
二
〇
一
七
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
現
代
文
﹀

第
�
問

評
論

小
林
傳
司
﹁
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂
に
よ
る

﹇
総

括
﹈

第
一
問
の
﹁
評
論
﹂
は
、
昨
年
に
比
べ
る
と
本
文
量
が
二
割
近
く
増
加
し
、
四
〇
〇
〇
字
を
超
え
た
。
ま
た
、
一
昨
年
、
昨
年
と
も
に
受
験
生
に
な
じ
み
の
あ
る
現
代
的
テ
ー
マ
の

文
章
で
あ
り
、
文
体
も
﹁
で
す
・
ま
す
﹂
体
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
今
年
は
﹁
で
あ
る
﹂
体
で
硬
質
な
評
論
、
し
か
も
理
系
の
筆
者
に
よ
る
本
格
的
な
﹁
科
学
論
﹂
に
な
っ
た
だ
け
に
、

読
解
に
時
間
が
か
か
っ
た
受
験
生
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
章
の
構
成
と
し
て
は
、
近
代
科
学
の
成
立
し
た
十
六
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
後
半
の
現
代
に
い
た
る
科
学
�

技
術
の
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
変
遷
を
述
べ
た
後
、
科
学
社
会
学

者
の
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
が
﹁
も
っ
と
科
学
を
﹂
と
い
う
近
代
の
状
況
に
投
じ
た
一
石
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
の
問
い
か
け
を
筆
者
が
よ
り
深
く
考
察
し
、
批
判
し
て
い

く
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
受
験
生
と
し
て
は
読
解
に
時
間
を
か
け
す
ぎ
な
い
よ
う
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。

設
問
別
で
は
、
問
�
の
漢
字
は
実
力
が
問
わ
れ
る
問
題
が
並
ん
だ
。
問
�
～
問
�
ま
で
は
、
傍
線
部
の
説
明
問
題
で
標
準
レ
ベ
ル
が
並
ぶ
。
昨
年
出
題
さ
れ
た
問
�
の
よ
う
な
、
生

徒
が
﹁
誠
実
さ
﹂
を
話
題
に
し
て
発
言
を
し
て
い
る
中
か
ら
正
解
を
選
ぶ
問
題
は
出
な
か
っ
た
。
問
�
は
、
昨
年
同
様
﹁
小
問
�
題
構
成
で
各
�
つ
を
選
ぶ
﹂
形
式
だ
っ
た
。
⒤
で
は

文
章
の
表
現
を
問
い
、
�
で
は
文
章
の
構
成
・
展
開
を
問
う
て
い
る
が
、
両
方
と
も
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
点
が
特
徴
的
で
、
気
を
付
け
た
い
と
こ
ろ
だ
。

﹇
解

説
﹈

問
�

漢
字
問
題

基
本
～
標
準

�
の
正
解
の
5

﹁
旧
に
倍
し
た
﹂
は
﹁
こ
れ
ま
で
よ
り
も
い
っ
そ
う
、
程
度
を
増
す
こ
と
﹂
の
意
。
�
の
﹁
起
因
﹂
は
﹁
物
事
の
起
こ
っ
た
原
因
﹂
。
�
の
﹁
厄
年
﹂
は
﹁
厄

災
が
多
く
降
り
か
か
る
と
さ
れ
る
年
齢
﹂
の
こ
と
。
	
の
﹁
宣
告
﹂
は
基
本
漢
字
な
の
で
、
正
解
を
選
ぶ
の
は
容
易
な
は
ず
。


は
﹁
訓
﹂
の
漢
字
を
﹁
音
﹂
で
解
答
す
る
問
題
。

意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
と
解
け
な
い
点
で
、
日
頃
か
ら
漢
字
に
関
し
て
多
角
的
な
勉
強
を
積
み
重
ね
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
消
去
法
で
も
解
け
な
く
は
な
い
が
、
こ
の
レ

ベ
ル
の
漢
字
に
関
し
て
は
す
べ
て
自
力
で
書
け
る
力
を
付
け
て
お
い
て
ほ
し
い
。
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傍
線
部
�
～


に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
物
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

�

倍
増

1

培
養

2

媒
体

3

陪
審

4

賠
償

◎
5

倍
し
た

�

要
因

1

動
員

2

強
引

3

婚
姻

4

陰
謀

◎
5

起
因

�

厄
介

1

利
益

2

通
訳

◎
3

厄
年

4

躍
起

5

薬
効

	

宣
告

◎
1

上
告

2

克
明

3

黒
白

4

穀
倉

5

酷
似




癒
や
さ
れ
る

1

空
輸

2

比
喩

3

愉
悦

◎
4

癒
着

5

教
諭

正
解

�

5

�

5

�

3

	

1




4

�

�

�

�

�

問
�

傍
線
部
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
先
進
国
の
社
会
体
制
を
維
持
す
る
重
要
な
装
置
と
な
っ
て
き
て
い
る
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ

選
べ
。

傍
線
部
の
前
後
の
読
解
と
、
傍
線
部
自
体
の
意
味
を
正
確
に
理
解
し
て
解
く
問
題
。

第
�
段
落
で
、
近
代
科
学
の
成
立
し
た
十
六
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
、
そ
し
て
二
十
世
紀
に
い
た
る
科
学
�

技
術
の
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
変
遷
が
書
か
れ
て
い
る
、
そ
こ

で
は
、
か
つ
て
科
学
は
﹁
伝
統
的
な
自
然
科
学
の
一
環
と
し
て
の
、
一
部
の
好
事
家
に
よ
る
楽
し
み
﹂
で
あ
っ
た
も
の
が
、
﹁
科
学
者
﹂
に
よ
っ
て
﹁
知
識
生
産
﹂
へ
と
変
容
し
、

さ
ら
に
科
学
が
技
術
的
な
威
力
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
﹁
国
民
国
家
の
競
争
﹂
に
お
い
て
﹁
重
要
な
戦
力
﹂
と
な
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
第
�
段
落
で
、
科
学
技
術
の
営
み
の
存
在
は
膨
張
し
続
け
、
二
十
世
紀
後
半
で
は
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
強
の
投
資
を
要
求
す
る
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
て
の
よ

う
な
自
然
哲
学
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
直
後
に
、
傍
線
部
Ａ

﹁
先
進
国
の
社
会
体
制
を
維
持
す
る
重
要
な
装
置
と
な
っ
て
き
て
い
る
﹂
が
引
か
れ
、
そ
の

説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
第
�
段
落
ま
で
読
み
進
む
と
、
二
十
世
紀
後
半
の
科
学
�

技
術
は
、
﹁
社
会
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
持
っ
て
﹂
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
﹁
自
然
に
介
入
し
、

操
作
す
る
能
力
の
開
発
に
重
点
が
移
動
し
て
い
る
﹂
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
﹁
近
代
科
学
の
成
立
期
当
初
の
科
学
と
現
代
の
科
学
�

