
る
デ
ー
タ
の
鏡
で
し
か
な
く
、
よ
っ
て
現
実
社
会
に

お
け
る
差
別
や
バ
イ
ア
ス
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
。
し
か
も
深
層
モ
デ
ル
の
解
釈
不

＊

＊
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深
層
学
習 　

     

Ａ
Ｉ
が
デ
ー
タ
を
も
と
に
自
身
で
行
う
機
械
学
習
の
一
つ
。

多
層
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
用
い
る
こ
と
で
複
雑
な
デ
ー
タ
を

扱
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

 

彫ち
ょ
う

琢た
く 　

     

磨
き
を
か
け
る
こ
と
。

 

先
鋭
化 　

     

過
激
化
。

 

バ
ッ
ク
ド
ア
攻
撃 　

     

サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
手
法
の
一
つ
。

 

プ
ロ
ト
コ
ル 　

     

手
順
。

 

モ
デ
リ
ン
グ 　

     

肉
付
け
。
形
を
与
え
る
こ
と
。

 

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
潮
流 　

     

事
象
に
即
し
、
具
体
的
経
験
を
も
と
に

考
え
る
立
場
。

 

パ
ラ
メ
ー
タ 　

     

関
数
に
お
け
る
不
定
変
数
。

 

婢ひ 　

     

仕
え
る
者
。
召
し
使
わ
れ
る
者
。

〔
問
1
〕　

逆
説
的
な
契
機
を
は
ら
ん
で
い
る
。
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で
「
逆
説

的
」
な
の
か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。

ア　

自
分
の
合
理
性
を
示
す
の
に
、
全
く
相あ

い

容い

れ
な
い
他
者
の
合
理
性
に
基
づ
く
ル
ー

ル
の
中
で
し
か
同
意
を
得
ら
れ
な
い
点
。

イ　

合
理
的
正
当
化
と
言
い
な
が
ら
、
客
観
的
な
数
値
で
は
な
く
自
身
の
ル
ー
ル
に

よ
っ
て
判
断
が
行
わ
れ
る
と
い
う
点
。

ウ　

自
分
の
判
断
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
判
断
の
合
理
的
正
当
性
は
他
者
の

基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
点
。

エ　

相
手
の
同
意
を
と
り
つ
け
る
た
め
に
一
定
の
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
に
固
執
し
、
本

来
の
主
張
か
ら
逸
脱
し
て
い
っ
て
し
ま
う
点
。

⑴

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
深
層
学
習
は
、
科
学
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
を
進
め
、

科
学
者
個
人
の
熟
練
や
判
断
を
不
要
に
す
る
と
い
う
点
で
、
科
学
を
よ
り
「
客
観
的
」

に
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
深
層
学
習
開
発
の
基
盤
に
あ
る
の

は
高
度
に
発
達
し
た
数
理
的
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
諸

科
学
の
合
理
化
は
ま
す
ま
す
進
む
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
要
素
技
術
へ
の
深

い
理
解
は
、
必
ず
し
も
そ
の
技
術
を
用
い
て
得
ら
れ
た
事
柄
の
理
解
を
含
意
す
る
と

は
限
ら
な
い
。
⑸

深
層
学
習
の
数
理
は
、
モ
デ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
げ
る
た

め
に
は
役
立
つ
が
、
そ
う
し
た
モ
デ
ル
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的

発
見
に
つ
い
て
の
説
明
や
理
解
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
発
見

は
、
む
し
ろ
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と
無
数
の
パ
ラ
メ
ー
タ
の
中
か
ら
、
あ
る
種
の
啓
示
と

し
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
こ
で
の
合
理
性
と
は
、
啓
蒙
主
義
が
期
待
し
て

い
た
よ
う
な
自
然
を
遍あ

ま
ねく

照
ら
す
光
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
世
の
哲
学
者
ト
マ

ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
述
べ
た
よ
う
な
「
啓
示
の
婢ひ

と
し
て
の
理
性
」
で
し
か
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
か
く
し
て
Ａ
Ｉ
の
科
学
的
探
求
へ
の
導
入
は
、
科
学
が
合
理
的
で

客
観
的
な
営
み
で
あ
る
と
い
う
の
は
は
た
し
て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
し
て 

そ
れ
は
な
ぜ
望
ま
し
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
再
考
を
促
す
の
で
あ 

