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注

　
　

　

意

問
題
は

か

ら

ｒ
Ｏ

ま

で
で
、

‐６
ベ
ー
ジ
に
わ
た

つ
て
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
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
間
の
ア

・
イ

・
ウ

・
工
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
、
ヽ
や

ｏ
や

「
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ

一
字
と
数
え
な
さ
い
。

６
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

７
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。
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(5) (4) (3) (2) (1)
次
の

各
文
の

|

を
付
け
た
漢だ■
■
~

の

読
み
が
な
を
書
け

他
人
を
御
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
だ
〓

文
学
作
品
に

つ
い
て
恣
意
的
な
解
釈
を
す

る
．

北
人
の
た
め
に
登
山
の

‐
…―
画
が
頓
挫
し
た
．

会
社

の
上
司

の
お
供
を
し
て
、
も

て
な
し

の
お
相
伴

に
あ
ず
か
る
。

お
褒
め
の
言
葉
を

い
た
だ
き
、
恐
悦
至
極
に
存
じ
ま
す
。

つ

‘

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
。踊

り
の
優
雅
な
シ
ョ
サ
に
感
心
す
る
。

公
園
の
シ
ョ
ク
サ
イ
を
手
入
れ
す
る
。

(5) (4) (3) (2) (1)

事
業
計
画
の
タ
イ
リ
ャ
ク
を
会
議
で
説
明
す
る
。

昨
年

の
実
績
を
シ
ヒ
ョ
ウ
と
し
て
計
画
を
立
て
る
。

業
務

の
イ
サ
イ
は
後
＝
書
面
に
て
ご
案
内

い
た
し
ま
す
。

1



一　

　

　

一

ｒ３
一

戦
時
中
、
洞
穴
で
上
等
兵
か
ら
石
に
つ
い
て
の
話
を
聞
い
た
真
名
瀬
は
、
後
に
岩
石

収
集
を
趣
味
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
日
、
真
名
瀬
は
、
同
じ
よ
う
に
岩
石
に
興
味

を
持
つ
十
歳
の
息
子
の
裕
晶
と

一
緒
に
、
野
外
観
察
に
出
か
け
る
。
そ
の
昼
休
み
、
岩

石
収
集
の
き
っ
か
け
と
な
る
上
等
兵
か
ら
聞
い
た
石
の
話
を
裕
晶
に
聞
か
せ
る
。

変
哲
の
な
い
石
こ
ろ
ひ
と
つ
に
も
字
宙
の
歴
史
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
億
円
も
す
る
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
も
平
凡
な
河
原
の
石
も
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な

ら
等
価
で
あ
り
、
そ
う
し
た
世
間
に
流
通
す
る
尺
度
を
超
え
た
事
物
の
意
味
や
価
値

を
発
明
発
見
し
、
遥
か
高
み
に
立

っ
て
全
体
を
俯
腋
す
る
悦
び
、
そ
し
て
な
に
よ
り

世
界
が
こ
う
し
て
こ
の
よ
う
に
あ
る
不
思
議

へ
の
驚
嘆
こ
そ
が
、
地
質
学
な
い
し
科

学

一
般
の
魅
力
で
あ
る
、
と
要
約
す
れ
ば
こ
の
よ
う
に
、
真
名
瀬
は
あ
の
と
き
の
言

葉
を
理
解
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
午
の
体
み
に
は
、
渓
流
の
木
陰
で
弁
当
を
つ

か
い
な
が
ら
、
傍
ら
の
九
石
に
腰
を
降
ろ
し
た
裕
晶
に
向
か

っ
て
地
質
学
の
面
白
さ

を
説
い
て
み
た
。

い
き
な
り
抽
象
的
な
事
柄
を
語

っ
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
、
そ
れ
に
な
に
よ
り
身
に

合
わ
ぬ
言
葉
遣
い
は
照
れ
臭
く
も
あ
る
か
ら
、
子
供
に
分
か
り
や
す
く
と
言
葉
を
選

ん
で
い
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
洞
穴
の
上
等
兵
と
同
じ
よ
う
な
話
し
振
り
に
な
る
の

が
情
け
な
く
、
ま
た
げ
笑
し
く
も
あ

つ
た
け
れ
ど
、
だ
が
考
え
て
み
れ
ば
、
上
等
兵

の
話
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
マ
ラ
リ
ア
熱
の
朦
朧
の
さ
な
か
耳
に
入

っ
た
に
す
ぎ
ぬ

の
で
あ

っ
て
、
本
当
に
あ
の
と
き
彼
が
そ
の
よ
う
に
語

っ
た
か
ど
う
か
は
怪
し
く
、

む
し
ろ
素
人
な
り
に
地
質
学
に
熱
と
根
気
を
入
れ
て
き
た
、
自
身
の
経
験
と
蓄
積
か

ら
生
ま
れ
出
た
、誰
の
も
の
で
も
な
い
自
分
の
言
葉
だ
と
す
る
ほ
う
が
、
い
ま
と
な

っ

て
は
自
然
な
の
か
も
し
れ
な
か

つ
た
。

裕
品
の
鼻
の
頭
に
汗
の
玉
が
浮
か
ん
で
い
た
。
白

い
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
の
首
筋

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
間
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
。
）

や
腕
も
汗
に
光

っ
て
い
る
。
玩
具
の
サ
ン
グ
ラ
ス
を
額
に
載
せ
て
い
る
の
が
可
笑
し

か

つ
た
。
祭
り
の
屋
台
で
買

つ
た
セ
ル
ロ
イ
ド
の
そ
れ
は
彼
の
防
護
眼
鏡
で
あ
る
の

だ
が
、
白

い
野
球
帽
に
紫
色
の
眼
鏡
を
か
け
た
、
月
光
仮
面
の
裕
品
が
ひ
と
り
露
頭

に
と
り

つ
い
て
、　
一
人
前
に
軍
手
を
嵌
め
た
手
に
掴
ん
だ

ハ
ン
マ
ー
で
岩
を
か
ん
か

ん
や
っ
て
い
る
姿
は
、
朝
か
ら
真
名
瀬
を
幾
度
も
微
笑
ま
せ
た
。
真
名
瀬
が
語
る
あ

い
だ
じ
ゅ
う
、
裕
品
は
母
親
譲
り
の
ま
る
い
大
き
な
眼
で
父
親
の
顔
を
見

つ
め
て
い

た
。
一頭
上
の
サ
ワ
グ
ル
ミ
の
樹
葉
を
透
か
し
て
、
柔
ら
か
く
な

つ
た
夏
の
日
差
し
が

一

―
――
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ま
つ
一

一丸
石
の
河
原
に
斑
模
様
を
描
き
、
滑
ら
か
な
水
流
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
白

い
飛
沫

一

を
散
ら
し
な
が
ら
、

い
か
に
も
涼
し
げ
な
響
き
を
耳
の
奥
に
残
し
た
。
川
床
の
石

一

一群
が
鮮
や
か
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
谷
間
の
渓
流
は
鉱
物
に
天
然
の
光
沢
を
与

一

一え
る
。
岩
石
が
最
も
美
し
く
映
え
る
場
所
だ
■

梅
干
し
入
り
の
握
り
飯
を
食
べ
終
え
て
か
ら
、
出
が
け
に
庭
で
採

っ
た
青
林
檎
を

流
れ
で
洗

っ
た
。
手
入
れ
を
し
な
い
か
ら
形
は
歪

つ
で
色
も
褪
せ
、
虫
食

い
の
跡
が

あ

っ
た
り
も
す
る
け
れ
ど
、
み
ず
み
ず
し
い
果
汁
の
味
は
悪
く
な
い
。
子
供
に
は
少
々

酸

っ
ぱ
い
の
か
、
裕
晶
は
眉
を
寄
せ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
い
い
音
を
た
て
て
果
実
を

噛
ん
だ
。

食
事
の
あ
と
は
ク
イ
ズ
で
し
ば
ら
く
遊
ん
だ
。
父
親
が
拾

っ
た
石
の
名
前
を
息
子

が
あ
て
る
、
そ
れ
だ
け
の
他
愛

の
な
い
遊
び
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
夕
暮
れ
ど
き
に
親

子
連
れ
立

っ
て
荒
川
の
河
原
ま
で
散
歩
に
出
れ
ば
、
よ
く
せ
が
ま
れ
て
真
名
瀬
は
間

題
を
出
し
て
や
る
。
最
初
の
三
つ
を
難
な
く
あ
て
た
裕
晶
は
、
こ
い
つ
は
ち
ょ
っ
と

難
し
い
ぞ
と

い
っ
て
、
父
親
が
渡
し
た
灰
色

の
小
石
を
、
学
に
慈
し
む
よ
う
に
包

ん
で
感
触
を
確
か
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
い
る
裕
晶
を
み
る
の
が
真
名
瀬
は
好
き
で
、

胸
に
結
ん
だ
両
手
に
石
を
捧
げ
持
ち
、
顔
を
僅
か
に
俯
か
せ
た
姿
勢
は
、
慎
ま
し
く

析
る
者
の
形
を
連
想
さ
せ
、
日
頃
は
信
仰
も
信
心
も
な
い
癖
に
、

―，
は
人
間
と
は
実
に
小
さ
な
者
だ
と
の
思

い
に
捉
え
ら
れ
、
不
思
議
な
感
動
に
心

動
か
さ
れ
る
。

裕
品
は

ハ
ン
マ
ー
を
使

っ
て
新
鮮
な
断
面
を
作
り
、

こ
の
と
き
ば
か′

″

ル
ー

ペ
で
覗

い
て

い
た
が
、
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納
得
が
い
か
ぬ
ら
し
く
、
今
度
は
リ
ュ
ッ
ク
サ

