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第
一
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
６
）
に
答
え
な
さ
い
。

「
お
母
さ
ん
」
が
示
す
社
会
的
性
役
割
の
不
均
衡

私
の
娘
は
二
歳
ま
で
は
保
育
園
、
三
歳
か
ら
は
預
か
り
保
育
の
あ
る
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
る
。
自
分
は
ア

サ
イ
リ
ョ
ウ
労
働
制
の
下
で
働
い
て

い
る
か
ら
、
定
時
の
仕
事
に
就
い
て
い
る
連
れ
合
い
に
比
べ
て
時
間
の
都
合
を
つ
け
や
す
い
。
そ
の
た
め
、
自
分
の
方
が
入
園
式
や
終
業
式
と
い

っ
た
行
事
に
出
る
こ
と
が
自
然
と
多
く
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
で
は
、
居
並
ぶ
保
護
者
に
向
か
っ
て
先
生
が
「
お
母
さ
ん
方
は
…
…
」
と
呼
び
か
け
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
あ
る
。
自
分

は
そ
の
た
び
に
少
し
肩
身
が
狭
い
よ
う
な
、
み
そ
っ
か
す
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
の
だ
が
、
た
だ
確
か
に
、
そ
の
場
に
い
る
の
は
圧
倒
的

に
「
お
母
さ
ん
」
た
ち
な
の
で
、
先
生
の
方
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
目
の
前
に
い
る
人
た
ち
に
対
す
る
自
然
な
呼
び
か
け
な
の
だ
と
も
思
う
。
（
自

分
も
そ
う
い
う
場
で
は
何
と
な
く
憚
っ
て
、
目
立
た
な
い
隅
の
方
に
い
つ
も
座
っ
て
い
る
。）

は
ば
か

い
ま
こ
の
国
で
、
家
庭
に
お
い
て
夫
が
育
児
や
家
事
に
費
や
す
時
間
が
上
昇
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
ほ
か
の
先
進
国
に
比

べ
て
低
い
水
準
に
留
ま
っ
て
い
る
の
も
事
実
だ
。
つ
ま
り
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
依
然
と
し
て
育
児
や
家
事
の
か
な
り
多
く
の
割
合
を
妻
の
方
が

担
っ
て
い
る
状
況
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
、
コ
ン
ビ
ニ
大
手
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
が
販
売
す
る
総
菜
の
シ
リ
ー
ズ
商
品
が
「
お
母
さ
ん
食
堂
」
と
銘
打
た
れ
た
こ
と
に

対
し
て
、
「
食
事
は
母
親
が
担
当
す
る
も
の
と
い
う
意
識
が
社
会
で
強
化
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
類
い
の
批
判
が
出
た
こ
と
―
―
そ
し
て
、
実

際
に
高
校
生
有
志
が
、
名
称
変
更
を
求
め
る
オ
ン
ラ
イ
ン
署
名
活
動
を
行
っ
た
こ
と
―
―
は
記
憶
に
新
し
い
。

そ
れ
か
ら
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
続
い
て
い
る
「
お
か
あ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
」
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ
ビ
番
組
も
、
そ
の
名
前
が
「
育
児
は
母

親
が
担
当
す
る
も
の
」
と
い
う
性
役
割
の
固
定
化
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
以
前
か
ら
見
ら
れ
る
。
二
〇
一
三
年
か
ら
は
「
お
と
う
さ

ん
と
い
っ
し
ょ
」
と
い
う
名
前
の
派
生
番
組
が
同
局
で
始
ま
り
、
Ａ

時
代
や
人
々
の
意
識
の
変
化
に
即
し
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
毎
朝
放
映

さ
れ
て
い
る
「
お
か
あ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
」
と
い
う
番
組
名
自
体
に
変
更
は
な
い
。

「
母
」
の
つ
く
熟
語
を
め
ぐ
る
問
題
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
（
社
会
的
な
性
役
割
に
つ
い
て
の
固
定
観
念
）
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
は
、「
お
母
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
以
外
に
、「
母
」

と
い
う
こ
の
一
語
自
体
が
社
会
で
含
み
も
っ
て
き
た
特
定
の
意
味
合
い
も
無
視
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
母
語
」
、
「
母
国
」
、
「
母
校
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
文
字
通
り
母
体
の
な
か
で
受
精
卵
が
子
へ
と
成
長
し
て
生
ま
れ
出
て
く
る
と