技
術
と
の
違
い
﹂
を
正
確
に
説
明
し
て
あ
る
こ
と
、
ま
た
傍
線
部
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
先
進
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国
の
社
会
体
制
を
維
持
す
る
重
要
な
装
置
﹂
の
正
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
選
択
肢
を
選
ぶ
こ
と
に
あ
る
。

選
択
肢
を
見
て
い
く
と
、
1

の
前
半
部
分
は
問
題
な
い
が
、
﹁
先
進
国
と
し
て
の
威
信
を
保
ち
対
外
的
に
国
力
を
顕
示
す
る
手
段
と
な
る
﹂
と
い
う
箇
所
が
×
。
科
学
�

技
術

は
単
な
る
﹁
威
信
﹂
や
﹁
国
力
を
顕
示
﹂
す
る
た
め
で
は
な
く
、
第
�
段
落
で
見
た
よ
う
に
、
﹁
社
会
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
能
力
を
持
っ
て
﹂
い
る
。

2

も
前
半
は
問
題
な
い
が
、
後
半
の
﹁
国
家
に
奉
仕
し
続
け
る
任
務
を
担
う
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
﹂
が
お
か
し
い
の
で
×
。

3

は
、
中
盤
の
﹁
為
政
者
の
厳
重
な
管
理
下
に
置
か
れ
る
国
家
的
な
事
業
﹂
と
い
う
内
容
が
本
文
に
は
な
く
×
。
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
は
、
許
容
さ
れ
る
言
い
換

え
表
現
で
な
け
れ
ば
×
に
な
る
と
い
う
の
は
セ
ン
タ
ー
現
代
文
の
鉄
則
だ
。

4

は
、
前
半
で
書
か
れ
て
い
る
﹁
﹃
も
っ
と
科
学
を
﹄
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
頃
﹂
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
対
比
さ
れ
て
い
る
﹁
か
つ
て
の
よ
う
な
﹂

自
然
科
学
的
性
格
を
持
つ
科
学
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
前
半
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
点
が
×
。
ま
た
、
﹁
経
済
大
国
が
国
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
重
視
す
る
存

在
﹂
と
い
う
の
も
×
。
こ
こ
で
は
﹁
社
会
体
制
を
維
持
す
る
﹂
た
め
の
重
要
な
装
置
な
の
で
あ
っ
て
、
﹁
国
力
を
向
上
さ
せ
る
﹂
た
め
で
は
な
い
。

5

の
前
半
﹁
人
間
の
知
的
活
動
と
い
う
側
面
を
薄
れ
さ
せ
﹂
は
傍
線
の
直
前
の
内
容
の
言
い
換
え
、
﹁
自
然
に
介
入
し
そ
れ
を
操
作
す
る
技
術
に
よ
り
実
利
的
成
果
を
も
た
ら

す
﹂
は
第
�
段
落
の
内
容
と
合
致
、
後
半
の
﹁
国
家
間
の
競
争
の
中
で
先
進
国
の
体
系
的
な
仕
組
み
を
持
続
的
に
支
え
る
不
可
欠
な
要
素
﹂
は
、
第
�
段
落
で
指
摘
し
た
内
容
と
、

傍
線
部
自
体
の
言
い
換
え
を
含
む
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
正
解
は
5

。

な
お
、
傍
線
部
の
﹁
先
進
国
の
社
会
体
制
を
維
持
す
る
重
要
な
装
置
﹂
の
言
い
換
え
を
選
択
肢
で
探
す
と
、
1

﹁
国
家
の
莫
大
な
経
済
的
投
資
を
要
求
す
る
主
要
な
分
野
﹂
、

2

﹁
国
家
に
奉
仕
し
続
け
る
任
務
を
担
う
も
の
﹂
、
3

﹁
先
進
国
間
の
競
争
の
時
代
を
継
続
さ
せ
る
戦
略
の
柱
﹂
、
4

﹁
経
済
大
国
が
国
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
重
視
す
る
存

在
﹂
と
い
う
説
明
は
、
い
ず
れ
も
不
適
と
い
え
る
。
5

の
﹁
先
進
国
の
体
系
的
な
仕
組
み
を
持
続
的
に
支
え
る
不
可
欠
な
要
素
﹂
だ
け
が
言
い
換
え
許
容
の
範
囲
で
あ
る
が
、

こ
れ
だ
け
で
正
解
と
決
め
る
の
は
危
険
な
の
で
、
傍
線
部
前
後
の
読
み
を
徹
底
し
て
正
解
に
至
っ
て
ほ
し
い
。

正
解

5

�

問
�

傍
線
部
説
明
問
題

基
本

傍
線
部
Ｂ

﹁
こ
う
し
て
﹃
も
っ
と
科
学
を
﹄
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
説
得
力
は
低
下
し
始
め
、
﹃
科
学
が
問
題
で
は
な
い
か
﹄
と
い
う
新
た
な
意
識
が
社
会
に
生
ま
れ
始
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。
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傍
線
部
中
の
指
示
語
の
指
し
示
す
も
の
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
と
、
傍
線
部
自
体
の
意
味
を
し
っ
か
り
理
解
し
て
解
く
問
題
。
ま
ず
、
傍
線
部
の
冒
頭
が
﹁
こ
う
し
て
﹂
と

い
う
幅
広
い
指
示
語
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

●
傍
線
部
中
、
あ
る
い
は
傍
線
部
の
直
前
に
指
示
語
が
あ
る
場
合
、
ま
ず
は
指
示
語
問
題
と
し
て
解
く
。

こ
れ
は
セ
ン
タ
ー
現
代
文
で
最
頻
出
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
の
大
学
の
現
代
文
に
お
い
て
も
重
要
な
解
法
の
鉄
則
で
あ
り
、
大
切
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

﹁
こ
う
し
て
﹂
と
い
う
指
示
語
は
﹁
こ
れ
﹂
や
﹁
そ
れ
﹂
な
ど
と
違
っ
て
、
複
数
の
具
体
的
な
内
容
を
指
し
示
す
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
第
�
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
二
十
世

紀
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
﹁
科
学
�

技
術
﹂
の
変
化
、
特
に
﹁
両
面
価
値
的
存
在
﹂
の
具
体
的
な
中
身
を
つ
か
め
ば
正
解
で
き
る
。

�

科
学
は
技
術
と
結
び
つ
く
こ
と
で
自
然
に
介
入
し
、
操
作
す
る
能
力
の
開
発
に
重
点
が
移
動
し
た
結
果
、
病
や
災
害
と
い
っ
た
自
然
の
脅
威
を
制
御
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。

同
時
に
︵
両
面
価
値
的
存
在
︶

�

科
学
�

技
術
の
作
り
出
し
た
人
工
物
が
人
類
に
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
を
も
た
ら
し
始
め
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
要
素
を
満
た
し
、
か
つ
傍
線
部
の
説
明
に
も
な
っ
て
い
る
選
択
肢
は
4