ッ
ク
か
ら
モ
ー
ス
の
硬
度
計
を
取
り

出
し
た
。
美
麗
な
木
箱
に
十
種
類
の
鉱
物
が
収
め
ら
れ
た
硬
度
計
は
、
夏
休
み
に
な

る
直
前
、
父
か
ら
息
子
に
贈
ら
れ
た
。
野
外
で
は
あ
ま
り
役
に
立

つ
も
の
で
は
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
裕
品
に
し
て
み
れ
ば
、
本
箱
の
ニ
ス
の
匂
い
も
ま
だ
消
え
ぬ
、
新

品
の
道
具
を
は
じ
め
て
の
野
外
観
察
に
持
ち
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

つ
た
の
だ
ろ

う
。
年
若

い
鉱
物
学
者
は
硬
度

「
１
」
の
タ
ル
ク
か
ら
は
じ
め
て
、
石
膏
、
方
解
石
、

蛍
石
と
、
順
番
に
取
り
出
し
て
は
石
に
擦
り
つ
け
て
み
て
い
る
が
、
造
岩
鉱
物
の
結

晶
粒
が
十
分
に
大
き
く
な
け
れ
ば
意
味
が
な
く
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
針
か
ピ
ン
で

傷
を
つ
け
て
み
る
の
が
実
際
的
な
の
だ
と
、
真
名
瀬
は
よ
ほ
ど
助
言
し
て
や
ろ
う
か

と
思

っ
た
け
れ
ど
、
教
え
す
ぎ
は
よ
く
な
い
、
何
で
も
ま
ず
は
自
分
で
試
し
て
み
る

こ
と
だ
と
笑
い
な
が
ら
黙

っ
て
み
て
い
た
。
や
が
て
裕
晶
は
不
首
尾
を
悟

っ
た
ら
し

く
、
途
方
に
暮
れ
た
面
持
ち
で
長
い
睫
毛
を
し
ば
た
い
て
い
た
が
、
急
に
顔
を
あ
げ
、

キ
リ
ョ
ク
セ
キ
、
と
答
え
を
い
っ
た
。

ま
ず
無
理
だ
ろ
う
と
思

っ
て
い
た
真
名
瀬
は
正
解
に
驚
き
、
ど
う
し
て
分
か

つ
た

の
か
と
訊
こ
う
と
し
て
、
し
か
し
は
に
か
ん
だ
よ
う
な
息
子
の
表
情
を
眼
に
し
て
、

問
題
の
石
が
若
干
緑
色
が
か

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
輝
緑
石
を
思
い
つ
い
た
の
だ
と

見
当
が
つ
い
た
。
本
当
は
色
は
必
ず
し
も
決
め
手
に
な
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
、
最
高

の
賛
辞
で
真
名
瀬
は
息
子
の
手
柄
を
褒
め
、
そ
の
あ
と
で
、
こ
の
石
は
結
晶
が
細
か

い
か
ら
、
粗
粒
玄
武
岩
や
閃
緑
岩
と
区
別
が
で
き
に
く
く
、
薄
片
に
し
て
輝
石
と
斜

長
石
の
結
晶
の
並
び
具
合
を
顕
微
鏡
観
察
し
て
は
じ
め
て
確
信
が
も
て
る
の
だ
と
説

明
し
、
家
に
戻

っ
た
ら
薄
片
に
し
て
み
よ
う
と
提
案
し
た
。

―
―
僕
に
や
ら
せ
て
く
れ
る
？

裕
品
が
訊
い
た
。
眩
し
そ
う
に
眼
を
細
め
て
覗
い
て
く
る
そ
の
顔
は
、
父
親
が
承

諾
す
る
の
を
す
で
に
知

っ
て
い
る
。
少
し
憎
ら
し
く
な

っ
た
真
名
瀬
は
わ
ざ
と
意
地

悪
く
返
事
を
渋

っ
て
み
せ
た
。

―
―

い
い
が
、
ち
ゃ
ん
と
最
後
ま
で
自
分
で
で
き
る
か
な
？

―

，大
文
夫
だ
と
思
う
よ
。
石
を
削
る
の
は
ゆ

っ
く
り
∫
寧
に
や
れ
ば
い
い
し
、

最
後
の
硝
子
を
貼
る
と
こ
ろ
だ
け
教
え
て
も
ら
え
れ
ば
。

こ
う
し
て
息
子
は
易

な

つ
た
裕
品
が
、
最
初
に
地
質
学
を
手
ほ
ど
き
し
た
父
親
を
懐
か
し
ん
で
く
れ
る
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
、
な
ん
だ
か
切
な
い
気
持
ち
に
な
り
な
が
ら
真
名
瀬
が
頷
く

と
、
父
親
の
心
情
を
察
し
て
悼
む
か
の
よ
う
に
裕
品
は
顔
を
伏
せ
、
し
ば
ら
く
渓
流

の
響
き
に
耳
を
澄
ま
す
形
で
沈
黙
し
て
か
ら
、
標
本
を
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
の
ポ
ケ
ッ

ト
に
し
ま

っ
た
。

午
休
み
の
あ
と
は
赤
平
川
を
ま
た
辺

っ
て
、
松
井
田
の
集
落
近
く
の
古
い
採
石
場

跡
に
行

っ
た
。
丘
陵
の
土
砂
が
大
き
く
え
ぐ
り
と
ら
れ
て
、
底
部
に
秩
父
古
生
層
の

チ
ャ
ー
ト
と
粘
板
岩
、
上
層
に
新
生
代
第
四
紀
の
砂
礫
層
が
重
な
る
、
露
頭
が
剥
き

出
し
に
な

っ
た
高
い
崖
は
化
石
の
宝
庫
で
あ
る
。
崖
下
の
、
陽
に
晒
さ
れ
た
石
畳
に

立
つ
と
、
石
灰
岩
の
眩
い
白
と
の
対
照
に
周
囲
の
森
の
緑
が
鋭
く
際
立
ち
、
息
を
の

む
鮮
や
か
さ
で
迫

っ
て
く
る
。

簡
単
な
化
石
の
調
べ
方
と
標
本
採
集
の
や
り
方
を
教
え
ら
れ
た
裕
品
は
、
し
ば
ら

く
は
黙
々
と
崖
の
露
頭
に
向
か

っ
て
い
た
け
れ
ど
、
め
ぼ
し
い
成
果
が
上
が
ら
ぬ
ら

し
く
、
ち
ょ
こ
ま
か
と
細
か
く
場
所
を
変
え
は
じ
め
、
そ
の
う
ち
に
、
穴
が
あ
る
よ
、

と
声
を
あ
げ
て
父
親
を
呼
ん
だ
。
み
る
と
た
し
か
に
崖
の
外
れ
の
草
む
ら
の
陰
に
、

ぽ
っ
か
り
空

い
た
黒

い
穴
が
あ
る
。
何
度
も
訪
れ
て
い
た
真
名
瀬
も
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
洞
窟
が
あ
る
と
は
知
ら
な
く
て
、
調
べ
て
み
れ
ば
ど
う
や
ら
石
灰
石
の
試
掘
の
跡

と
推
察
さ
れ
た
。

茎
の
固
い
蔓
草
と
刺
の
あ
る
茨
に
埋
も
れ
た
、
ひ
や
り
湿

っ
た
匂

い
が
鼻
を
撃

つ

洞
穴
の
口
を
、
裕
品
は
及
び
腰
で
覗
き
込
ん
で
い
る
。
息
子
の
眸
に
浮
か
ん
だ
怯
え

の
場
を
父
親
は
噴

っ
た
。
用
心
深
い
の
は
結
構
だ
け
れ
ど
、
男
の
子
が
あ
ま
り
意
気

地
が
な
く
て
は
困
る
。
眼
に
映
る
い
っ
さ
い
を
区
別
な
く
輝
か
せ
る
夏
の
光
に
、
真

名
瀬
は
身
も
心
も
軽
快
に
弾
ん
で
、
穴

へ
の
好
奇
心
よ
り
む
し
ろ
、
予
定
の
行
程
か

ら
僅
か
に
外
れ
て
息
子
と
二
人
未
知

の
地
境
に
さ
ま
よ
い
込
む
ス
リ
ル
が
嬉
し
く

て
、
も
ち
ろ
ん
危
険
は
な
さ
そ
う
だ
と
の
判
断
の
う
え
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
、
冒
険

々
と

父
親
を
超
え

て

い

っ
て
し
ま
う
。

い
ず
れ

一
人
前

に

な

つ
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の
誘
惑
に
導
か
れ
る
ま
ま
率
先
し
て
穴
に
も
ぐ
り
込
ん
だ
。

洞
窟
は
入
口
も
内
部
も
大
人
が
腰
を
か
が
め
て
歩
け
る
く
ら
い
の
高
さ
で
、
幅
は

約
三
メ
ー
ト
ル
、
何
箇
所
か
に
落
盤
防
上
の
木
枠
が
据
え
ら
れ
、
ほ
ん
の
五
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
で
板
壁
に
突
き
当
た

っ
た
。
ま
だ
奥
は
あ
り
そ
う
だ

つ
た
け
れ
ど
、
板
に
遮

ら
れ
て
そ
れ
以
上
は
進
め
ず
、
別
に
地
底
探
検
を
す
る
つ
も
り
で
は
な
か

っ
た
も
の

の
、
冒
険
と
呼
ぶ
に
は
あ
ま
り
に
簡
単
に
探
検
は
終
わ

っ
て
し
ま

い
、
‐
少

々
拍
子

抜
け
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
真
名
瀬
は
マ
ッ
チ
を
擦

っ
て
壁
面
を
調

部
に
緑
色
チ
ャ
ー
ト
ら
し
い
岩
が
見
事
な
層
理
を
な
し
て
い
る
の
が
特
筆
で
き
る
程

度
で
、
あ
と
は
と
り
た
て
て
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ

っ
た
。

―

‐緑
色
チ
ャ
ー
ト

っ
て
ど
ん
な
石
？

裕
品
が
質
問
し
た
。
そ
の
声
は
洞
穴
の
冷
え
た
空
気
に
響
く
。

―
―
堆
積
岩
の

一
種
だ
。
古
生
代
の
生
物
の
死
骸
が
堆
積
し
た
ん
だ
。

生
物
と
は
コ
ノ
ド
ン
ト
や
放
散
虫
、
緑
色
を
し
て
い
る
の
は
酸
化
し
た
鉄
が
含
ま

れ
て
い
る
せ
い
だ
と
、
真
名
瀬
は
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
し
た
。