い
う

Ｂ

的
事
実
や
、
そ
の
後
の
育
児
を
行
う
役
割
を
主
に
母
親
が
担
っ
て
き
た
と
い
う

Ｃ

的
事
実
が
基
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、

言
語
で
あ
れ
、
国
で
あ
れ
、
学
校
で
あ
れ
、
自
分
を
産
み
育
て
た
根
源
や
基
盤
の
比
喩
と
し
て
「
母
」
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の

た
め
、
た
と
え
ば
先
の
「
母
語
」
と
い
う
言
葉
を
「
第
一
言
語
」
等
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
と
、
「
母
語
」
の
も
っ
て
い
る
い
わ
ば
「
根
源
的
な

言
語
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
希
薄
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
生
ま
れ
た
後
に
い
つ
の
間
に
か
身
に
つ
い
て
お
り
、
以
来
そ
こ
か
ら
完
全
に

は
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
自
身
を
か
た
ち
づ
く
る
大
き
な
基
盤
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
る
。

し
か
し
、
子
ど
も
の
誕
生
に
は
も
ち
ろ
ん
父
親
も
か
か
わ
っ
て
い
る
し
、
育
児
を
母
親
が
担
う
の
も
必
然
的
な
事
柄
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
母

語
」
、
「
母
国
」
、
「
母
校
」
と
い
っ
た
言
葉
の
使
用
―
―
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
「
運
営
母
体
」
の
よ
う
な
、
「
母
体
」
の
比
喩
的
用
法
―
―
は
、
こ

の
社
会
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
維
持
す
る
土
台
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
先
の
「
母
語
」
と
い
う
言
葉

に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
あ
る
論
文
に
お
い
て
、
「
『
母
語
』
と
い
う
の
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
表
現
な
の
で
、
実
際
に
は
『
親
語
』
と
い

っ
た
用
語
を
あ
て
る
べ
き
」
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。

し
か
し
、
当
該
の
論
文
で
直
後
に
「
今
の
と
こ
ろ
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
適
切
な
代
案
が
な
い
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
母
語
」
を

「
親
語
」
に
言
い
換
え
る
こ
と
は
（
少
な
く
と
も
い
ま
す
ぐ
に
は
）
不
可
能
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
Ｄ

「
母
」
と
い
う
言
葉
が

含
み
も
つ
意
味
合
い
を
、「
親
」
と
い
う
言
葉
は
歴
史
的
に
備
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、「
母
」
の
比
喩
的
意
味
が
通
底
し
て
い
る
言
葉

は
、「
母
国
」
、
「
母
校
」
、「
母
語
」
の
ほ
か
に
、
「
空
母
」
、「
母
船
」
、「
母
屋
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
無
数
の
言
葉
が
相

互
に
浸
透
し
、
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
な
か
で
、
「
母
語
」
と
い
う
言
葉
だ
け
「
親
語
」
な
ど
に
置
き
換
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
自
然
で
浮

い
た
言
葉
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
「
母
」
の
つ
く
熟
語
は
一
挙
に
別
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ま
ず
も
っ
て
、
ど
こ
ま
で
置
き
換

、
、
、
、

え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
「
酵
母
」
や
「
分
母
」
、
「
母
集
団
」
、
「
母
数
」
、
「
母
音
」
と
い
っ
た
言
葉
も
全
部
別
の
言
葉
に
換
え
る

、
、

べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
前
章
で
外
来
語
に
つ
い
て
強
調
し
た
の
と
同
様
に
、
私
た
ち
の
生
活
に
深
く
根
を
張
っ
て
い
る
言
葉
た
ち
を
急
に
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引
っ
こ
抜
い
て
、
よ
そ
よ
そ
し
い
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
、
そ
の
分
だ
け
日
本
語
の
表
現
力
や
、
日
本
語
を
用
い
た
思
考
力
を
イ

ゼ
イ
ジ
ャ

ク
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
「
母
」
の
つ
く
熟
語
を
一
切
用
い
る
こ
と
な
し
に
思
考
し
、
表
現
し
、
生
活
を
送
ろ
う
と
す
る
の
は
、
い
ま
の
私
た

ち
に
は
困
難
き
わ
ま
り
な
い
。

母
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
伝
統
へ
と
入
り
ゆ
く
こ
と
を
含
む

母
や
母
体
の
ウ

ガ
イ
ネ
ン
が
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
―
―
何
か
を
産
み
育
て
る
基
盤
、
根
源
、
大
本
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
―
―
を
含
み
も
つ
こ
と
は
、