で
、
こ
れ
が
正
解
だ
。

1

は
、
後
半
の
﹁
自
然
に
介
入
し
そ
れ
を
操
作
す
る
能
力
の
開
発
が
あ
ま
り
に
も
急
激
で
予
測
不
可
能
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。
ま
た
﹁
そ
の
前
途
に
対
す

る
明
白
な
警
戒
感
が
生
じ
つ
つ
あ
る
﹂
と
い
う
の
も
、
傍
線
部
の
﹁
﹃
科
学
が
問
題
で
は
な
い
か
﹄
と
い
う
新
た
な
意
識
﹂
の
説
明
と
し
て
お
か
し
い
。

2

は
、
後
半
の
﹁
営
利
的
な
傾
向
…
…
に
対
す
る
顕
著
な
失
望
感
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
﹂
が
説
明
と
し
て
ズ
レ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
﹁
科
学
�

技
術
の
作
り
出
し
た
人
工
物

が
人
類
に
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
を
も
た
ら
し
始
め
て
い
る
﹂
こ
と
に
対
す
る
疑
問
で
あ
っ
て
、
﹁
営
利
的
な
傾
向
﹂
に
対
す
る
失
望
感
で
は
な
い
。

3

は
、
後
半
の
﹁
︵
人
工
物
を
作
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
科
学
の
︶
方
法
に
対
す
る
端
的
な
違
和
感
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
﹂
も
、
2

と
同
様
、
傍
線
部
の
説
明
に
な
っ
て
い
な

い
の
で
×
。

正
解
の
4

は
、
前
半
は
ポ
イ
ン
ト
�
と
対
応
し
て
い
て
Ｏ
Ｋ
、
後
半
の
﹁
人
工
物
が
各
種
の
予
想
外
の
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
成
果
に
対
す
る
全
的
な
信
頼

感
が
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
﹂
と
い
う
説
明
も
ポ
イ
ン
ト
�
と
傍
線
部
の
内
容
を
押
さ
え
て
い
て
Ｏ
Ｋ
だ
。

5

は
、
後
半
の
﹁
科
学
は
、
そ
の
新
知
識
が
市
民
の
日
常
的
な
生
活
感
覚
か
ら
次
第
に
乖
離
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
現
状
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
感
が
広
が
り
つ
つ
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あ
る
﹂
が
、
ポ
イ
ン
ト
�
と
�
の
両
方
か
ら
ズ
レ
た
説
明
に
な
っ
て
い
て
×
。

な
お
、
こ
の
問
題
も
問
�
に
引
き
続
き
、
傍
線
部
の
﹁
﹃
科
学
が
問
題
で
は
な
い
か
﹄
と
い
う
新
た
な
意
識
﹂
の
言
い
換
え
説
明
を
選
択
肢
に
求
め
る
と
、
一
気
に
選
択
肢
を

絞
る
こ
と
が
出
来
る
。

傍
線
部
中
の
﹁
科
学
が
問
題
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
科
学
に
対
す
る
全
幅
の
信
頼
が
揺
ら
い
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
1

﹁
前
途
に
対
す
る
明
白
な
警
戒
感
が
生
じ
つ
つ
あ
る
﹂
、
2

﹁
そ
の
傾
向
に
対
す
る
顕
著
な
失
望
感
が
示
さ
れ
つ
つ
あ
る
﹂
、
3

﹁
そ
の
方
法
に
対

す
る
端
的
な
違
和
感
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
﹂
、
は
い
ず
れ
も
強
過
ぎ
る
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
×
。
﹁
科
学
が
問
題
で
は
な
い
か
﹂
と
い
う
の
は
、
科
学
に
対
し
て
漠
然
と
し
た
不

安
を
抱
き
、
部
分
否
定
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
な
の
で
、
4

﹁
そ
の
成
果
に
対
す
る
全
的
な
信
頼
感
が
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
﹂
、
5

﹁
そ
の
現
状
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
感
が

広
が
り
つ
つ
あ
る
﹂
、
の
二
つ
に
絞
る
こ
と
が
可
能
だ
。

正
解

4

�

問
�

傍
線
部
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
ゴ
レ
ム
の
イ
メ
ー
ジ
に
取
り
か
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選

べ
。

﹁
ゴ
レ
ム
﹂
と
い
う
怪
物
が
﹁
何
の
﹂
﹁
ど
う
い
う
﹂
た
と
え
な
の
か
を
つ
か
ん
で
解
答
す
る
。

科
学
社
会
学
者
で
あ
る
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
が
、
﹁
も
っ
と
科
学
を
﹂
と
い
う
現
状
に
対
し
て
一
石
を
投
じ
る
た
め
に
著
し
た
本
が
﹃
ゴ
レ
ム
﹄
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
第
�
段

落
で
登
場
す
る
﹁
ゴ
レ
ム
﹂
が
何
の
た
と
え
に
な
っ
て
い
る
か
を
本
文
で
正
確
に
と
ら
え
よ
う
。

●
ゴ
レ
ム
…
…
ユ
ダ
ヤ
の
神
話
に
登
場
す
る
怪
物

≒
魔
術
的
力
を
備
え
、
日
々
そ
の
力
を
増
加
さ
せ
つ
つ
成
長
す
る
。
人
間
の
命
令
に
従
い
、
人
間
の
代
わ
り
に
仕
事
を
し
、
外
敵
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
が
、
同
時
に
不
器
用
で
危

険
な
存
在
で
も
あ
り
、
適
切
に
制
御
し
な
い
と
主
人
を
破
壊
す
る
威
力
を
持
つ
。

従
来
の
科
学
が
﹁
全
面
的
に
善
な
る
存
在
﹂
﹁
実
在
と
直
結
し
た
無
謬
の
知
識
と
い
う
神
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
で
あ
る
と
科
学
者
に
よ
っ
て
実
態
以
上
に
美
化
し
て
ふ
り
ま
か
れ
た
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も
の
を
、
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
は
間
違
い
だ
と
訂
正
す
る
た
め
に
﹁
ゴ
レ
ム
﹂
を
持
ち
出
し
、
善
悪
両
面
が
あ
り
、
日
々
成
長
し
て
い
る
﹁
ゴ
レ
ム
﹂
こ
そ
が
﹁
科
学
﹂
の
本
当

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。
選
択
肢
を
見
る
と
、
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
は
3

だ
と
わ
か
る
。

残
り
の
選
択
肢
を
見
て
お
こ
う
。

1

は
、
後
半
の
﹁
現
実
の
科
学
は
人
間
の
能
力
の
限
界
を
超
え
て
発
展
し
続
け
将
来
は
人
類
を
窮
地
に
陥
れ
る
脅
威
と
な
り
得
る
存
在
で
あ
る
﹂
が
間
違
い
。
善
的
な
面
が

全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。

2

は
、
後
半
の
﹁
応
用
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
存
在
で
あ
る
﹂
と
科
学
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
間
違
い
。
応
用
で
き
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
適
切
に
制
御
し
な
い
と