―

―パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア
も
あ
る
か
な
？

岩
壁
に
手
で
触
れ
て
み
た
裕
品
が
興
奮
を
押
し
殺
し
た
頃
れ
声
で
い
っ
た
。

―

‐あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

―
―
中
生
代
の
恐
竜
の
化
石
は
？

―
―
そ
れ
は
ど
う
か
な
。
し
か
し
こ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
と
い
い
化
石
が
あ
る
み
た

い
だ
。

事
実
に
は
反
し
て
い
た
け
れ
ど
、
秘
密
を
共
有
す
る
仲
間
に
話
し
か
け
る
よ
う
な

息
子
の
調
子
が
嬉
し
く
て
、
真
名
瀬
は
そ
う
応
え
、
今
度
は
き
ち
ん
と
灯
火
の
用
意

を
し
て
調
べ
に
こ
よ
う
と
、
親
子
の
小
冒
険
に
彩
り
を
添
え
る
べ
く
付
け
加
え
た
。

箱
の
マ
ッ
チ
が
尽
き
、
裕
品
に
続
い
て
洞
穴
を
出
る
と
、
昼
下
が
り
の
熱
気
が
嘔

を
押
し
包
ん
で
草
が
強
く
匂

っ
た
。
間
か
ら
出
て
光
に
灼
か
れ
た
眼
を
静
か
に
開
け

ば
、
正
面
の
森
の
緑
が
い
よ
い
よ
黒
く
燃
え
上
が

っ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
帰
る
か
と
促
す

と
、
裕
品
は
先
刻
の
臆
病
ぶ
り
が
嘘
の
よ
う
に
、
ま
だ
高

い
所
に
あ
る
太
陽
を
見
上

べ
て
み
た
。　
一

げ
て
笑

い
、
気
取

っ
た
仕
種
で
玩
具
の
サ
ン
グ
ラ
ス
を
鼻
に
か
け
る
と
、
も
う
少
し

だ
け
と

い
っ
て
走
り
だ
し
、
露
頭
に
と
り

つ
き

ハ
ン
マ
ー
を
振
る

っ
た
。
ラ
ン
ニ
ン

グ
シ
ャ
ツ
に
半
ズ
ボ
ン
の
月
光
仮
面
。

ま
た
笑

い
な
が
ら
、
日
陰
の
な

い
石
切
場

に
立

っ
た
真
名
瀬
は
、
日
差
し
に
肌
が
じ
り
じ
り
灼
か
れ
る
の
も
構
わ
ず
、
幼
い
地

質
学
者
の
仕
事
ぶ
り
を
飽
か
ず
に
見
守

っ
て
い
た
。

（奥
泉
光

「石
の
来
歴
」
に
よ
る
）

〔注
〕
地
質
学

―

地
殻
の
構
造
、
性
質
な
ど
を
研
究
す
る
自
然
科
学
。

セ
ル
ロ
イ
ド

ー
ー

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の

一
種
。

月
光
仮
面

―
―

テ
レ
ビ
番
組
に
登
場
す
る
正
義
の
味
方
。

モ
ー
ス
の
硬
度
計

―

‐
ド
イ
ツ
の
鉱
物
学
者
Ｆ

・
モ
ー
ス
が
考
案
し
た
鉱

物
の
硬
度
を
は
か
る
基
準
。
十
個
の
鉱
物
と
比
較
し

て
硬
度
を
定
め
る
。
硬
度
１
が
最
も
軟
ら
か
く
、
タ

ル
ク
、
石
膏
、
方
解
石
、
蛍
石
は
、
そ
れ
ぞ
れ
硬
度

１
～
４
の
基
準
。

秩
父
古
生
層

―
―

地
層
の
名
称
。

層
理

―

―
地
層
と
地
層
の
境
界
。

コ
ノ
ド
ン
ト

ー
ー

示
準
化
石
の

一
つ
。

放
散
虫

―
―

海
産
の
浮
遊
性
原
生
動
物
。
チ
ャ
ー
ト
質
岩
石
の
成
分
。

パ
レ
オ
パ
ラ
ド
キ
シ
ア

ー

ー
絶
減
し
た
海
生
の
哺
乳
動
物
。
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〔間
１
〕

一　
　
　
一
で
囲
ん
だ
部
分
の
表
現
上
の
効
果
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し

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

ア

「
柔
ら
か
く
な

っ
た
」、
「滑
ら
か
な
」
と

い
う
穏
や
か
な
印
象

の
言
葉
か
ら
、
裕

品
と

一
緒
に
過
ご
す
は
じ
め
て
の
野
外
観
察
の
幸
福
な
時
間
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
。

イ

「
斑
模
様
」
、
「と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
と
い
う
不
ぞ
ろ
い
な
印
象
の
言
葉
か
ら
、
話
す

こ
と
に
夢
中
で
裕
品
の
反
応
に
気
づ
か
な
い
真
名
瀬
の
様
子
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
。

ウ

「
い
か
に
も
涼
し
げ
な
響
き
を
耳
の
奥
に
残
し
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
の
後

の
岩
石
収
集
で
の
暑
く
退
屈
な
時
間
を
よ
り
強
く
感
じ
さ
せ
る
効
果
。

工

「岩
石
が
最
も
美
し
く
映
え
る
場
所
だ
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
真
名
瀬
の
話
に
耳

を
傾
け
ず
に
周
り
の
景
色
に
見
と
れ
る
裕
品
の
様
子
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
。

〔間
２
〕
‐
こ
の
と
き
ば
か
り
は
人
間
と
は
実
に
小
さ
な
者
だ
と
の
思
い
に
捉
え
ら
れ
、

不
思
議
な
感
動
に
心

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

ア
　
真
名
瀬
に
は
、
石
に
慎
ま
し
く
祈
り
を
捧
げ
る
よ
う
な
裕
品
の
姿
が
、
大
き
な
可

能
性
を
小
さ
い
体
に
秘
め
た
尊

い
存
在
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

イ
　
真
名
瀬
に
は
、
小
さ
な
石
に
も
世
界
の
意
味
を
見
出
す
裕
品
の
姿
が
、
自
分
自
身

の
幼

い
頃
と
重
な
る
こ
と
で
共
通
す
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

ウ
　
真
名
瀬
に
は
、
祈
り
を
捧
げ
る
よ
う
に
石
を
持
つ
裕
品
の
姿
が
、
宇
宙
の
歴
史
と

対
照
的
な
人
間
の
小
さ
さ
を
具
現
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

工
　
真
名
瀬
に
は
、
受
け
取

っ
た
石
を
大
切
に
持

つ
裕
品
の
姿
が
、
地
質
学
と
い
う
学

問
の
偉
大
さ
に
対
す
る
尊
敬
の
念
に
打
た
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら
。

′

″

動
か
さ
れ
る
。
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説

〔問
３
〕

こ
う
し
て
息
子
は
易

々
と
父
親
を
超
え
て
い
っ
て
し
ま
う
。
と
あ
る
が
、

裕
品
の
ど
の
よ
う
な
様
子
か
ら
真
名
瀬
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
そ
の

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

ア
　
い
ず
れ
は
困
難
を
乗
り
越
え
る
力
を
備
え
て
い
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
、
親
の
助

け
を
必
要
と
せ
ず
自
ら
課
題
を
見

つ
け
て
、
解
決
し
て
い
る
様
子
。

イ
　
将
来
は
十
分
な
社
会
性
を
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
、
他
者
の
心
情

を
暗
黙
の
う
ち
に
推
し
量

っ
て
、
気
遣
い
を
し
て
い
る
様
子
。

ウ
　
こ
れ
か
ら
親
の
知
識
量
を
は
る
か
に
Ｌ
ま
わ

っ
て
い
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
、
高

度
な
専
門
知
識
を
既
に
有
し
て
、
活
用
し
て
い
る
様
子
。

工
　
遠
か
ら
ず
親
の
手
が
離
れ
て
い
く
こ
と
を
予
感
さ
せ
る
、
自
分
の
能
力
を
把
握
し

て
、
そ
の
能
力
を
試
そ
う
と
し
て
い
る
様
子
。

そ
れ
で
も
真
名
瀬
は

マ
ッ
チ
を
擦

っ
て
壁
面

を
調
べ
て
み
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
真
名
瀬
の
様
子
と

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

ア
　
自
分
の
知
ら
な
い
洞
窟
を
裕
品
に
発
見
さ
れ
て
先
を
越
さ
れ
た
と
感
じ
、
気
落
ち

し
て
い
る
こ
と
を
悟
ら
れ
ま

い
と
さ
り
げ
な
く
振
る
舞
う
様
子
。

イ
　
冒
険
気
分
を
味
わ

っ
て
い
た
洞
窟
探
検
が
期
待
外
れ
の
結
果
に
終
わ
り
、
落
胆
を

感
じ
つ
つ
も
ま
だ
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
諦
め
き
れ
ず
に
い
る
様
子
。

ウ
　
洞
窟
に
入
る
こ
と
に
緊
張
を
感
じ
て
い
た
が
、
洞
窟
探
検
が
終
わ

っ
た
こ
と
で
安

心
し
、
裕
晶
に
対
し
て
父
親
と
し
て
の
余
裕
を
見
せ
よ
う
と
す
る
様
子
。

工
　
裕
晶
が
洞
窟
を
見

つ
け
た
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
つ
つ
、
裕
品
の
期
待
に
こ
た
え
る

た
め
に
洞
窟
の
中
で
何
か
を
探
し
て
や
ろ
う
と
躍
起
に
な

っ
て
い
る
様
子
。

〔間
４
〕
‐
少
々
拍
子
抜
け
し
な
が
ら
、
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〔間
５
〕