る
。（
第
十
二
段
）

（
大
塚
淳
「
深
層
学
習
後
の
科
学
の
あ
り
方
を
考
え
る
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）

〔
注
〕
エ
ー
ト
ス 　

     

あ
る
社
会
・
文
化
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
精
神
性
。

 

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー 　

     

利
害
関
係
者
。

 

デ
カ
ル
ト 　

     

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
・
数
学
者
。

 

カ
ン
ト 　

     

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。

 

悟
性 　

     

人
間
の
感
性
に
基
づ
く
思
考
能
力
。

 

啓け
い

蒙も
う

主
義 　

     

人
間
の
理
性
を
信
頼
し
、
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
。

＊

＊
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〔
問
4
〕　

啓
蒙
主
義
が
そ
の
建た

て

前ま
え

と
し
た
民
主
的
平
等
性
と
は
真
逆
の
事
態
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
る
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
の
理
由
を
説
明

し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

一
部
の
個
人
や
団
体
の
考
え
の
み
を
反
映
し
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
訓
練
さ

れ
た
深
層
モ
デ
ル
は
、
偏
っ
た
社
会
構
造
と
そ
の
中
に
潜
む
不
平
等
を
一
層
浮
き
彫

り
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
。

イ　

深
層
モ
デ
ル
の
判
断
は
、
個
々
の
人
間
の
意
見
が
反
映
さ
れ
に
く
い
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
数
的
に
有
利
な
人
々
の
意
見
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て

作
為
的
に
抽
出
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
か
ら
。

ウ　

深
層
モ
デ
ル
の
判
断
は
、
合
理
的
理
性
に
よ
る
構
造
的
不
正
の
是
正
が
な
さ
れ
な

い
ま
ま
の
現
実
社
会
を
反
映
し
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
人
々
の

偏
っ
た
考
え
を
内
在
化
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
。

エ　

全
て
の
人
々
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
訓
練
さ

れ
た
深
層
モ
デ
ル
は
、
主
体
的
な
人
間
の
判
断
が
全
く
反
映
さ
れ
な
い
我
々
の
理
解

の
届
か
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
か
ら
。

⑷

〔
問
2
〕　

合
理
性
・
客
観
性
・
自
己
疎
外
の
間
の
こ
の
関
係
性
は
、
近
代
の
理
性
概
念

の
内
に
す
で
に
本
質
的
な
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
と
あ
る
が
、

こ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
章
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
語
を
本
文
中

の
第
一
段
〜
第
五
段
の
う
ち
か
ら
三
字
で
探
し
、
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

近
代
科
学
の
考
え
方
は
、
判
断
に
お
け
る

を
排
除
す
る
こ
と
で
合

理
的
で
客
観
的
な
判
断
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
近
代
の
理
性
概
念
に
共
通

す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

〔
問
3
〕　
「
客
観
化
」
の
極
限
的
な
姿
を
示
し
て
い
る
。
と
あ
る
が
、「『
客
観
化
』
の

極
限
的
な
姿
」
と
は
ど
う
い
う
状
況
か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

Ａ
Ｉ
が
特
定
の
個
人
の
恣
意
性
に
左
右
さ
れ
な
い
客
観
的
な
デ
ー
タ
収
集
を
行

い
、
判
断
そ
の
も
の
を
人
間
に
委
譲
す
る
こ
と
で
、
役
割
を
二
分
す
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

イ　

Ａ
Ｉ
が
常
に
公
的
な
基
準
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
対
象
の
分
析
や
解
釈
を
行

い
、
本
来
人
間
が
な
す
べ
き
客
観
的
な
判
断
ま
で
も
代
わ
り
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

ウ　

Ａ
Ｉ
が
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
か
ら
特
権
階
級
の
判
断
基
準
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に

解
釈
を
行
う
こ
と
で
、
一
般
人
の
思
考
の
特
性
を
完
全
に
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

エ　

Ａ
Ｉ
が
膨
大
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
て
結
論
を
導
き
出
す
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま

で
人
間
が
主
体
的
に
行
っ
て
い
た
解
釈
や
判
断
ま
で
も
行
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
。