主
人
を
破
壊
す
る
威
力
を
持
つ
の
が
科
学
で
あ
る
。

4

は
、
科
学
を
﹁
幻
滅
の
対
象
に
も
な
り
得
る
存
在
﹂
と
捉
え
て
い
る
の
で
×
。
本
文
に
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
だ
。

5

は
、
後
半
で
科
学
の
こ
と
を
﹁
人
類
に
災
い
を
も
た
ら
す
存
在
﹂
と
の
み
と
ら
え
て
い
て
、
正
解
の
3

の
よ
う
に
、
﹁
人
類
に
寄
与
す
る
﹂
一
面
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い

な
い
の
で
×
。
ゴ
レ
ム
は
善
悪
両
面
あ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
は
そ
れ
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

正
解

3

	

問
�

理
由
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｄ

﹁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
議
論
の
仕
方
に
は
問
題
が
あ
る
。
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

こ
こ
で
は
、
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
の
主
張
に
対
し
て
筆
者
が
異
を
唱
え
て
い
る
点
に
気
を
付
け
た
い
。
と
い
う
の
は
、
筆
者
は
第

段
落
ま
で
、
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
の
主
張

11

を
肯
定
し
て
い
る
論
調
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
第

段
落
と
第

段
落
で
は
、
筆
者
は
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
に
対
し
て
疑
問
を
呈
し
、
﹁
﹃
ゴ
レ
ム
﹄
と
い
う
科
学
イ
メ
ー
ジ

12

13

は
な
に
も
科
学
社
会
主
義
者
が
初
め
て
発
見
し
た
も
の
で
は
な
い
﹂
﹁
歴
史
的
に
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
て
も
よ
い
﹂
﹁
科
学
者
の
一
枚
岩
と
い
う
﹃
神
話
﹄
を
掘
り

崩
す
の
に
成
功
は
し
た
が
、
そ
の
作
業
の
た
め
に
、
﹃
一
枚
岩
の
﹄
一
般
市
民
と
い
う
描
像
を
前
提
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
﹂
と
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
を
や
や
厳
し
く
非
難
し
て

い
る
。

最
終
的
な
結
論
と
し
て
、
筆
者
は
、
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
の
最
大
の
ミ
ス
は
、
一
般
市
民
が
科
学
の
﹁
ほ
ん
と
う
の
﹂
姿
を
知
ら
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
知
っ
て
い
る
の

は
科
学
社
会
学
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
が
批
判
し
た
従
来
の
科
学
者
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
内
容
を
正
確
に
説
明
し

て
い
る
選
択
肢
は
、
4

。
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1

は
、
後
半
の
﹁
多
く
の
小
説
家
も
…
…
一
枚
の
岩
の
よ
う
に
堅
固
な
一
般
市
民
の
科
学
観
を
た
び
た
び
問
題
に
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
、
彼
ら
は
見
落
と
し
て
い
る
﹂

が
×
。
彼
ら
以
前
の
多
く
の
小
説
家
が
ど
う
い
う
視
点
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
関
係
が
な
い
。

2

は
、
前
半
の
﹁
一
般
市
民
自
ら
が
決
定
を
下
せ
る
よ
う
に
、
市
民
に
科
学
を
も
っ
と
伝
え
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
き
た
﹂
が
、
ま
る
で
逆
の
説
明
に
な
っ
て
い
て
×
。
後

半
も
お
か
し
い
。
一
般
市
民
は
ほ
ん
と
う
の
科
学
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
の
が
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
で
あ
る
。

3

は
、
後
半
の
﹁
多
く
の
市
民
の
生
活
感
覚
か
ら
す
れ
ば
…
…
専
門
家
の
示
す
科
学
的
知
見
に
疑
問
を
差
し
は
さ
む
余
地
な
ど
な
い
﹂
と
い
う
説
明
が
×
。
﹁
一
般
市
民
と
専

門
家
﹂
と
い
う
図
式
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。

4

は
、
前
半
～
中
盤
ま
で
本
文
に
の
っ
と
っ
て
お
り
問
題
な
い
。
そ
し
て
、
後
半
の
﹁
一
般
市
民
は
科
学
の
﹃
ほ
ん
と
う
の
﹄
姿
を
知
ら
な
い
存
在
だ
と
決
め
つ
け
る
点
に

お
い
て
、
科
学
者
と
似
た
見
方
で
あ
る
﹂
と
い
う
説
明
が
、
筆
者
の
最
も
言
い
た
い
こ
と
で
あ
り
正
解
だ
。

5

は
、
前
半
は
本
文
に
の
っ
と
っ
て
い
る
が
、
後
半
の
﹁
科
学
知
識
そ
の
も
の
を
十
分
に
身
に
つ
け
て
い
な
い
た
め
、
科
学
を
正
当
に
語
る
立
場
に
基
づ
い
て
一
般
市
民
を

啓
蒙
し
て
い
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
﹂
と
い
う
説
明
は
×
。
ま
る
で
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
だ
。

正
解

4




問
�

文
章
の
表
現
と
構
成
・
展
開
を
問
う
問
題

	
基
本



基
本


こ
の
文
章
の
第
�
～
�
段
落
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
一
つ
選
べ
。

﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
と
言
う
点
を
見
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
﹁
消
去
法
﹂
で
解
け
る
。
し
か
も
今
回
の
問
題
は
比
較
的
容
易
な
内
容
で
あ
っ
た
。

3

は
、
第
�
段
落
の
﹁
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
の
処
方
箋
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
二
人
の
主
張
が
﹁
極
端
な
対
症
療
法
で
あ
る
﹂
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
×
が
付
く
。

問
�
以
降
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
コ
リ
ン
ズ
と
ピ
ン
チ
は
科
学
の
﹁
ほ
ん
と
う
の
﹂
姿
を
提
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
り
、
単
な
る
﹁
極
端
な
対
症
療
法
﹂
を
し
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
。
×
が
付
く
の
で
、
こ
れ
が
正
解
。

他
の
選
択
肢
は
、
説
明
と
し
て
特
に
問
題
な
い
。

正
解

3

10
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�
こ
の
文
章
の
構
成
・
展
開
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
一
つ
選
べ
。


と
同
様
、
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
と
言
う
点
を
見
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
﹁
消
去
法
﹂
で
解
け
る
。

1

の
説
明
で
、
﹁
第
�
～
�
段
落
で
は
十
六
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
科
学
に
関
す
る
諸
状
況
を
時
系
列
的
に
述
べ
﹂
と
あ
る
が
、
第
�
段
落
で
第
二
次
世
界
大
戦
後

～
二
十
世
紀
後
半
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
第
�
段
落
で
﹁
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
﹂
と
時
代
を
戻
っ
て
説
明
し
て
お
り
、
﹁
時
系
列
﹂
に
な
っ
て
い
な
い
の