ま
た
笑

い
な
が
ら
、
日
陰
の
な

い
石
切
場
に
立

っ
た
真
名
瀬
は
、
日
差
し

に
肌
が
じ
り
し
り
灼
か
れ
る
の
も
構
わ
ず
、
幼

い
地
質
学
者

の
仕
事

ぶ
り
を

飽
か
ず
に
見
守

っ
て
い
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
真
名

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

ア
　
日
の
前
で
元
気
に
ハ
ン
マ
ー
を
ふ
る

っ
て
い
る
裕
品
が
洞
窟
で
見
せ
た
怯
え
た

様
子
を
思

い
出
し
て
、
自
分
が
親
と
し
て
守

っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
覚
悟
を

新
た
に
す
る
気
持
ち
。

イ
　
教
え
す
ぎ
は
よ
く
な

い
と
自
制
し
て
自
分
で
考
え
さ
せ
た
効
果
が
あ
が

っ
た
と

う
れ
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
あ
ま
り
に
滑
稽
な
裕
品
の
姿
に
失
笑
せ
ざ
る
を
得
な

い
気
持
ち
。

ウ
　
い
か
に
も
子
ど
も
ら
し

い
格
好
の
裕
品
が

一
人
前
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
ほ
ほ
え

ま
し
く
感
じ
る
と
と
も
に
、
岩
石
収
集
に
熱
中
す
る
姿
を
見
続
け
て
い
た
い
と
思

う
気
持
ち
。

工
　
＝
が
傾
き
か
け
て
も
粘
り
強
く
岩
石
収
集
に
取
り
組
も
う
と
す
る
裕
品
に
対
し

て
あ
き
れ
て
苦
笑
し

つ
つ
も
、
危
な
げ
な
作
業
が
心
配
で
日
が
離
せ
ず
に
い
る
気

持
ち
ｃ

〔問
６
〕

本
文
の
表
現
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
会
話
文

の
冒
頭
で

「―
―
」
を
用

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
普
段
あ
ま
り
会
話
を

し
な

い
親
子
が
二
人
き
り
の
状
態
で
交
わ
す
と
ぎ
れ
が
ち
な
会
話
の
ぎ
こ
ち
な
さ

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

イ

「
ひ
や
り
湿

っ
た
匂

い
が
鼻
を
撃

つ
」
、
「
熱
気
が
躯
を
押
し
包
ん
で
」
な
ど
感

覚
に
訴
え
る
表
現
を
用

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
真
名
瀬
の
実
感
が
生
き
生
き
と
表

現
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
真
名
瀬
の
視
点
に
寄
り
添

い
な
が
ら
も
、
要
所
要
所
で
裕
品
の
視
点
か
ら
の
描

写
を
お
り
ま
ぜ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
心
情
が
分
か
り
や
す
く

表
現
さ
れ
て
い
る
。

工
　
時
間
の
流
れ
に
沿

つ
て
物
語
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
裕
品
が
岩
石
収
集

の
体
験
を
通
じ
て
次
第
に
地
質
学
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
て
い
く
様
子
が
表

現
さ
れ
て
い
る
。
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一

匡１４
」
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
間
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
。
）

い
わ
ゆ
る
状
況
倫
理
的
生
き
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
が
常
に
変
化
す
る
状
況
の

も
と
に
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
生
き
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
変
化
す
る
状
況
に
柔
軟

に
適
応
し
、
そ
の
場
そ
の
場
で
、
適
切
な
行
動
を
選
択
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
普
遍
妥
当
な
規
範
よ
り
も
、
常
に
変
わ
る
状
況
の
方
が
、
行
為
の
主
要

な
原
理
に
な

っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
を
決
断
す
る
時
、
多
く
の
口∫
能
性
の

中
か
ら
、
た
だ

一
つ
の
行
為
を
選
択
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
状

況
に
最
も
適
し
た
行
為
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。
求
め
ら
れ
る
の
は
適
切
な
行
為

で
あ
る
。
人
間
は
、
自
己
の
行
為
を
選
択
す
る
の
に
、
ま
わ
り
の
状
況
を
見
、
相
手

を
見
、
場
を
察
知
し
て
動
く
こ
と
が
で
き
る
。
状
況
倫
理
的
な
生
き
方
は
、
こ
の
よ

う
な
適
切
な
対
処
の
仕
方
を
重
ん
じ
る
の
で
あ
る
。

状
況
倫
理
的
な
生
き
方
の
も
と
で
は
、
行
為
の
基
準
は
、
〈汝
な
す
べ
し
〉
と
い

う
よ
う
な
カ
ン
ト
的
定
言
命
法
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
時
々
に
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
行
為
の
基
準
は
、　
一
律
に
決
め
ら
れ
は
し
な
い
。
適
切
な
行
為
の
基
準
は
状

況
に
応
じ
て
い
く
つ
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
妥
当
性
を
も

っ
て
い
る
。
た
と
え
相
反

す
る
基
準
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
特
定
の
状
況
に
適
合
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は

そ
れ
な
り
に
是
認
さ
れ
る
。
同
じ

一
つ
の
状
況
で
あ

っ
て
も
、
対
処
の
仕
方
は
多
種

多
様
で
あ

っ
て
、
ど
れ
が
正
し
く
ど
れ
が
間
違

っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
生
き
方
に
あ

つ
て
は
、
人
は
、
状
況
に
応
じ
た
個
々
別
々
の
基
準
に

従

っ
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
行
動
す
る
か
ら
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
時
に
は
、

従
来
と
は
ま

っ
た
く
反
対
の
行
動
様
式
を
採
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
も
、
前
の

行
動
様
式
も
、
後
の
行
動
様
式
も
、
と
も
に
適
切
な
行
動
と
し
て
容
認
さ
れ
る
。
状

況
は
時
に
大
き
く
転
換
す
る
か
ら
、
新
し
い
状
況
に
は
、
当
然
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
行
動
基
準
が
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。　
そ
れ
が
た
と
え
以
前

の
そ

れ
と
矛
盾
し
背
反
し
て
い
て
も
、
許
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
状
況
に
対
す
る

柔
軟
な
対
応
と
し
て
称
賛
さ
れ
さ
え
す
る
。

例
え
ば
、
幕
末
の
日
本
人
は
、
西
洋
諸
国
の
圧
迫
に
面
し
た
時
、
最
初
は
攘
夷

論
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
こ
う
と
し
た
が
、
そ
の
不
可
能
を
悟
る
や
い
な
や
、　
一
転

し
て
開
国
論
に
転
じ
、積
極
的
に
西
洋
の
文
物
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
も
、

状
況
倫
理
的
行
動
様
式
だ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、表
面
上
か
ら
見
れ
ば
、
ま

っ

た
く
相
反
し
た
基
準
に
基
づ
く
行
動
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
危
機
的
状
況

に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
国
家
の
存
立
を
は
か

っ
て
い
く
か
と
い
う
点
で
は

一

貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
じ

一
つ
の
状
況
に
対
し
て
、
同
じ

一
つ
の
目
的
を
成
就

す
る
た
め
の
、
異
な

つ
た
二
つ
の
対
応
の
仕
方
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
む
し

ろ
、
日
本
人
の
柔
軟
性
と
し
て
称
賛
さ
れ
て
よ
い
行
動
様
式
で
あ

っ
た
。

‐
行
為
は
、
行
為
者
の
個
性
と
状
況
の
関
数
で
あ
る
。
行
為
者
の
個
性
も
そ
れ
を
取

り
囲
む
状
況
も
多
種
多
様
で
あ
る
上
に
、
そ
の
状
況
は
、
行
為
者
の
個
性
や
志
向
に

よ

っ
て
解
釈
さ
れ
規
定
さ
れ
た
状
況
で
あ
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
、　
一
つ
の
状
況
に

対
す
る
行
為
の
あ
り
方
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。　
一
つ
の
状

況
に
対
応
す
る
の
に
、　
一
つ
の
行
動
様
式
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
規
範
や
ル
ー
ル
が
定
め

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
行
為
者
の
個
性
に
合
わ
せ
て
、
ど
の
よ
う
な
行
動
様

式
を
選
択
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
多
種
多
様
で
常
に
変
化
す
る
状
況

に
対
し
て
は
、
そ
の
場
そ
の
場
で
臨
機
応
変
に
対
処
し
、
自
己
の
個
性
に
合
わ
せ
て

行
動
を
選
択
し
て
い
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
面
す
る
状
況
は
、
個
々
別
々
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違

っ
て
い
る
。

ど
ん
な
に
似
通

っ
た
状
況
で
あ

っ
て
も
、
ま

っ
た
く
同
じ
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
さ

ら
に
、
現
実
の
状
況
は
、
刻
々
と
変
わ

っ
て
も
い
く
。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
個
々

別
々
で
常
に
変
化
す
る
状
況
に
対
し
て
、
今
ま
で
の
経
験
と
か
、
決
め
ら
れ
た
手
続

き
が
、
い
つ
も
間
に
合
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
他
人
が
成
功
し
た
か
ら
と
い
つ

て
、
自
分
が
同
じ
方
法
を
採
用
し
て
も
、
成
功
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
す
べ
て
の
状

況
に
当
て
は
ま
る

一
般
的
な
法
則
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
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そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
常
に
変
化
す
る
状
況
に
対
し
て
、
そ
の
都
度
、
そ
の
場
に
ふ
さ

わ
し
い
判
断
を
行
な
っ
て
、
行
為
を
決
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

‐
わ
れ
わ
れ
は
、
長
い
人
生
の
中
で
、
そ
の
時
々
に
、
常
に
新
し
い
状
況
を
体
験
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
自
分
な
り
の
対
処
の
仕
方

を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
成
長
し
て
い
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
ま
え
も

っ
て

決
め
ら
れ
た
原
則
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
原
則
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
と
、
新
し
い
状
況
を
捉
え
そ
こ
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
状
況
が
変
わ