⑵⑶
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〔
問
6
〕　

Ａ
Ｉ
の
科
学
的
探
求
へ
の
導
入
と
あ
る
が
、
Ａ
Ｉ
の
活
用
の
可
能
性
に
つ

い
て
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
次
の
〔
条
件
〕
の
1
〜
5
に
従
っ
て
あ
な
た

の
考
え
を
二
百
五
十
字
以
内
で
書
け
。

〔
条
件
〕

1 　

や

や

な
ど
の
ほ
か
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
も
そ
れ
ぞ

れ
字
数
に
数
え
る
こ
と
。

2　

二
段
落
構
成
に
す
る
こ
と
。

3 　

第
一
段
落
で
は
、
Ａ
Ｉ
の
活
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
具
体
的
な
領
域
を
挙
げ

る
こ
と
。

4 　

第
二
段
落
で
は
、
3
で
挙
げ
た
具
体
例
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
記
述

す
る
こ
と
。

5 　

二
つ
の
段
落
が
論
理
的
に
つ
な
が
り
、
全
体
が
一
つ
の
文
章
と
し
て
完
結
す

る
よ
う
に
書
く
こ
と
。

〔
問
5
〕　

深
層
学
習
の
数
理
は
、
モ
デ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
上
げ
る
た
め
に
は
役

立
つ
が
、
そ
う
し
た
モ
デ
ル
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
的
発
見

に
つ
い
て
の
説
明
や
理
解
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い

う
こ
と
か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア　

深
層
学
習
の
科
学
へ
の
導
入
は
、
科
学
の
基
本
原
理
を
解
明
す
る
の
に
は
役
立
つ

も
の
の
、
そ
れ
を
応
用
し
て
作
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
の
発
展
に
は
貢
献
し
な
い

と
い
う
こ
と
。

イ　

深
層
学
習
は
科
学
的
実
践
の
効
率
化
を
進
め
、
新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
そ
の
背
景
や
意
図
ま
で
を
理
解
し
た
上
で
提
示
す
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
こ
と
。

ウ　

深
層
学
習
は
科
学
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
を
進
め
、
合
理
的
な
理
論
を
導
き
出

す
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
社
会
的
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
寄
与
し
な
い
と
い

う
こ
と
。

エ　

深
層
学
習
の
科
学
へ
の
導
入
は
、
理
論
の
構
築
か
ら
実
用
的
技
術
へ
の
完
全
な
シ

フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
で
あ
り
、
学
問
の
理
念
そ
の
も
の
を
改
変
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。

⑸
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春
の
苑そ

の

紅
く
れ
な
ゐに

ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出い

で
立
つ
少を

と
め女

〔
春
の
園
の
紅
色
に
咲
い
て
い
る
桃
の
花
の
下
ま
で
輝
く
道
に
た
た
ず
ん
で
い

る
乙
女
よ
〕

と
い
う
一
首
が
あ
る
。
時
は
春
、
庭
園
に
は
今
し
も
桃
の
花
が
咲
き
み
ち
溢あ

ふ

れ
て
い

る
。
さ
て
そ
こ
に
一
人
の
少
女
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
当
時
有
名
な
図
柄
に
「
樹
下
美
人
図
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
ペ
ル

シ
ャ
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
、
正
倉
院
に
も

こ
れ
を
描
い
た
屏び

ょ
う風ぶ

が
残
さ
れ
て
い
る
。
家
持
は
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
一
首
を
着
想

し
た
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
桃
は
中
国
で
は
最
古
の
書
物
『
詩し

経き
ょ
う』

以
来
、
若
い
女
性

の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
し
、
桃と

う

李り

の
花
に
な
ぞ
ら
え
て
「
南
国
の
佳
人
」
を
想お

も

う
有
名
な
詩
が
あ
る
。

こ
う
な
る
と
、
こ
の
一
首
は
ど
う
や
ら
家
持
が
眼
前
の
景
色
を
描
写
し
た
、
な
ど

と
い
う
代
物
で
は
な
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
春
の
夕
べ
、
当
時
越
中
の

国
に
あ
っ
た
家
持
は
、
ぼ
ん
や
り
と
桃
の
花
を
見
な
が
ら
、
そ
の
樹
下
に
立
つ
美
女

を
空
想
し
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
遠
く
南
方
の
都
が
美
女
に
溢
れ
て
い