で
×
。

他
の
選
択
肢
は
、
説
明
と
し
て
特
に
問
題
な
い
。

正
解

1

11
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第
�
問

小
説

野
上
弥
生
子
﹁
秋
の
一
日
﹂

﹇
総

括
﹈

第
�
問
の
小
説
は
四
年
連
続
で
女
流
作
家
の
作
品
が
出
典
と
な
っ
た
。
作
者
の
野
上
弥
生
子
は
、
二
〇
〇
九
年
の
セ
ン
タ
ー
追
試
験
の
第
�
問
で
﹁
笛
﹂
が
出
題
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
ペ
ー
ジ
数
は
減
っ
た
が
︵
�
ペ
ー
ジ
↓
�
ペ
ー
ジ
︶
、
文
字
数
は
昨
年
と
ほ
ぼ
同
じ
︵
約
四
八
〇
〇
字
︶
で
、
設
問
数
も
昨
年
通
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
書
か
れ
た
年
代
が
一
〇

〇
年
以
上
前
の
大
正
時
代
︵
一
九
一
二
年
発
表
︶
で
あ
る
た
め
、
現
代
の
受
験
生
と
し
て
は
、
場
面
状
況
を
正
確
に
追
い
、
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
る
の
が
や
や
難
し
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。

前
書
き
が
四
行
あ
り
、
主
人
公
の
﹁
直
子
﹂
と
彼
女
を
取
り
巻
く
状
況
の
説
明
が
あ
る
。
登
場
人
物
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
も
の
の
、
直
子
を
軸
と
し
た
人
物
関
係
と
し
て
は
、
彼

女
の
夫
と
子
供
、
子
供
を
世
話
し
て
く
れ
る
女
中
、
そ
し
て
か
つ
て
友
達
で
あ
っ
た
淑
子
さ
ん
な
ど
が
登
場
し
、
そ
う
し
た
人
物
関
係
や
場
面
状
況
を
正
確
に
把
握
し
な
が
ら
読
解
し

て
い
く
と
、
そ
れ
な
り
に
時
間
が
か
か
る
。
ま
た
、
問
い
の
ほ
と
ん
ど
が
心
情
問
題
で
あ
る
こ
と
も
解
答
す
る
の
に
時
間
が
か
か
る
要
因
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

問
�
の
語
句
の
問
題
は
、
﹁
本
文
中
に
お
け
る
意
味
﹂
を
問
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
辞
書
に
載
っ
て
い
る
慣
用
表
現
で
あ
り
、
語
彙
力
が
試
さ
れ
た
。
問
�
は
場
面
状
況
を
正

確
に
把
握
し
た
上
で
、
心
情
を
捉
え
る
問
題
。
問
�
は
﹁
微
笑
﹂
の
背
後
に
あ
る
心
情
を
問
う
問
題
。
問
�
も
比
喩
表
現
の
背
後
に
あ
る
心
情
を
問
う
問
題
で
あ
り
、
選
択
肢
も
長
い

の
で
検
討
を
要
す
る
。
問
�
は
傍
線
部
が
無
い
設
問
で
、
選
択
肢
の
指
し
示
す
も
の
が
本
文
の
ど
の
場
面
・
内
容
に
あ
た
る
か
の
把
握
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、
丁
寧
に
解
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
。
こ
こ
で
時
間
を
消
費
し
た
受
験
生
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
問
�
は
適
当
で
な
い
も
の
を
�
つ
選
ぶ
出
題
形
式
で
あ
り
、
選
択
肢
に
書
か
れ
た
内
容
を
本
文
で

確
認
し
て
解
く
問
題
で
あ
っ
た
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
問
題

�

基
本

�

標
準



標
準

傍
線
部
�
～
�
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

﹁
本
文
中
に
お
け
る
意
味
﹂
を
問
う
問
題
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
﹁
辞
書
の
定
義
的
意
味
を
優
先
し
て
解
く
﹂
と
い
う
の
は
例
年
通
り
の
鉄
則
パ
タ
ー
ン
。
今
年
の
問
題
に

限
ら
ず
、
こ
う
し
た
慣
用
表
現
に
は
日
ご
ろ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
媒
体
を
通
し
て
慣
れ
親
し
ん
で
お
き
、
語
彙
力
を
増
強
し
て
ほ
し
い
。
下
手
に
文
脈
に
戻
し
て
判
断
す
る
と
間
違

え
る
可
能
性
が
で
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

�
の
﹁
呆
っ
け
に
取
ら
れ
た
﹂
は
、
﹁
意
外
な
こ
と
に
出
会
い
、
驚
き
呆
れ
る
状
態
﹂
の
こ
と
で
、
1

﹁
驚
い
て
目
を
奪
わ
れ
た
よ
う
な
﹂
が
正
解
。
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�
の
﹁
生
一
本
﹂
は
、
﹁
①
純
粋
で
ま
じ
り
け
の
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
も
の
。
②
純
真
で
、
ひ
た
む
き
に
一
つ
の
こ
と
に
打
ち
込
ん
で
い
く
こ
と
﹂
の
意
で
、
こ
こ
で
は

2

﹁
純
粋
﹂
が
正
解
。

�
の
﹁
あ
て
つ
け
が
ま
し
い
﹂
の
﹁
あ
て
つ
け
る
﹂
は
、
﹁
他
に
か
こ
つ
け
て
相
手
の
悪
口
や
皮
肉
を
言
う
﹂
の
意
味
。
﹁
�

が
ま
し
い
﹂
は
動
詞
や
名
詞
に
つ
い
て
形
容
詞
を

つ
く
り
、
そ
の
物
事
や
状
態
に
似
て
い
る
意
を
表
す
の
で
、
1

﹁
い
か
に
も
皮
肉
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
﹂
が
正
解
。

正
解

�

1

�

2

�

1

12

13

14

問
�

心
情
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
誠
に
物
珍
ら
し
い
楽
し
い
事
が
急
に
湧
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

登
場
人
物
や
前
書
き
も
含
め
た
傍
線
部
ま
で
の
話
の
流
れ
を
正
確
に
つ
か
ん
で
解
く
問
題
。
特
に
、
傍
線
部
に
い
た
る
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
直
前
の
内
容
を
見
落
と
さ
な

い
こ
と
だ
。

前
書
き
か
ら
傍
線
部
ま
で
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

�

主
人
公
の
直
子
は
長
ら
く
病
気
で
臥
せ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
病
が
快
復
し
た
ら
夫
が
く
れ
た
土
産
の
手
提
げ
籠
を
持
っ
て
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
掛
け
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し

て
い
た
。

�

病
気
が
快
復
せ
ぬ
ま
ま
何
年
か
過
ぎ
去
っ
た
あ
と
、
今
年
の
秋
、
珍
し
く
直
子
は
元
気
だ
っ
た
。

�

し
か
し
、
特
別
に
行
き
度
い
と
思
う
処
も
な
い
ま
ま
過
ご
し
、
夫
か
ら
展
覧
会
の
話
を
聞
い
た
直
子
だ
っ
た
が
、
出
掛
け
よ
う
と
思
っ
た
の
は
全
く
偶
然
な
出
来
心
で
あ
っ