れ
ば
、
そ
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
生
き
方
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
な

る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
は

一
貫
性
の
な
い
生
き
方
だ
と
、
非
難
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
状
況
は
絶
え
ず
変
わ

っ
て
い
く
の
に
、
自
分
だ
け
は
、
い
つ

ま
で
も

一
つ
の
方
法
に
固
執
し
て
い
る
の
で
は
、
柔
軟
性
の
な
い
機
械
的
な
生
き
方

だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
面
の

一
貫
性
を
守
る
た
め
に
も
、
新
し
い
状
況
に
対

し
て
は
、
柔
軟
に
対
応
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

環
境
に
安
定
と
い
う
も
の
は
な
い
。
環
境
は
絶
え
ず
変
動
し
て
い
る
。
変
化
す
る

と
い
う
こ
と
が
常
態
で
あ
る
。
世
界
は
常
に
生
成
の
過
程
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ

か
ら
、
人
生
の
生
き
方
に
し
て
も
、
国
家
や
企
業
の
経
営
に
し
て
も
、
戦
略
の
中
に

常
に
変
化
を
読
み
込
み
、
め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
状
況
に
対
処
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
常
に
新
し
い
状
況
に
面
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
状
況
に

関
す
る
知
識
を
絶
え
ず
導
入
し
、
自
己
自
身
の
戦
略
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
戦

略
を
絶
え
ず
修
正
し
、
新
し
い
解
決
法
を
見
出
し
つ
つ
、
変
化
す
る
状
況
に
弾
力
的

に
対
処
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
戦
術
や
戦
略
を

決
め
て
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
そ
れ
に
固
執
し
て
い
る
と
、
状
況
の
変
化
に
面
し
、

か
え

っ
て
あ
わ
て
ふ
た
め
く
こ
と
に
も
な
る
。

昔
か
ら
、
東
洋
で
は
、
常
に
変
化
す
る
状
況
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う

に
行
為
し
て
い
く
べ
き
か
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
現
に
、
韓
非
子
も
、
「事
は
世
に

因
り
、
備
え
は
事
に
適
す
」
と
言

っ
て
い
る
。
時
代
が
変
わ
れ
ば
、
物
事
は
変
わ

っ

て
く
る
。
物
事
が
変
化
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
応
す
る
手
段
も
変
わ
る
。
物
事
は
時
代

と
と
も
に
変
わ
り
、
対
策
は
物
事
に
適
切
な
よ
う
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
過
去

の
事
例
に
こ
だ
わ

つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。
韓
非
子
に
よ
れ

ば
、
時
世
は
休
む
こ
と
な
く
進
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
か
つ
て
聖
人
の
行
為
と
し
て

崇
め
ら
れ
た
仕
事
も

一
般
化
し
て
し
ま
え
ば
、
時
代
後
れ
と
も
な
り
、
新
し
い
聖
人

の
笑

い
物
に
も
な
る
。
だ
か
ら
、
聖
人
は
、
必
ず
し
も
、
古
に
従

い
、　
一
定
不
変
の

道
に
則
ろ
う
と
し
て
は
な
ら
な

い
。
今
日
の
事
情
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
に
応
じ
た
方

策
を

つ
く
り
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
韓
非
子
は
、
旧
来
の
睡
習
に
と
ら
わ
れ
ず
、

情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
対
策
を
立
て
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
状
況
の
変
化
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
対
処
し
て
い
く
行
為
ば
か
り

で
な
く
、
逆
に
、
状
況
に
積
極
的
に
立
ち
向
か
い
、
状
況
を
変
え
て
い
く
行
為
が
あ

る
こ
と
も
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
状
況
に
合
わ
せ
て
生
き
て

い
く
ば
か
り
で
な
く
、
状
況
を
変
革
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
の
行
為
　
　
・

は
、
状
況
に
限
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
状
況
を
限
定
す
る
。
場
が
変
わ
る
こ
と

　

８一

に
よ

つ
て
、
行
為
も
変
わ
る
が
、
行
為
が
変
わ
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
場
も
変
わ
る
。

世
界
は
、
も
の
ご
と
の
相
互
連
関
性
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
相
互
連
関
性
に
規
定
さ
れ
て
行
為
す
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
す
る
こ

と
に
よ

つ
て
、
相
互
連
関
性
が
変
え
ら
れ
て
い
く
。
‐
か
く
て
、
世
界
の
生
成
は
起

き
る
。

現
に
、
歴
史
上
で
行
な
わ
れ
た

一
つ
の
行
為
が
、
そ
の
時
代
環
境
に
生
か
さ
れ
て
、

次
々
と
共
感
を
呼
び
、
社
会
の
大
き
な
変
革
に
つ
な
が

っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
歴
史
上
で
活
躍
し
た
革
命
家
た
ち
は
、
時
代
環
境
が
ま
だ
味
方
し
て

い
な
い
時
で
も
、
単
に
時
代
の
成
熟
を
待

つ
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
行
為
に
よ

つ
て

状
況
を

つ
く

っ
て
い
く
と

い
う
考
え
を
も

っ
て
い
た
。
行
為
は
、
状
況
が
な
け
れ
ば

効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
そ
の
状
況
は
、
ま
た
、
自
ら
の
行
為
に

よ

つ
て
つ
く
ら
れ
て
も

い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

つ
て
、
状
況
は
打
開
さ
れ
、

時
代
は
開
か
れ
て
い
く
。
時
代
は
、
人
々
に
と

つ
て
、　
一
種
の
運
命
と
し
て
立
ち
は



だ
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
自
己
自
身
の
積
極
的
な
行
動
に
よ

っ

て
切
り
開
け
な
い
も
の
で
は
な
い
。
運
命
は
、
完
全
に
人
を
支
配
し
て
い
る
も
の
で

は

な

い
。
‐

こ

の
よ
う

な
観

点

に
引

つ‐
州
「
『
＝
田
洲

用̈
日̈
「̈
佃̈
引̈
０
厠
↓引
冽
［引
『例
「
で
も

、

自
己
の
信
じ
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
行
動
し
道
を
切
り
開
く
積
極
的
行
為

、
何
も
の

′

″

に
も
代
え
が
た
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
行
為
は
歴
史
を
開
く
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
の
積
極
的
面
に
注
目
す
る
な
ら
、
単
に
時
代
の
流
れ
に
適
合
し

て
動
い
て
い
く
に
き
方
で
は
な
く
、
時
代
の
流
れ
に
抗
し
て
、
逆
に
、
そ
の
流
れ
を

転
換
し
て
い
く
行
為
の
あ
り
方
を
、
歴
史
を
動
か
す
積
極
面
と
し
て
位
置
づ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
行
為
者
と
状
況
は
矛
盾
し
た
関
係
に
あ
る
。
行

為
者
は
、
時
代
の
逆
風
に
抵
抗
し
な
が
ら
道
を
切
り
開
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
緊
張
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。
自
ら
の
行
為
が
、
時
代
の
流
れ
に
支
え
ら
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
動
主
義
者
は
、
時
代
と
戦
い
、

時
代
に
反
抗
し
、
時
に
は
、
そ
の
時
代
の
規
範
を
も
破
り
、
時
代
を
切
り
開
い
て
い

く
。
お
お
む
ね
、
時
代
の
変
革
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
者
の
先
駆
的
な
行
動
か
ら
起

き
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

孫
子
も

「兵
と
は
詭
道
な
り
」
と
言
う
。
通
常
、
詭
道
と
言
え
ば
奇
計
や
策
謀
、

権
謀
や
術
数
の
意
味
で
理
解
さ
れ
、
何
か
好
ま
し
く
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
本
来
は
、
上
下
遠
近
を
顛
倒
さ
せ
る
方
策
の
こ
と
を
言

う
。
状
況
を

一
気
に
顛
倒
さ
せ
る
運
動
が
詭
道
な
の
で
あ
る
。　
一
つ
の
方
向
で
し
か

考
え
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
も
の
を
、
反
対
の
方
向
か
ら
な
が
め
て
、
別
の
方
策
を
立

て
、
そ
れ
を
挺
子
と
し
て
、
状
況
を
自
ら
に
有
利
な
よ
う
に
転
換
す
る
こ
と
を
狙

っ

た
も
の
が
、
詭
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
行
為
に
よ

っ
て
新
し
い
状
況
を

つ
く
り
だ
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
前
提
し
て
い
る
。
状
況
は
、
人
間
に
と

っ
て
、
す

で
に
与
え
ら
れ
た
運
命
と
い
う
側
面
を
も

つ
と
同
時
に
、
人
間
が
積
極
的
に
立
ち
向

か
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
新
し
く
つ
く
り
だ
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
。

孫
子
は
、
こ
の
面
に
注
目
し
て
、
戦
略
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
、
状
況
や
時
代
、
さ
ら
に
自
然
万
物
の
大
き
な
流
れ
に
支
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
場
で
わ
れ
わ
れ
が
行
為
す

る
と
い
う
こ
と
と
別
物
で
は
な
い
。
行
為
は
生
成
の
中
に
あ
る
と
同
時
に
、
行
為
が

生
成
を
起
こ
す
。
生
成
に
よ

っ
て
行
為
は
あ
る
と
同
時
に
、
行
為
に
よ

つ
て
生
成
は

起
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
生
成
を
行
為
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
単
に
、

成
り
行
き
に
任
せ
て
、
そ
れ
に
逆
ら
わ
ず
に
動
く
行
為
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
成
り

行
き
を

つ
く

っ
て
い
く
積
極
的
な
行
為
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
‐
流
れ
に
任
せ
る