る
か
ら
で
、
桃
は
都
の
表
象
で
あ
っ
た
。

花
は
い
つ
も
、
こ
ん
な
表
象
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
家
持

は
当
時
の
代
表
的
な
教
養
人
だ
か
ら
、
桃
が
女
の
比
喩
だ
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
一

部
教
養
人
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
花
は

い
つ
も
何
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
。

う
ち
日
さ
つ
宮
の
瀬
川
の
貌か

ほ

花ば
な

の
恋
ひ
て
か
寝ぬ

ら
む
昨き

夜そ

も
今こ

よ
ひ夜

も

〔
宮
の
瀬
川
の
か
お
花
の
よ
う
に
さ
ぞ
や
恋
い
慕
っ
て
寝
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う　

ゆ
う
べ
も
今
夜
も
〕

こ
れ
は
東
国
の
農
民
た
ち
が
愛あ

い

誦し
ょ
うし

た
歌
で
あ
る
。
近
く
の
神
社
の
よ
こ
を
流
れ

る
川
が
あ
る
。
そ
こ
に
貌
花
が
咲
く
。
貌
花
と
は
ヒ
ル
ガ
オ
の
こ
と
だ
。
こ
の
花
に

向
け
て
農
民
た
ち
は
歌
う
。
あ
の
女
は
俺お

れ

の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
寝
て
い
る
だ
ろ
う

か
、
こ
の
ヒ
ル
ガ
オ
の
よ
う
に
、
と
。
し
か
も
念
を
い
れ
て
、
昨
日
の
夜
も
今
日
の

夜
も
と
い
う
の
だ
か
ら
大
衆
の
喝
采
を
博
し
た
歌
に
ち
が
い
な
い
が
、
貌
花
を
こ
う

歌
う
の
は
、
こ
の
花
が
夜
、
⑶

ま
る
で
思
慕
の
心
を
胸
中
に
秘
め
て
ま
な
こ
を
と
じ

る
よ
う
に
、
花
び
ら
を
と
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
貌
花
と
い
う
名
前
も
人
間
を
想
像
さ

＊

＊

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、〔　

〕
内
は
現
代
語
訳

で
あ
る
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち

の
歌
に
、
こ
ん
な
一
首
が
あ
る
。

十も

ち
五
夜
降く

た

ち
清
き
月つ

く

夜よ

に
吾わ

ぎ
も妹

子こ

に
見
せ
む
と
思
ひ
し
屋に

前は

の
橘

た
ち
ば
な

〔
十
五
日
の
満
月
の
き
れ
い
な
夜よ

更ふ

け
あ
な
た
に
見
せ
よ
う
と
思
っ
た
家
の
橘

で
す
よ
〕

作
者
は
わ
が
家
に
咲
い
た
タ
チ
バ
ナ
の
花
を
愛
す
る
女
性
に
見
せ
た
い
と
思
っ

た
、
と
い
う
。
い
か
に
も
愛
す
る
人
を
も
つ
人
間
の
気き

持も
ち

を
よ
く
歌
っ
て
い
る
が
、

さ
て
そ
の
花
を
「
十
五
夜
降
ち
清
き
月
夜
に
」
見
せ
た
い
と
い
う
。
ど
う
せ
な
ら
満

月
が
清
ら
か
に
照
っ
て
い
る
夜
、
見
せ
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。「
十
五
夜
降
ち
」

と
は
満
月
の
夜
の
夜
更
け
と
い
う
意
味
だ
か
ら
（
別
に
十
六
夜
と
す
る
考
え
も
あ

る
）、
察
す
る
に
、
朗
々
た
る
月
の
清
ら
か
な
光
の
中
で
タ
チ
バ
ナ
の
花
を
め
で
る

と
い
う
よ
り
、
ど
こ
か
翳か

げ

り
が
あ
る
風
光
の
中
で
め
で
る
こ
と
を
、
作
者
は
よ
し
と

し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
歌
う
に
は
、
何
か
わ
け
が
あ
ろ
う
。
た
だ
平
凡
に
美
し
い
月
と
花
と
の
取と

り

合あ
わ

せ
を
歌
う
の
で
は
な
く
、
何
か
心
の
奥
深
い
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
要
求
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
代
弁
す
る
も
の
が
、
こ
の
場
合
の
花
で
あ
る
。
家
持
は
い
つ
も
憂
愁
を