た
。

�

直
子
は
夕
暮
の
西
の
空
に
、
明
日
が
晴
れ
た
秋
日
和
に
な
り
そ
う
な
気
配
を
感
じ
て
、
自
分
も
展
覧
会
に
行
き
、
そ
の
あ
と
上
野
あ
た
り
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
楽
し
も
う
と
い

う
気
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
要
素
を
き
ち
ん
と
確
認
し
て
い
く
と
正
解
は
4

と
わ
か
る
。
選
択
肢
を
要
素
に
分
け
て
○
×
し
て
い
き
、
×
が
付
い
た
も
の
を
落
と
し
て
い
け
ば
確
実
に
正
解
に

た
ど
り
着
け
る
は
ず
だ
。
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1

は
、
﹁
絵
の
鑑
賞
を
夫
か
ら
勧
め
ら
れ
て
に
わ
か
に
興
味
を
覚
え
﹂
が
×
。
前
述
の
ポ
イ
ン
ト
�
・
�
に
反
す
る
。

2

は
、
﹁
全
快
を
実
感
で
き
る
絶
好
の
日
に
な
る
﹂
と
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。
直
子
の
病
が
全
快
し
た
と
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
、
ま
た
そ
れ
を

実
感
し
に
出
か
け
る
わ
け
で
も
な
い
。

3

は
、
﹁
出
掛
け
た
い
の
に
行
き
先
が
な
い
と
悩
ん
で
い
た
﹂
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
﹁
夫
の
話
か
ら
久
し
ぶ
り
に
絵
の
展
覧
会
に
行
こ
う
﹂
と
思
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の

で
×
。

4

は
、
前
述
の
ポ
イ
ン
ト
を
過
不
足
な
く
押
さ
え
て
い
て
正
解
。
特
に
傍
線
部
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
�
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

5

は
、
﹁
展
覧
会
の
絵
を
早
く
見
に
行
き
た
か
っ
た
﹂
﹁
子
供
は
退
屈
す
る
の
で
は
な
い
か
と
た
め
ら
っ
て
い
た
﹂
﹁
絵
を
見
た
後
に
ど
こ
か
静
か
な
田
舎
へ
行
け
ば
子
供
も
喜

ぶ
だ
ろ
う
と
突
然
気
づ
い
て
﹂
な
ど
、
す
べ
て
の
要
素
に
×
が
付
く
。

正
解

4

15

問
�

心
情
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
こ
の
微
笑
の
底
に
は
い
つ
で
も
涙
に
変
る
或
物
が
沢
山
隠
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

問
�
に
引
き
続
き
、
書
か
れ
て
い
る
�
Ｗ
�
Ｈ
を
正
確
に
押
さ
え
、
選
択
肢
を
要
素
に
分
け
て
○
×
を
付
け
て
い
こ
う
。

行
目
以
降
～
傍
線
部
ま
で
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

16

�

朝
早
く
、
籠
に
た
く
さ
ん
の
食
べ
物
を
入
れ
、
子
供
と
女
中
を
伴
っ
て
上
野
に
出
か
け
た
直
子
は
、
久
し
ぶ
り
に
秋
の
公
園
を
散
歩
す
る
。

�

小
学
校
の
運
動
会
に
出
く
わ
し
た
直
子
た
ち
は
、
物
珍
し
い
も
の
を
見
る
気
持
ち
で
立
ち
止
ま
っ
て
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
と
訳
も
な
く
涙
が
熱
く
に
じ
み
出
て
く
る
。

�

こ
の
涙
は
、
直
子
が
久
し
く
癖
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
、
何
に
感
じ
た
と
気
の
つ
く
前
に
、
た
だ
流
れ
出
る
涙
︵
具
体
的
な
説
明
と
し
て
は
、

～

行
目
︶
で
あ
り
、
今

35

38

回
は
目
の
前
の
子
供
た
ち
の
踊
っ
て
い
る
有
様
を
見
て
胸
に
沁
み
、
涙
が
出
た
。

�

直
子
は
そ
ん
な
心
持
の
ま
ま
、
女
中
に
背
負
わ
れ
な
が
ら
踊
り
に
眺
め
入
っ
て
い
る
自
分
の
子
供
の
姿
を
見
て
微
笑
む
。

こ
の
流
れ
の
後
に
傍
線
部
Ｂ

が
引
か
れ
、
直
子
の
心
情
が
問
わ
れ
て
い
る
。
選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。
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1

は
、
﹁
病
弱
な
自
分
が
い
つ
も
心
弱
さ
か
ら
流
す
涙
﹂
と
あ
る
の
が
間
違
い
。
涙
の
原
因
は
﹁
心
弱
さ
﹂
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
直
子
本
人
に
も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2

は
、
﹁
無
邪
気
な
子
供
の
将
来
を
思
う
不
安
か
ら
流
す
涙
に
つ
な
が
る
﹂
と
あ
る
が
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
セ
ン
タ
ー
小
説
に
お
い
て
、
本
文
に
根
拠
が
な
い
の
に

主
観
的
想
像
で
勝
手
に
正
し
い
と
判
断
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。

3

も
、
﹁
純
真
さ
を
い
つ
ま
で
も
保
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
あ
ま
り
に
流
れ
る
涙
に
結
び
つ
く
﹂
と
あ
る
が
本
文
に
は
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
。
2

同
様
、
主
観
的
な
読
み
に
よ

る
ミ
ス
に
注
意
が
必
要
だ
。

4

は
、
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
苦
労
を
し
て
流
し
た
涙
の
記
憶
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
が
あ
る
﹂
が
×
。
直
子
は
涙
を
流
す
の
が
癖
で
は
あ
る
が
、
そ
の
原
因
が
﹁
さ
ま
ざ
ま
な
苦

労
﹂
で
あ
る
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

5

は
、
前
半
は
問
題
な
く
正
し
い
。
後
半
の
﹁
純
粋
な
も
の
に
心
を
動
か
さ
れ
て
ひ
と
り
で
に
あ
ふ
れ
出
す
涙
に
通
じ
る
﹂
と
い
う
の
も
、
ポ
イ
ン
ト
�
の
﹁
何
に
感
じ
た

と
気
の
つ
く
前
に
、
た
だ
流
れ
出
る
涙
﹂
と
対
応
し
て
お
り
、
こ
れ
が
正
解
。

正
解

5

16

問
�

心
情
説
明
問
題

応
用

傍
線
部
Ｃ

﹁
こ
う
し
た
雲
の
よ
う
な
追
懐
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

こ
の
問
題
も
、
問
�
、
問
�
に
引
き
続
き
、
書
か
れ
て
い
る
�
Ｗ
�
Ｈ
を
正
確
に
押
さ
え
、
選
択
肢
を
要
素
に
分
け
て
○
×
を
付
け
て
い
こ
う
。

行
目
以
降
～
傍
線
部
ま
で

61

を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

�

﹁
幸
あ
る
朝
﹂
の
前
に
立
っ
た
直
子
は
、
動
揺
し
た
感
情
の
も
と
、
友
達
だ
っ
た
二
級
上
の
淑
子
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