行
為
ば
か
り
で
な
く
、
流
れ
を

つ
く
る
行
為
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て

は
、
生
成
の
中
に
あ

つ
て
、
生
成
を
担

っ
て
い
る
。
生
成
流
転
す
る
世
界
の
中
で
の

一
つ
の
行
為
は
、
そ
の
中
に
生
成
流
転
す
る
世
界
を
映
し
取

っ
て
い
る
と
同
時
に
、

そ
の
中
か
ら
生
成
流
転
す
る
世
界
を
紡
ぎ
出
し
て
く
る
。
ど
ん
な
行
為
も
、
無
意
味

な
も
の
と
し
て
運
命
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。

（小
林
道
憲

「動
く
倫
理
学
を
展
開
す
る
」
に
よ
る
）

〔注
〕
カ
ン
ト
的
定
言
命
法

―

十
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
で
あ
る
カ
ン
ト

の
唱
え
た
、
カ
ン
ト
的
倫
理
学
に
お
け
る
、
意
志

を
無
条
件
的
に
規
定
す
る
道
徳
法
則
。

韓
非
子
、
孫
子

―

―
と
も
に
中
国
古
代
の
思
想
家
。
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〔問
２
〕
‐
行
為
は
、
行
為
者
の
個
性
と
状
況
の
関
数
で
あ
る
。
と
あ
る
が
、
ど
う

い

う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
状
況
は
行
為
者
の
個
性
に
よ

っ
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
認
識
し
た
状
況
に
対
し
て
行

為
者
が
選
択
す
る
も
の
が
行
為
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。

イ
　
行
為
と
は
、
社
会
的
に
規
定
さ
れ
た
状
況
に
対
し
て
行
為
者
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
に

応
じ
て
行
う
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。

ウ
　
あ
る
行
為
者
の
個
性
に
よ

つ
て
状
況
に
適
し
た
行
動
様
式
が
選
択
さ
れ
、
そ
れ
が

広
く
状
況
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

工
　
行
為
は
行
為
者

一
人
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
個
性
の
も
と
で
選
択
さ
れ
た
多
く
の

行
為
と
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。

〔Ｆｌｉ
３
〕
‐

体
験
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
場
そ
の
場
で
自
分
な
り
の

対
処
の
仕
方
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
、
成
長
し
て
い
っ
て
も
い
る
の
で
あ

る
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「成
長
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
様
々
な
状
況
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く
中
で
、
次
第
に
状
況
自
体
の
変
革
を
目
指

し
た
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

イ
　
状
況
が
変
化
し
て
い
く
中
で
も
自
己
の
内
面
を
保
ち
続
け
る
た
め
に
、
状
況
に
応

じ
た
柔
軟
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

ウ
　
過
去
の
事
例
や
慣
例
を
多
く
学
ぶ
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
対
応
す
る
際
に
そ

う
し
た
も
の
に
依
拠
し
た
行
為
を
排
除
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

工
　
状
況
に
応
じ
て
戦
略
を
修
正
す
る
た
め
に
、
状
況
に
関
す
る
知
識
を
得
る
努
力
を

不
断
に
行
う
こ
と
で
冷
静
な
対
処
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

わ
れ
わ
れ
は
、
長

い
人
生
の
中
で
、
そ
の
時
々
に
、
常
に
新
し
い
状
況
を
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１
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と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
状
況
が
常
に
変
化
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
そ
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め

に
選
択
さ
れ
る
行
為
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
も
の
が
称
賛
さ
れ
る
の
が
当
然

だ
か
ら
。

イ
　
変
化
し
続
け
る
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
行

っ
た
行
為
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
倫

理
的
に
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い

か
ら
。

ウ
　
普
遍
的
な
規
範
は
、
絶
え
ず
変
化
し
て
い
く
状
況
に
対
し
て
は
適
切
で
は
な

い

の
で
、
そ
れ
と
相
反
し
た
行
動
様
式
の
方
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す

い
も
の

だ
か
ら
。

工
　
状
況
倫
理
的
な
生
き
方
に
お
い
て
は
行
為
自
体
が
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
も

の
で
あ
り
、
状
況
に
適
応
し
て
い
る
な
ら
ば
、
従
来
と
の
異
同
は
問
題
で
は
な

い

か
ら
。



〔問
４
〕
‐
か
く
て
、
世
界
の
生
成
は
起
き
る
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
世
界
の

生
成
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次

の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
状
況
を
変
革
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
そ
の
変
革
の
対
象
と
し
て
の
世
界
を
明
確
に

捉
え
る
た
め
に
行
為
と
も
の
ご
と
の
相
互
連
関
性
を
切
り
離
し
、
世
界
が
限
定
さ
れ

て
い
く
と
い
う
こ
と
。

イ
　
状
況
倫
理
的
な
生
き
方
は
変
化
し
続
け
る
状
況
が
前
提
で
あ
り
、
人
が
柔
軟
な
対

応
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
世
界
の
様
々
な
関
係
性
が
よ
り
強
固
に
な

つ
て
い
く
と
い

つヽ
こ

夕
）。

ウ
　
時
代
環
境
に
合
わ
せ
て
、
運
命
を
可
変
的
な
も
の
と
し
て
切
り
開
い
て
い
こ
う
と

積
極
的
に
生
き
る
こ
と
で
、
世
界
の
相
互
連
関
性
が
組
み
換
え
ら
れ
て
い
く
と

い
う

こ

と

。

工
　
状
況
倫
理
的
な
生
き
方
と
は
異
な
り
、
状
況
を
変
え
よ
う
と
す
る
行
為
に
よ

っ
て

生
成
過
程
に
あ
る
世
界
の
諸
関
係
に
影
響
を
与
え
、
改
め
て
世
界
が
紡
ぎ
出
さ
れ
て

い
く
と

い
う
こ
と
。

1円

0

「評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
積
極
的
な
行
為
は
、
た
だ
状
況
に
合
わ
せ
て
生
き
て
い
く
消
極
的
な
生
き
方
と
は

違

い
、
自
分
の
日
的
を
明
確
に
も

っ
て
時
代
さ
え
も
顧
み
ず
に
行
う
勇
気
が
必
要
な

行
為
で
あ
る
か
ら
。

イ
　
積
極
的
な
行
為
は
、
時
代
に
東
縛
さ
れ
て
い
た
人
々
を
解
放
し
た
と

い
う
歴
史
的

な
意
味
を
も
ち
、
さ
ら
に
次
の
変
革
者
を
生
み
出
す
契
機
と
も
な
り
う
る
行
為
で
あ

ウ
　
積
極
的
な
行
為
は
、
そ
の
行
為
者
が
生
き
る
時
代
や
環
境
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

自
ら
を
孤
独
と
緊
張
の
中

へ
追

い
や
り
な
が
ら
も
、
既
存
の
状
況
を
打
開
し
て
い
く
　
　
・

行
為
で
あ
る
か
ら
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｈ

工
　
積
極
的
な
行
為
は
、今
で
こ
そ
志
の
あ
る

一
部
の
例
外
者
が
行
う
も
の
で
あ
る
が
、　
　

．

そ
も
そ
も
は
旧
来
の
慣
例
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
聖
人
の
み
が
行
え
る
行
為
で

あ
る
か
ら
。

る

か

り

こ
の
よ
う
な
観
点

に

自
己
の
信
じ
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
行
動
し
道
を
切
り
開
く
積
極
的
行
為
が
、
何

も

の
に
も
代
え
が
た

い
も

の
と
し
て

立

つ
な
ら
、
時
代
状
況
が
ど

の
よ
う

で
あ

っ
て
も
、

評
価
さ
れ
ね
ば

な

ら

な

い
。

と

あ

る
´

″



〔問
６
〕

本
文
の
構
成
・表
現
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
う
ち
か
ら
選
べ
ｃ

ア
　
論
理
の
段
階
的
な
ま
と
め
と
し
て
歴
史
的
な
事
例
を
挙
げ
、
説
得
力
の
あ
る
論
理

展
開
を
構
築
し
て
い
る
。

イ
　
冒
頭
に
結
論
を
置
き
、
個
別
の
事
例
を
検
討
し
な
が
ら
断
定
的
な
表
現
を
多
用
し

て
文
章
を
構
成
し
て
い
る
。

ウ
　
幕
末
の
日
本
の
開
国
論
と
古
代
中
国
の
思
想
の
対
比
が
、
本
文
で
提
示
さ
れ
る
生

き
方
の
対
比
と
な

つ
て
い
る
。

工
　
異
な
る
二
つ
の
生
き
方
を
述
べ
、
最
終
的
に
筆
者
独
自
の
考
え
と
し
て
そ
れ
ら
を

統
合
し
た
生
き
方
を
提
示
し
て
い
る
。

〔――１１
７
〕
‐
流
れ
に
任
せ
る
行
為
ば
か
り
で
な
く
、
流
れ
を

つ
く
る
行
為
も
見
落
と
し

て
は
な
ら
な
い
。
と
あ
る
が
、
「流
れ
を

つ
く
る
行
為
」
と
は
ど
の
よ
う
な
行

為
で
あ
る
か
。
本
文
に
即
し
て
、
適
切
な
具
体
例
を
挙
げ
て
、
二
百
字
以
内
で

説
明
せ
よ
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、
、
や

ｏ
や

「
な
ど
も
そ

れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

-12-



員

Ｕ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
間
に
答
え
よ
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ

た
古
文
の
後
の

〈　
　
〉
内
の
文
は
、
出
題
に
際
し
て
付
け
た
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
。
）

ど
う
し
た
ら
晴
れ
の
場
の
歌
よ
み
の

一
人
と
な
れ
る
か
。
ど
う
し
た
ら
歌
合
に
勝

利
を
得
ら
れ
る
か
。
ま
た
ど
う
し
た
ら
撰
集
の
チ
ャ
ン
ス
に
め
ぐ
り
あ

っ
て
入
集
が

は
た
せ
る
か
。
歌

へ
の
執
念
を
心
に
抱
い
て
、
試
行
錯
誤
を
繰
返
し
つ
つ
悩
む
歌
人

た
ち
の
姿
が
、
説
話
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
克
音
の
業
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