も
っ
た
歌
人
だ
か
ら
、
や
や
傾
き
か
け
た
満
月
の
光
が
ふ
り
そ
そ
い
で
い
る
タ
チ
バ

ナ
の
ま
っ
白
な
花
は
、
そ
の
い
い
し
れ
ぬ
深
層
の
心
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

い
や
、
そ
れ
は
家
持
だ
け
で
は
な
い
。
⑴

お
よ
そ
花
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
心

の
深
層
を
証あ

か

す
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
ス
ミ
レ
の
花
を
一
輪
卓
上
に
挿

し
た
い
時
、
視
野
一
面
に
揺
れ
て
い
る
ス
ス
キ
に
感
動
す
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
景

は
心
の
深
層
と
ひ
び
き
合
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
目
を
と
ど
め
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

近
代
の
歌
人
、
石い

し

川か
わ

琢た
く

木ぼ
く

が
「
友
が
み
な
わ
れ
よ
り
え
ら
く
見
ゆ
る
日
よ
／
花
を
買

ひ
来
て
／
妻
と
し
た
し
む
」（
一
握
の
砂
）
と
歌
っ
た
心
は
、
⑵

万
葉
人
に
と
っ
て

も
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
万
葉
の
花
も
た
だ
美
し
い
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
を
、
い
つ

も
持
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
も
家
持
の
歌
だ
が
、
有
名
な
、

5＊
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た
先
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
風ふ

情ぜ
い

を
愛
す
る
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
初
句
は
春
に
な

る
と
ま
ず
咲
く
―
―
三
枝
と
音
を
つ
づ
け
、
そ
の
三
枝
を
「
幸
く
」
と
い
う
音
に
つ

づ
け
て
恋
の
趣
に
歌
を
転
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
命
無
事
で
い
た
ら
後
に
逢
う
こ
と
も

あ
ろ
う
か
ら
、
恋
に
苦
し
む
な
わ
が
妻
よ
、
と
い
う
歌
で
あ
る
。

こ
う
し
て
三
枝
は
、
本
来
「
裂さ

き
草
」
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
名
前
を
「
幸
き
草
」

と
さ
え
解
釈
し
直
し
て
享
受
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。「
さ
き
―
―
さ
か
―
―
さ
く
」

と
い
う
語
は
そ
も
そ
も
め
で
た
い
こ
と
ば
で
、
先
、
盛
、
栄
、
咲
と
い
っ
た
漢
字
で

理
解
で
き
る
も
の
だ
か
ら
、
万
葉
人
は
こ
よ
な
く
こ
の
植
物
の
名
前
を
愛
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
の
植
物
が
幸さ

き

わ
い
を
感
じ
さ
せ
た
の
は
、
あ
の
す
く
す
く
と
伸
び
た

枝
の
様
子
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
例
を
あ
げ
る
と
、
百
合
も
同
じ
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

紀き
の
あ
そ
ん

朝
臣
豊と

よ

河か
わ

の
歌
一
首

吾
妹
子
が
家
の
垣か

き
つ内

の
小さ

百ゆ

合り

花ば
な

後ゆ
り

と
言
へ
る
は
不い

欲な

と
い
ふ
に
似
る

〔
あ
な
た
の
お
宅
の
垣
の
内
の
ゆ
り
の
花
で
は
な
い
け
ど
ゆ
り
―
あ
と
で
と
言

う
の
は
い
や
と
言
う
の
と
同
じ
で
す
〕

愛
す
る
女
性
の
家
の
中
に
咲
く
小
百
合
、
と
い
っ
て
お
い
て
、
さ
て
「
後あ

と

で
」
と

い
う
の
は
拒
否
と
同
じ
で
す
と
い
っ
て
女
を
な
じ
る
趣
を
歌
う
。
ま
る
で
わ
れ
わ
れ

が
子
供
の
こ
ろ
遊
び
の
誘
い
を
こ
と
わ
る
の
に
「
後
で
」
と
い
っ
た
の
と
似
て
い
て

思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
時
の
「
ゆ
り
」
の
音
を
百
合
の
そ
れ
に
託
し
て
歌