�

そ
の
昔
、
ま
だ
直
子
も
淑
子
も
学
生
だ
っ
た
と
き
、
友
人
た
ち
と
暑
中
休
暇
中
の
二
週
間
ほ
ど
を
一
緒
に
過
ご
そ
う
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
淑
子
だ
け
は
参

加
を
断
っ
た
た
め
、
そ
の
会
の
話
は
流
れ
て
し
ま
っ
た
。

�

淑
子
が
会
の
参
加
を
断
っ
た
理
由
は
後
で
わ
か
っ
た
。
画
家
で
あ
る
義
兄
の
﹁
造
花
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
絵
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

�

今
、
直
子
は
﹁
幸
あ
る
朝
﹂
の
絵
の
前
に
立
っ
て
十
年
近
く
前
の
そ
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
た
だ
、
淑
子
さ
ん
は
結
婚
後
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ
て
い
た
。

�

十
年
前
の
お
転
婆
だ
っ
た
友
人
た
ち
や
自
分
の
姿
を
思
い
出
す
に
つ
れ
、
今
の
自
分
が
全
く
別
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
を
複
雑
な
思
い
で
見
つ
め
、
ま
た
過
去
の
姿
も
価
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値
な
く
見
す
ぼ
ら
し
い
の
を
悲
し
ん
だ
。

こ
こ
で
は
第
�
問
﹁
評
論
﹂
の
問
�
で
も
見
た
よ
う
に
、
ま
ず
は
傍
線
部
中
の
指
示
語
の
指
し
示
す
も
の
を
正
確
に
と
ら
え
る
こ
と
だ
。
ま
ず
、
傍
線
部
の
冒
頭
が
﹁
こ
う
し

た
﹂
と
い
う
幅
広
い
指
示
語
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

●
傍
線
部
中
、
あ
る
い
は
傍
線
部
の
直
前
に
指
示
語
が
あ
る
場
合
、
ま
ず
は
指
示
語
問
題
と
し
て
解
く
。

こ
れ
は
セ
ン
タ
ー
現
代
文
で
最
頻
出
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
の
大
学
の
現
代
文
に
お
い
て
も
重
要
な
解
法
の
鉄
則
で
あ
り
、
大
切
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
﹁
こ
う
し
た
﹂

と
い
う
指
示
語
は
﹁
こ
れ
﹂
や
﹁
そ
れ
﹂
な
ど
と
違
っ
て
、
複
数
の
具
体
的
な
内
容
を
指
し
示
す
も
の
だ
。
そ
の
う
え
で
﹁
雲
の
よ
う
な
追
懐
﹂
と
い
う
比
喩
︵
直
喩
︶
が
具
体

的
に
何
を
指
す
か
を
し
っ
か
り
と
ら
え
て
正
解
し
て
ほ
し
い
。

選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。

1

は
、
﹁
︵
学
生
時
代
は
︶
さ
さ
い
な
こ
と
に
も
心
を
動
か
さ
れ
て
い
た
﹂

⇔

﹁
病
気
が
自
分
の
快
活
な
気
質
を
く
も
ら
せ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
の
は
事
実
か
も
し
れ
な
い

が
、
﹁
雲
の
よ
う
な
追
懐
に
封
じ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
比
喩
は
、
﹁
悲
喜
こ
も
ご
も
︵
マ
イ
ナ
ス
・
プ
ラ
ス
両
方
︶
の
感
情
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
﹂
は
ず
な
の
で
、
結
論
が
マ
イ

ナ
ス
の
﹁
沈
ん
だ
気
持
ち
﹂
に
な
っ
て
い
る
点
で
×
。

2

は
、
ポ
イ
ン
ト
の
流
れ
を
含
み
、
直
子
の
﹁
悲
喜
こ
も
ご
も
︵
マ
イ
ナ
ス
・
プ
ラ
ス
両
方
︶
﹂
の
説
明
が
あ
り
、
﹁
も
の
思
い
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
﹂
と

い
う
説
明
も
﹁
封
じ
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
傍
線
部
の
言
い
換
え
に
な
っ
て
お
り
、
正
解
。

3

は
、
﹁
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
淑
子
さ
ん
と
自
分
た
ち
と
の
感
情
が
す
れ
違
っ
て
し
ま
っ
た
出
来
事
﹂
と
い
う
の
が
事
実
と
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
﹁
当
時
の
未
熟
さ
が

情
け
な
く
思
わ
れ
て
、
後
悔
の
念
に
胸
が
ふ
さ
が
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
の
も
×
。

4

は
、
﹁
も
う
こ
の
世
に
い
な
い
淑
子
さ
ん
の
姿
が
か
す
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
懸
命
に
思
い
出
そ
う
と
努
め
て
い
る
﹂
が
×
。
本
文
で
は
﹁
ほ
ん
の
昨
日

の
出
来
事
﹂
の
よ
う
に
思
え
、
直
子
の
脳
裏
に
当
時
の
姿
が
鮮
明
に
よ
み
が
え
っ
て
き
て
い
る
。

5

は
、
﹁
女
学
生
の
頃
の
感
覚
を
懐
か
し
み
、
取
り
戻
し
た
い
﹂
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。
こ
れ
も
本
文
に
根
拠
が
な
い
選
択
肢
な
の
で
、
き
っ
ち
り
切
り
捨
て
て
お

き
た
い
。

正
解

2

17
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問
�

心
情
説
明
問
題

応
用

本
文
に
は
、
自
分
の
子
供
の
様
子
を
見
守
る
直
子
の
心
情
が
随
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

本
文
に
傍
線
が
引
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
選
択
肢
の
内
容
が
本
文
の
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
か
を
探
し
た
う
え
で
正
誤
を
判
断
し
て
い
く
問
題
。
あ
る
意
味
﹁
新
傾
向
﹂
と
い

え
る
問
題
で
あ
る
が
、
内
容
合
致
問
題
と
考
え
て
、
﹁
消
去
法
﹂
で
対
処
し
て
い
く
の
が
ベ
ス
ト
だ
。

選
択
肢
1

～
5

の
内
容
は
時
系
列
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
問
�
～
�
を
解
く
際
に
検
討
し
た
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
素
早
く
正
確
に
処
理
し
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

1

の
、
﹁
念
願
だ
っ
た
秋
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
を
計
画
す
る
余
裕
も
な
い
ほ
ど
に
、
子
育
て
に
熱
中
す
る
直
子
の
母
と
し
て
の
自
覚
﹂
と
い
う
も
の
は
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。

問
�
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
秋
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
自
体
、
直
子
の
偶
然
の
出
来
心
で
あ
る
点
を
考
え
て
も
こ
の
説
明
は
お
か
し
い
。

2

は
、
前
半
は
正
し
い
と
し
て
も
、
後
半
の
﹁
長
い
間
病
床
に
つ
い
て
い
た
た
め
に
、
さ
さ
い
な
こ
と
に
も
暗
い
影
を
見
て
し
ま
う
直
子
の
不
安
な
感
情
が
暗
示
さ
れ
て
い