一
番
リ
ア
ル
な
努
力
と
工
夫
が
払
わ
れ
て
い
る
の
は
言
葉
の
問
題
で
あ
る
。
失
敗
も

あ
り
、
論
争
も
あ
り
、
発
見
も
あ
る
が
、
ど
れ
も
今
日
の
問
題
と
つ
な
が
る
も
の
ば

か
り
で
あ
る
の
が
感
銘
深
い
。

A

惜
し
む
べ
き
春
を
ば
人
に
厭
は
せ
て
空
頼
め
に
や
な
ら
ん
と
す
ら
ん

因
幡

こ
の
歌
は

「夏
二
契
ル
恋
」
と

い
う
題
で
詠
ま
れ
た
歌
だ
が
、
折
ふ
し
合
評
の
歌

合
で
、
人
々
に
好
評
だ

っ
た
。
た
だ
問
題
点
と
し
て
出
さ
れ
た
点
が
あ
る
。
「春
を

ば
人
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
曖
味
さ
が
よ
く
な
い
と
い
う
も
の
だ
。

代
案
は

「春
を
ば
わ
れ
に
」
と
す
れ
ば
明
快
に
わ
か
り
、
い
っ
そ
う
よ
い
歌
に
な

る
と
い
う
意
見
で
あ
る
。

「名
残
惜
し
い
は
ず
の
春
な
の
に
、
そ
の
春
を
さ
え
、
私
に
と

つ
て
は
厭
わ
し
い

ま
で
に
つ
れ
な
く
逢
お
う
と
し
な
い
あ
な
た
。
た
ぶ
ん

『夏
に
は
逢
お
う
』
と
い
う

約
束
さ
え
、
当
て
に
な
ら
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
内
容

な
の
で
、
「人
」
は
、
は

っ
き
り

「
わ
れ
」
と
す
る
方
が
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

俊
恵
は
こ
の

一
部
始
終
を
聞
い
て
、
「
何
と

い
う
歌
ご
こ
ろ
の
な
い
こ
と
を

い
う

も
の
か
」
と
歎
き
、
「
人
に
」
と
い
っ
た
か
ら
と
て
誰
が

「
わ
れ
」
以
外
の
も
の
を

想
像
す
る
だ
ろ
う
。
「惜
し
む
べ
き
春
を
ば
わ
れ
に
厭
は
せ
て
」
と

い
っ
た
な
ら
、

「
わ
れ
」
が
突
出
し
て
歌
が
ら
が
ま
こ
と
に
品
位
低
く
な
る
の
が
わ
か
ら
な

い
の
だ

ろ
う
か
。
よ
り
明
快
か
ど
う
か
は
さ
て
お

い
て
、
こ
れ
は
や
わ
ら
か
に
、
「
人
に
」

と
詠
ん
だ
の
が
よ
い
、
と
決
断
し
た
。

「
人
」
と

い
う
言
葉
は
、
「百
人

一
首
」
に
も
頻
出
す
る
よ
う
に
、
和
歌
の
世
界
で

は
大
き
な
用
語
で
あ
る
。
不
特
定
な
世
間

一
般
の

「
人
」
と
し
て
使
わ
れ
た
例
は

「百
人

一
首
」
中
十
二
首
、
相
手

の
人
を
さ
し
て
間
接
的
に

「
人
」
と
よ
ん
だ
例
は

七
首
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「百
人

一
首
」
の
う
ち
、
五
分
の

一
近
く
に

「人
」
が
登

場
す
る
の
を
み
て
も
、
「
人
」

へ
の
関
心
の
高
さ
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
に
付
随
し
て

「君
」
と

い
う
と
こ
ろ
を
あ
え
て

「
人
」
と

い
う
間
接
の
表
現
を
用
い
、
か
え

っ
て

余
情
の
ふ
く
ら
み
を
感
じ
さ
せ
る
方
法
に
人
気
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
あ
げ
た
女

房

因
幡
の
歌
は
、
「貴
方
」
と

い
う
代
名
詞
と
し
て

の
「人
」
で
も
な
く
、
「
わ
れ
」
の
代
名
詞
と
し
て
の
も
の
で
、新
し
い
使
い
方
で
あ
る
。

い
ま
の

『古
語
辞
典
」
に
も
こ
の
例
は
出
て
こ
な
い
が
、　
一
首
の
中
で
、
た
し
か
に
　
　
・

「人
」
は

「わ
れ
」
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
「人
」
の
表
現
に
は
詩
的
な
余
情

　

１３

が
生
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
使
用
例
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
が
、
現
代
に
は
　
　

．

か
え

っ
て

「人
の
気
も
し
ら
な
い
で
」
と
か
、
「
人
の
こ
と
を
何
と
思

っ
て
い
る
の
」

と
い
う
よ
う
に
、
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
が
面
白

い
。

も
う

一
つ
言
葉
発
見
の
例
を
あ
げ
よ
う
。
清
輔
の

『袋
草
紙
」

で
は
、
清
輔
の

父
顕
輔
の
歌
を
俊
頼
が
賞
め
た
逸
話
と
し
て
載

っ
て
い
る
が
、
俊
頼
は
こ
の
歌
の
面

白
さ
を
息
子
の
俊
恵
に
語

つ
て
い
た
ら
し
い
。
‐
し
か
し
愉
快
な
こ
と
に
賞
め
ど
こ

ろ
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。

Ｂ
　
逢
ふ
と
見
て
現
の
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
は
か
な
き
夢
ぞ
命
な
り
け
る

（恋
し
い
人
に
逢
う
夢
を
見
て
も
現
実
に
逢
え
る
効
果
は
な
い
が
、
こ
の
頼
り
な
い

夢
が
、
私
の
生
き
て
い
る
と
い
う
命
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
よ
。
〉

顕

輔



顕
輔
は
俊
頼
よ
り
三
十
五
歳
く
ら
い
年
下
で
あ
る
か
ら
、
大
長
老
に
激
賞
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
こ
の
歌
が

『金
葉
和
歌
集
』
に
入
集
し
た
大
治
二
年

（
一
一
二
七
）

か
ら
み
れ
ば
俊
頼
は
七
十
二
歳
ぐ
ら
い
、
顕
輔
は
二
十
七
歳
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

俊
頼
は
こ
の
歌
を
い
た
く
感
銘
し
た
ら
し
く
、
「
こ
れ
は
椋
の
葉
磨
き
し
て
、
鼻
脂

引
き
た
る
歌
な
り
。
世
の
常
の
人
な
ら
ば
、
「現
の
か
ひ
は
な
け
れ
ど
も
は
か
な
き

夢
ぞ
嬉
し
か
り
け
る
』
と
ぞ
よ
ま
ま
し
。
‐
た
が
か
く
は
よ
ま
ん
ぞ
」
と
賞
揚
し
て

や
ま
な
か
つ
た
。

「椋
の
葉
磨
き
」
な
ど
と
い
う
比
喩
も
今
日
か
ら
は
珍
し
く
て
面
白

い
が
、
乾
か

し
た
木
賊
の
葉
や
桃
の
核
、
椋
の
葉
な
ど
は
、
木
材
な
ど
の
表
面
を
磨
く
の
に
必
須

の
も
の
だ

っ
た
。
そ
う

い
う
も
の
で
念
入
に
磨

い
た
上
に
、
多
少
俗

っ
ぽ
い
が
職
人

が

「鼻
脂
引
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
最
後
の
仕
上
げ
に
念
を
入
れ
、
表
現
の
完
壁
を

期
し
た
歌
だ
と
い
う
。
ど
こ
が
そ
の

「鼻
脂
引
く
」
に
当
る
か
と
い
え
ば
、
ふ
つ
う

こ
の
歌
の
下
旬
は

「
は
か
な
き
夢
ぞ
嬉
し
か
り
け
る
」
と
な
る
の
が
穏
当
の
仕
上
り

だ
が
、
顕
輔
は

「嬉
し
」
の
代
り
と
し
て

「命
な
り
け
る
」
と
い
う
結
句
を
用
意
し

た
。
「誰
が
こ
ん
な
言
葉
を
思

い
つ
く
だ
ろ
う
か
」
と
俊
頼
が
激
賞
し
た
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
「命
な
り
け
る
」
の
新
し
い
使
い
方
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

大
切
な
も
の
を

「命
」
と

い
う
比
喩
で
表
現
す
る
こ
と
は
、
『万
葉
集
』

の
中
に

も
沢
山
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
本
来
的
な

「生
命
」
を
表
わ
す
言
葉

を
基
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
平
安
朝
和
歌
の
中
で
は
、
燃
焼
度
の
高

い

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
比
喩
と
し
て
、
「命
に
も
ま
さ
り
て
惜
し
く
あ
る
も
の
は
見
は
て
ぬ

夢
の
さ
む
る
な
り
け
り
」
（壬
生

忠
琴
）
〈命
に
も
ま
さ
っ
て
惜
し
い
も
の
で
あ
る
の
は
、

最
後
ま
で
見
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
思
う
人
と
の
逢
瀬
の
夢
が
さ
め
る
こ
と
で
あ
る
よ
。〉
の

よ
う
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

つ
て
ゆ
く
の
だ
。
顕
輔
の
よ
う
に
、
結
句
に

「命
な
り

け
り
」
や

「命
な
り
け
る
」
を
用
意
し
た
歌
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

Ｃ
　
春
毎
に
花
の
さ
か
り
は
あ
り
な
め
ど
あ
ひ
み
む
こ
と
は
命
な
り
け
り

よ
み
人
し
ら
ず

Ｄ
　
今
は
は
や
恋
ひ
死
な
ま
し
を
あ
ひ
見
む
と
頼
め
し
こ
と
ぞ
命
な
り
け
る

「春
毎
に
」
の
歌
は

『古
今
和
歌
集
』
の
も
の
で
、
「春
毎
に
花
は
咲
く
だ
ろ
う
が
、

そ
の
花
の
盛
り
に
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
は

『命
』
あ

っ
て
の
事
な
の
だ
」
と

い
う
。

花
と
の
出
会

い
に
擬
人
的
気
分
が
あ
る
詠
嘆
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
深
養
父
の