う
の
で
あ
る
。
サ
ユ
リ
の
サ
は
神
聖
さ
を
示
す
も
の
と
考
え
た
い
。
今
日
の
ヤ
マ
ユ

リ
を
い
う
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。

ユ
リ
が
、
こ
う
し
て
「
後ゆ

り

」
と
い
う
こ
と
ば
を
し
の
ば
せ
て
存
在
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
、
卯
の
花
が
厭
、
三
枝
が
幸
き
草
を
し
の
ば
せ
て
い
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
れ
ら
は
も
う
、
花
が
こ
と
ば
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
し
、
逆
に

い
う
と
〈
花
こ
と
ば
〉
と
い
っ
た
も
の
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
花
こ
と
ば
と
は
性
格
が
違
う
。
こ
れ

は
主
と
し
て
花
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
た
と
え
ば
紫あ

じ
さ
い

陽
花
と
い
え
ば
冷
淡
と
い
っ
た
こ

と
ば
を
み
ち
び
く
も
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
音
に
お
き
か
え
た
だ
け
で
、
花
が
こ
と

ば
と
し
て
存
在
し
た
点
は
ひ
と
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
「
を
み
な
へ
し
」
に
到い

た

っ
て
は
、
も
う
こ
の
花
か
ら
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を 

＊

せ
る
の
に
都
合
が
い
い
。
実
は
も
う
一
つ
、
こ
の
歌
に
は
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
、
社

の
傍

か
た
わ
らに
咲
く
貌
花
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
神
に
仕
え
る
女
性
―
―
巫み

女こ

の
類た
ぐ
いを

さ
し
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
神
に
仕
え
る
聖
女
、
男
を
よ
せ
つ
け
な
い
聖
女
が
、
存
外

男
を
思
っ
て
寝
て
い
る
の
か
と
い
う
か
ら
か
い
も
あ
り
、
そ
の
男
と
は
俺
の
こ
と

さ
、
と
い
う
自う

ぬ

惚ぼ
れ

が
ま
た
人
々
を
面
白
が
ら
せ
て
い
る
か
ら
、
貌
花
は
、
ま
さ
に
あ

れ
こ
れ
と
意
味
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
集
団
を
よ
ろ
こ
ば
せ
す
ぎ
た
き

ら
い
も
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
発
想
の
出
発
は
、
あ
の
ヒ
ル
ガ
オ
の
花
弁
を
と

じ
た
、
し
お
ら
し
い
姿
に
あ
る
。
そ
れ
が
人
を
恋
す
る
姿
に
見
え
た
と
こ
ろ
か
ら
歌

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

万
葉
人
た
ち
は
和
歌
を
紙
に
書
く
よ
り
、
よ
り
多
く
口
で
歌
っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら

は
こ
と
ば
の
響
き
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
花
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
万
葉
に
は
、

た
と
え
ば
こ
ん
な
歌
が
あ
る
。

霍ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
鳴
く
峯を

の
上
の
卯う

の
花
の
厭う

き
こ
と
あ
れ
や
君
が
来
ま
さ
ぬ

〔
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
い
て
い
る
屋
根
の
卯
の
花
の
憂う

い
こ
と
が
あ
っ
て
か　

あ

の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
い
〕

作
者
は
小お

治わ
り

田だ
の

広ひ
ろ

耳み
み

。
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
い
て
い
る
丘
の
上
に
卯
の
花
が
咲
い
て

い
る
。
そ
の
卯
の
花
の
よ
う
に
憂
き
こ
と
―
―
つ
ら
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
か
、
あ
の

人
が
来
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
女
性
の
立
場
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
卯
の
花
＝
ウ
ツ

ギ
が
「
う
」
と
い
う
音
を
も
つ
こ
と
か
ら
「
厭
き
こ
と
」
に
つ
づ
け
た
も
の
だ
か

ら
、
ウ
ツ
ギ
を
見
る
と
万
葉
人
は
す
ぐ
に
「
厭
し
」
と
い
う
語
を
思
い
出
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
と
く
に
こ
の
歌
は
別
に
、