る
﹂
と
い
う
の
は
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
×
。

3

は
、
﹁
子
供
の
新
鮮
な
心
の
動
き
に
よ
っ
て
目
新
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
が
、
本
文
で
は

行
目
に
﹁
直
子
も
何
年
か
ぶ
り
で
こ
ん
な
光
景
を
見
た
の
で
、
子

33

供
に
劣
ら
ぬ
も
の
珍
ら
し
い
心
を
以
て
立
ち
留
ま
っ
て
眺
め
て
い
た
﹂
と
あ
る
の
で
間
違
っ
た
説
明
と
い
え
る
。

4

は
、
ま
ず
前
半
部
分
は
問
題
な
く
正
し
い
。
﹁
美
術
品
の
中
に
自
分
の
知
っ
て
い
る
も
の
を
見
つ
け
た
子
供
が
無
邪
気
な
反
応
を
示
す
様
﹂
と
い
う
の
は
、

～

行
目
に

50

53

書
か
れ
て
い
る
子
供
の
様
子
と
対
応
し
て
い
て
正
し
い
。
最
後
の
﹁
周
囲
へ
の
気
兼
ね
な
く
楽
し
む
直
子
の
の
び
や
か
な
気
分
﹂
と
い
う
の
も
、
本
文
の
﹁
直
子
も
女
中
も
一
緒

に
笑
い
出
し
た
﹂
と
対
応
し
て
お
り
問
題
な
い
。
こ
れ
が
正
解
。

5

は
、
前
半
部
分
は
本
文
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
と
対
応
し
て
お
り
問
題
な
い
。
後
半
の
﹁
突
然
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
た
直
子
が
、
娘
時
代
は
も
は
や
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

嘆
く
様
﹂
と
い
う
の
は
本
文
に
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。

行
目
ま
で
し
ば
ら
く
﹁
追
懐
に
封
じ
ら
れ
て
﹂
い
た
直
子
は
、
子
供
の
泣
き
声
で
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
た
が
、

97

そ
れ
以
降
は
女
中
と
子
供
と
の
や
り
取
り
に
終
始
し
て
お
り
、
娘
時
代
云
々
と
い
う
感
情
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。

正
解

4

18

問
�

表
現
の
特
徴
・
叙
述
の
説
明
問
題

基
本
～
標
準

こ
の
文
章
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
二
つ
選
べ
。
︵
順
不
同
︶
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﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
と
言
う
点
を
見
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
﹁
消
去
法
﹂
で
解
け
る
。
今
回
の
問
題
は
、
一
つ
は
比
較
的
容
易
に
正
解
で
き
る
が
、
も
う
一
つ
は
確
実
に
見
極
め

た
う
え
で
正
解
に
た
ど
り
着
い
て
ほ
し
い
。
不
安
が
残
る
選
択
肢
が
あ
る
場
合
は
、
い
っ
た
ん
正
誤
の
判
断
を
保
留
に
し
て
お
き
、
二
度
目
に
確
実
に
判
断
す
る
と
い
う
二
段
階

選
抜
を
し
て
い
こ
う
。

1

は
、
小
説
だ
け
で
な
く
評
論
な
ど
に
も
あ
る
﹁
語
句
に
付
さ
れ
た
傍
点
﹂
の
表
記
上
の
働
き
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
説
明
と
し
て
特
に
問
題
は
な
い
。

2

は
、
﹁

行
目
以
降
の
落
葉
﹂
の
箇
所
を
見
る
と
﹁
灰
色
、
茶
色
、
鈍
び
た
朱
色
﹂
と
色
彩
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
﹁
さ
く
さ
く
と
鳴
る
﹂
と
擬
音
語
が
加
え
ら

22

れ
て
い
る
の
で
、
﹁
視
覚
・
聴
覚
の
両
面
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
い
。

行
目
以
降
の
日
本
画
の
描
写
の
箇
所
の
説
明
も
問
題
な
い
。

46

3

の
説
明
は
、
ま
っ
た
く
問
題
な
く
正
し
い
。

4

は
、

行
目
﹁
直
子
は
本
統
は
画
の
事
な
ど
は
何
に
も
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
﹂
、

行
目
﹁
画
の
具
の
名
さ
え
委
し
く
は
知
ら
ぬ
素
人
で
あ
る
﹂
と
い
う
描
写
は
、
た
だ
直
子

43

44

の
知
識
の
無
さ
を
言
っ
た
も
の
で
あ
り
、
﹁
直
子
の
無
知
を
指
摘
し
、
突
き
放
そ
う
と
す
る
表
現
﹂
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
絵
の
好
き
な
夫
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
素
直
に
聞
き
入
れ

て
い
る
様
子
や
、
画
の
好
き
な
子
供
が
ど
う
鑑
賞
す
る
か
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
直
子
の
様
子
か
ら
も
、
﹁
突
き
放
そ
う
と
す
る
表
現
﹂
と
は
言
え
な
い
の
で
間
違
っ
た
説
明
だ
。

こ
れ
が
一
つ
目
の
正
解
。

5

は
、

行
目
の
表
現
が
﹁
絵
画
や
彫
刻
に
か
た
ど
ら
れ
た
人
た
ち
の
、
穏
や
か
な
中
に
も
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
表
現
し
た
も
の
﹂
と
あ
る
が
、
絵
画
や
彫
刻
が
﹁
品
定

55

め
﹂
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
﹁
穏
や
か
な
中
に
も
生
き
生
き
と
し
た
姿
を
表
現
し
た
も
の
﹂
で
あ
る
と
ま
で
言
い
切
れ
る
か
は
不
明
。
セ
ン
タ
ー
小
説
で
は

本
文
に
根
拠
が
な
い
も
の
は
×
、
と
い
う
鉄
則
か
ら
言
う
と
﹁
適
当
で
な
い
﹂
と
言
え
る
レ
ベ
ル
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
し
、
不
安
な
人
は
、
こ
の
選
択
肢
は
い
っ
た
ん
保
留
に

し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

6

は
、
﹁

行
目
以
降
の
場
面
で
は
、
女
学
生
時
代
の
会
話
が
再
現
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
い
。
ま
た
、
﹁
彼
女
と
の
や
り
取
り
が
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い

68

出
さ
れ
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
も
ま
っ
た
く
問
題
な
い
。

﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
と
い
う
点
で
は
、
4

が
す
ぐ
さ
ま
正
解
と
分
か
り
、
も
う
一
つ
の
正
解
と
し
て
は
残
り
の
選
択
肢
を
検
討
し
た
結
果
、
1

・
2

・
3

・
6

が
問
題
な

く
正
し
い
説
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
5

が
﹁
適
当
で
な
い
﹂
と
言
え
る
レ
ベ
ル
の
も
の
な
の
で
、
こ
れ
が
二
つ
目
の
正
解
と
な
る
。

正
解

・

4

・
5

︵
順
不
同
︶
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