歌
は
、
「
必
ず
逢
お
う
と
約
束
し
た
こ
と
だ
け
が
命
の
支
え
だ
」
と
う
た

っ
て
い
る

の
で
、
こ
こ
で
は
従
来
の

「命
」
の
意
味
に
広
が
り
が
生
れ
た
新
鮮
さ
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
「命
」
を

「命
の
支
え
」
と

い
う
意
味
合

い
で
使

っ
た
歌
は
、
じ
つ
は

顕
輔
に
も
あ
る
。
「今
は
さ
は
逢
ひ
み
む
ま
で
は
か
た
く
と
も
命
と
な
ら
む
言
の
葉

も
が
な
」
〈今
は
そ
れ
で
は
、
逢
い
見
る
こ
と
ま
で
は
難
し
く
と
も
、
命
の
支
え
と
な
る
言

葉
が
ほ
し
い
も
の
だ
な
あ
。）
と

い
う
歌
で
、
そ
う
し
た

「命
」
と

い
う
表
現
の
工
夫

の
あ
と
を
た
ど

つ
て
み
る
と
、
顕
輔
が
こ
の

「命
な
り
け
る
」
を
、
「嬉
し
い
」
と
　
　
・

い
う
感
動
の
代
り
と
し
て
結
句
に
据
え
る
に
至
る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
試
行
の
時

　

１４

間
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

そ
れ
も
面
白

い
が
、
俊
頼
の
よ
う
に
、
顕
輔
の
狙

い
が

「命
な
り
け
る
」
の
表
現

に
あ
る
こ
と
を

一
日
で
見
ぬ
い
て
、
そ
こ
を
賞
揚
す
る
人
々
ば
か
り
で
は
な
か

つ
た

ら
し
い
。
な
ん
と
顕
輔
の
子
の
清
輔
が
著
し
た

『袋
草
紙
』
で
は
、
全
く
ち
が
う
と

こ
ろ
に
俊
頼
が
感
心
し
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
「逢
ふ
と
見
て
現
の
甲
斐
は
な
け

れ
ど
も
」
と

い
う
と
こ
ろ
を
、
ふ
つ
う
な
ら
ば

「逢
ふ
と
見
て
現
に
甲
斐
の
な
け
れ

ど
も
」
と
詠
む
と
こ
ろ
を
、
「
現
の
甲
斐
」
と
言

っ
た
と
こ
ろ
が
並
々
で
な
く
、
こ

の

「
の
」
の
字

一
字
の
ち
が
い
こ
そ

「鼻
脂
引
く
所
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
結

語
と
し
て
、
「詩
歌
は
た
だ

一
字
な
り
」
と

い
う
戒
め
は
肯
け
る
の
だ
が
、
感
心
し

た
と
こ
ろ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
伝
聞
し
て
ゆ
く
う
ち
に
、
俊
頼
が
ほ
め
た
と

こ
ろ
が
わ
か
ら
な
く
な

つ
て
し
ま

い
、
当
て
推
量
に

「
こ
こ
か
」
と

「
の
」
の
字
を

押
え
た
よ
う
な
可
笑
し
さ
が
あ
る
。

「命
」
と

い
う
言
葉
を
ど
う
使

い
こ
な
し
て
み
る
か
と

い
う
工
夫
が
、
あ
る
歌
人

清

原

深
養

父



た
ち
の
中
で
ず

っ
と

つ
づ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
貴
重
な
こ

と
だ
と
思
う
。
「命
」
と

い
う

一
語
の
効
用
を
面
白
く
、
持
続
的
に
Ｉ
夫
し
て
き
た

歌
人
の
い
と
な
み
は
、　
一
語
を
大
切
に
す
る
歌
人
の
姿
勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

（馬
場
あ
き
子

「歌
説
話
の
世
界
」
に
よ
る
）

〔注
〕
因
幡
、
俊
恵
、
清
輔
、
顕
輔
、
俊
頼
、
壬
生

忠
琴
、
清

原

深
養
父

―
―

い
ず
れ
も
平
安
時
代
の
歌
人
。

女

房

―

―
貴
族
の
家
に
仕
え
た
女
性
。

『金
葉
和
歌
集
』
―
―

自
河
法
皇
の
命
令
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
平
安
時
代
の

歌
集
。

恋
ひ
死
な
ま
し
を

―

‐
死
ね
る
も
の
な
ら
恋

い
こ
が
れ
て
死
ん
で
し
ま

い

た
い

〔
問

１
〕

‐
「
人

」

と

い
う

言

葉

は

、

「
百

人

一
首

」

に
も

頻

出

す

る

よ
う

に
、
引
州
判
州

が
、
Ａ
の
歌
の

「人
」
と
い
う
言
葉

Ｌ
界
で
は
大
き
な
用
語

で
あ
る
。
と
あ
る

の
使

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

れ
か
。

ア
　
現
代
の
二
人
称

の
代
名
詞
と
し
て
で
は
な
く
、
不
特
定
な
人
を
明
快
に
わ
か
り

や
す
く
表
現
し
た
使

い
方
。

イ
　
相
手
を
指
し
て
間
接
的
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
遠
回
し
に
表

現
し
た
斬
新
な
使

い
方
。

ウ
　
特
定
で
き
な

い

一
般
の
人
を
指
す

の
で
は
な
く
、
相
手

の
人
を
指
し
て
間
接
的

に
表
現
し
た
現
代
に
通
じ
る
使

い
方
。

工
　

一
人
称

の
代
名
詞
と
し
て
用

い
る
用
法
で
は
な
く
、
Ｌ
間

一
般
の
人
を
余
情
を

も

っ
て
表
現
し
た
使
い
方
。

〔間
２
〕

‐
し
か
し
愉
快
な
こ
と
に
賞
め
ど
こ
ろ
が
ち
が
う

の
で
あ
る
。
と
あ
る
が
、

ど
の
よ
う
に
違

っ
て
い
た
の
か
。
そ
の
説
明
を
次
の

め
る
と
き
、
（　
Ｃ
　
）、
（

（２
）

）
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、

本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

並

の
詠
み
方
な
ら
ば
使
う
は
ず

の
言
葉
を
あ
え
て
使
わ
ず
、
結
句
と
し
て

（

（出
）

）
と
い
う
表
現
を
用
い
た
斬
新
さ
を
ほ
め
た
こ
と
に
な

つ
て
い
る
も
の

に
対
し
、
『袋
草
紙
」
で
は
、
（　
●
　
）
と
い
う
助
詞
を
用
い
た
、
言
葉
の
選
び

方
の
巧
み
さ
を
ほ
め
た
こ
と
に
な

つ
て
い
る
．

内

の
よ
う

に
ま

と
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〔問
３
〕

で
は
ど
れ
か
。

ア
　
誰
が
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
を
し
な
い
の
か

イ
　
誰
の
詠
み
方
に
な
ら

つ
た
の
だ
ろ
う
か

ウ
　
誰
で
も
こ
の
詠
み
方
は
わ
か
る
だ
ろ
う

工
　
誰
も
こ
の
よ
う
な
詠
み
方
は
し
な

い

〔間
４
〕

和
歌
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
に
お
け
る

「命
」
の
語
の
用
い
ら
れ
方
に
つ
い
て
筆
者
の

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

ア
　
Ｂ
の
歌
で
は

「大
切
な
も
の
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｃ
の
歌
で
は

「命
の
支
え
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、
Ｄ
の
歌
で
は
感
動
表
現
の
代
用
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

イ
　
Ｂ
の
歌
で
は
詠
嘆
的
な
気
持
ち
の
こ
も

っ
た

「命
の
支
え
」
と
い
う
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
が
、
Ｃ
の
歌
で
は
平
安
朝
に
用
い
ら
れ
た
本
来
的
な

「生
命
」
を
表
す
意

味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

ウ
　
Ｂ
の
歌
で
は
従
来
と
異
な
る
用
法
で
感
動
を
表
す
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る

が
、
Ｄ
の
歌
で
は

「命
の
支
え
」
と
い
う
新
し
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て

工
　
Ｃ
の
歌
で
は
本
来
の

「命
」
を
支
え
る
も
の
と

い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、

Ｄ
の
歌
で
は

「大
切
な
も
の
」
と
い
う
広
が
り
を
も

っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と

考
え

い

る

た
が
か
く
は
よ
ま
ん
ぞ

の
意

て
い

る

味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち

〔問
５
〕

本
文
中
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
歌
合
で
の
名
誉
を
求
め
た
歌
人
た
ち
の
言
葉
に
こ
だ
わ
る
努
力
は
、
名
歌
を
生
ん

で
賞
賛
さ
れ
た
が
、
言
葉
の
新
し
さ
は
時
代
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
て
、
か
え

っ
て
名

歌
と
は
何
か
が
論
争
の
的
と
な

つ
た
。

イ
　
歌
合
に
勝
ち
た
い
と

い
う
欲
望
を
も

っ
た
歌
人
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
の

果
て
に
見
出
し
た

一
語
を
、
さ
ら
に
他
の
人
が
継
承
発
展
す
る
中
で
、
詩
歌
に
お
け

る
言
葉
の
意
味
の
広
が
り
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。

ウ
　
歌
合
で
の
勝
利
を
求
め
る
歌
人
た
ち
の
欲
望
は

一
語

へ
の
こ
だ
わ
り
を
生
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
の
末
に
見
出
し
た
従
来
と
は
異
な
る
表
現
方
法
が
、
今
日
に
も
つ
な

が
る
新
た
な
文
学
の
あ
り
方
を
も
た
ら
し
た
。

工
　
歌
合
に
お
け
る
名
誉
を
得
た
い
と

い
う
歌
人
た
ち
の
願
望
は
、
言
葉
に
新
し
い
意

味
を
も
た
ら
し
た
が
、
そ
の
意
味
が
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
本
来
の
言
葉
の

意
味
が
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
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