鶯
う
ぐ
ひ
すの

通
ふ
垣
根
の
卯
の
花
の
厭
き
事
あ
れ
や
君
が
来
ま
さ
ぬ

〔
う
ぐ
い
す
の
通
う
垣
根
の
卯
の
花
の
憂
い
こ
と
が
あ
っ
て
か　

あ
の
か
た
が

い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
い
〕

と
い
う
作
者
未
詳
の
歌
も
あ
っ
て
、
下
の
句
が
ひ
と
し
い
。
習
慣
的
で
す
ら
あ
っ
た

表
現
が
「
卯
の
花
―
う
し
」
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

春
さ
れ
ば
ま
づ
三さ

き

枝く
さ

の
幸さ

く
あ
ら
ば
後
に
も
逢あ

は
む
な
恋
ひ
そ
吾わ

ぎ
も妹

〔
春
に
な
る
と
ま
ず
咲
く
さ
き
く
さ
の
幸
く
さ
え
あ
っ
た
ら
あ
と
で
も
逢
え
よ

う　

そ
う
恋
し
が
る
な
よ
お
ま
え
〕

こ
れ
も
同
じ
で
あ
る
。
三
枝
は
ミ
ツ
マ
タ
の
こ
と
。
早
春
、
三
つ
に
枝
分
か
れ
し

＊
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〔
問
1
〕　

お
よ
そ
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
を
、
次
の
各
文
の

を
付
け
た

「
お
よ
そ
」
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

文
化
祭
の
費
用
の
お
よ
そ
を
計
算
す
る
。

イ　

お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
て
作
業
す
る
。

ウ　

私
に
は
お
よ
そ
縁
の
な
い
話
だ
。

エ　

お
よ
そ
発
明
は
必
要
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
だ
。

〔
問
2
〕　

万
葉
人
に
と
っ
て
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と

か
。
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど 

れ
か
。

ア　

近
代
歌
人
に
と
っ
て
も
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
も
、
花
は
深
層
心
理
を
代
弁
す
る
も

の
で
あ
り
、
愛
す
る
人
へ
の
歌
人
の
思
い
と
美
し
い
花
の
イ
メ
ー
ジ
と
が
合
致
し

て
、
歌
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

近
代
歌
人
に
と
っ
て
も
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
も
、
花
は
歌
人
の
根
底
に
あ
る
思
い

に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
一
輪
の
花
と
そ
れ
を
め
で
る
歌
人
の
感
動
と
が
相

ま
っ
て
、
歌
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

近
代
歌
人
に
と
っ
て
も
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
も
、
花
は
心
の
奥
底
か
ら
発
せ
ら
れ

る
思
い
の
象
徴
で
あ
り
、
歌
人
の
状
況
や
思
い
と
花
の
あ
る
風
景
と
が
共
鳴
し
て
、

歌
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

近
代
歌
人
に
と
っ
て
も
万
葉
歌
人
に
と
っ
て
も
、
花
は
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
憂

愁
の
表
象
で
あ
り
、
翳
り
の
あ
る
風
景
と
歌
人
が
抱
く
繊
細
な
感
情
と
が
一
体
化
し

て
、
歌
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。

⑴⑵

払ふ
っ

拭し
ょ
くす

る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
語
源
か
ら
し
て
「
女を

み
な・

飯め
し

」
と
い
う
説
が
あ
る

く
ら
い
だ
か
ら
（
も
っ
と
も
こ
の
説
は
従
い
が
た
い
）、
花
の
名
が
先
か
「
女を

み
な」

が

先
か
判
然
と
し
か
ね
る
が
、
オ
ミ
ナ
ヘ
シ
と
い
え
ば
女
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
と
い
つ
き
、

「
ヲ
ミ
ナ
」
の
音
を
つ
ね
に
響
か
せ
て
い
る
。

手
に
取
れ
ば
袖
さ
へ
に
ほ
ふ
女を

み
な
へ
し

郎
花
こ
の
白
露
に
散
ら
ま
く
惜
し
も

〔
手
に
取
る
と
袖
ま
で
も
染
ま
る
お
み
な
え
し
が
こ
の
白
露
に
散
っ
た
ら
惜
し

い
〕

こ
の
一
首
に
し
て
も
折
り
と
る
と
袖
ま
で
に
お
う
と
い
う
の
は
、
こ
の
花
が
女
性

を
し
の
ば
せ
る
情
感
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
オ
ミ
ナ
ヘ
シ
は
万
葉
集
の
中
で

は
次
の
よ
う
な
字
で
書
か
れ
て
い
る
。

娘を
み
な子

部へ

四し

、
娘

を
み
な

部
志
、
娘
部
思
、
姫

を
み
な

部へ

思し

、
姫
押へ

し

、
佳を

み
な人

部へ

為し

、
美を

み
な人

部へ

師し

、 

女
郎
花

こ
れ
以
外
は
万
葉
仮
名
を
使
っ
て
の
宛あ

て

字じ

だ
か
ら
、
こ
の
花
が
女
性
と
切
り
離
せ

な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
花
は
た
だ
咲
い
て
い
た
だ
け
で
は
な

い
。
⑷

こ
と
ば
と
し
て
も
美
し
く
花
を
咲
か
せ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
中
西
進
「
万
葉
の
こ
と
ば
と
四
季
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）

〔
注
〕
大お
お

伴と
も
の

家や
か

持も
ち 　

     

奈
良
時
代
の
歌
人
。

 

詩し

経き
ょ
う 　

     

中
国
最
古
の
詩
集
。

 

越
中
の
国 　

     

現
在
の
富
山
県
。

 

小お

治わ
り

田だ
の

広ひ
ろ

耳み
み 　

     

奈
良
時
代
の
歌
人
。

 

紀き
の
あ
そ
ん

朝
臣
豊と

よ

河か
わ 　

     

奈
良
時
代
の
役
人
・
歌
人
。

 

万
葉
仮
名 　

     

漢
字
の
音
訓
を
借
り
て
、
日
本
語
を
表
記
し
た
表
音
文
字
。

＊
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〔
問
5
〕　
本
文
の
表
現
や
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う

ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　「
桃
」
が
「
都
」
を
表
す
と
い
っ
た
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
花
が
も
つ
表
象
と

し
て
の
意
味
は
、
一
部
の
教
養
人
の
み
が
知
り
得
た
も
の
で
は
な
く
、
多
く
の
農
民

達
に
も
常
識
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
。

イ
　「
霍
公
鳥
〜
」「
鶯
の
〜
」
の
二
つ
の
和
歌
は
構
成
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
思
い
を

寄
せ
る
人
が
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
を
「
厭
き
」
こ
と
と
感
じ
る
女
性
の
切
な
い
感
情

を
表
現
し
て
い
る
点
は
一
致
し
て
い
る
。

ウ
　
早
春
に
白
い
花
を
咲
か
せ
る
三
枝
は
「
さ
き
」
と
い
う
語
の
響
き
が
本
来
も
つ
情

趣
と
す
く
す
く
と
伸
び
る
枝
の
様
子
か
ら
、
幸
せ
を
感
じ
さ
せ
る
植
物
と
し
て
万
葉

時
代
の
人
々
に
愛
さ
れ
享
受
さ
れ
て
い
た
。

エ
　「
百
合
」
が
「
後
」
と
い
う
意
味
を
は
ら
ん
で
い
た
よ
う
に
、
表
現
し
た
い
趣
を

そ
れ
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
花
に
託
し
て
詠よ

み
込
む
和
歌
の
手
法
の
中
で
、
当
時

の
花
こ
と
ば
は
存
在
し
て
い
た
。

〔
問
3
〕　
ま
る
で
思
慕
の
心
を
胸
中
に
秘
め
て
ま
な
こ
を
と
じ
る
よ
う
に
、
花
び
ら
を

と
じ
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
表
現
し
た
部
分
を
本
文
中
の
和
歌
か
ら
七
字
で

抜
き
出
せ
。

〔
問
4
〕　
こ
と
ば
と
し
て
も
美
し
く
花
を
咲
か
せ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
あ

る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切

な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
花
は
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
か
も
す
こ
と
で
晴
れ
や
か
な
作
者
の
思
い
を
代
弁

し
、
万
葉
人
の
間
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ら
。

イ
　
花
は
植
物
や
風
景
と
し
て
の
美
し
さ
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
歌
の
中
で
さ
ま

ざ
ま
に
機
能
す
る
こ
と
ば
と
し
て
存
在
し
て
い
た
か
ら
。

ウ
　
花
は
た
だ
風
景
の
中
で
美
し
く
咲
い
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
万
葉
仮
名
の

宛
字
に
よ
っ
て
美
し
く
装
飾
さ
れ
て
い
た
か
ら
。

エ
　
花
は
常
に
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
む
こ
と
で
恋
の
趣
を
表
現
し
、『
万
葉
集
』
の

時
代
の
人
々
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

⑶⑷
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