そ
も
そ
も
、
古
今
東
西
の
多
く
の
文
化
に
か
な
り
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
特
徴
だ
と
言
え
る
。
た
と
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
な
ど
各
地
の
神
話
に
は
、

世
界
や
生
命
の
根
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
地
母
神
（
大
地
の
母
な
る
神
）
が
し
ば
し
ば
存
在
す
る
。
ま
た
、
中
国
の
『
老
子
』
に
も
、
世
界

ち

ぼ

し

ん

の
根
源
に
つ
い
て
「
可
以
爲
天
下
母
（
そ
れ
は
天
下
の
母
と
い
う
べ
き
も
の
だ
）
」（
第
二
五
章
）
と
表
現
す
る
一
節
が
あ
る
。
同
様
の
例
は
、
ほ

か
に
も
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
種
の
イ
メ
ー
ジ
は
日
本
の
文
化
に
お
い
て
も
存
在
し
、
そ
れ
が
独
自
の
具
体
性
を
も
っ
て
行
き
渡
り
、
生
き
続
け
て
い
る
。
そ

れ
は
、「
母
屋
」
や
「
酵
母
」
等
々
の
言
葉
と
い
う
か
た
ち
で
、
文
化
遺
産
と
し
て
の
日
本
語
に
も
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
日
本
語
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
別
の
自
然
言
語
で
あ
れ
、
子
ど
も
が
Ｅ

母
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
が
息
づ
く
文
化
の
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
な
い
し
は
物

事
の
見
方
を
学
ぶ
こ
と
を
伴
う
の
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
現
代
の
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

各
々
の
言
語
が
世
界
の
見
方
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
各
々
の
言
語
が
（
言
語
学
者
が
考
え
る
よ
う
な
意
味
で
の
）
特
定
の
タ
イ
プ
の
言
語

で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
各
々
の
言
語
に
お
い
て
語
ら
れ
る
事
柄
な
い
し
伝
え
ら
れ
る
事
柄
の
ゆ
え
で
あ
る
。
…
…
世
界
を
視
野
に
入
れ
る

と
い
う
観
念
は
、
成
長
し
て
伝
統
へ
と
入
っ
て
い
く
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
解
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
、
成
長
し
て
伝
統
へ
と

入
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
普
通
の
意
味
で
言
語
を
学
ぶ
こ
と
の
一
部
を
成
し
て
い
る
。
そ
の
学
習
に
お
い
て
、
人
は
た
ん
に
眼
前
を
過
ぎ

去
る
光
景
の
諸
々
の
相
貌
に
対
し
て
言
葉
で
反
応
す
る
傾
向
性
を
獲
得
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
言
う
べ
き
か
を
学
ぶ
の

で
あ
る
。
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伝
統
は
変
化
し
、
言
葉
も
変
化
す
る

マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
言
う
通
り
、
伝
統
へ
と
入
っ
て
行
く
こ
と
は
、
母
語
を
学
ぶ
こ
と
の
一
部
を
成
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
物
事
の
伝
統
的
な
見
方
は
す
べ
て
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
保
存
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
は
生
け
る
文

、
、
、

化
遺
産
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
生
活
の
か
た
ち
が
絶
え
ず
変
容
を
続
け
る
な
か
で
、
言
葉
や
そ
の
用
法
も
変
わ
り
続
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
特
定
の
言
葉
に
対
す
る
違
和
感
は
、
社
会
や
物
事
の
あ
り
方
に
対
す
る
私
た
ち
の
見
方
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
重
要
な
サ

イ
ン
で
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、「
お
母
さ
ん
食
堂
」
や
「
お
か
あ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
」
と
い
っ
た
も
の
に
見
ら
れ
る
「
お
母
さ
ん
」
の
用
法
は
、

現
在
で
も
疑
問
に
思
っ
た
り
不
自
然
に
感
じ
た
り
す
る
人
が
一
定
数
お
り
、
今
後
も
そ
の
割
合
は
増
え
て
い
く
だ
ろ
う
。

私
自
身
に
関
し
て
言
え
ば
、
娘
を
ど
の
幼
稚
園
に
入
れ
る
か
エ

ケ
ン
ト
ウ
し
て
い
た
頃
、
近
所
の
あ
る
幼
稚
園
の
説
明
資
料
の
な
か
に
、
「
お

昼
は
お
母
さ
ん
の
愛
情
弁
当
を
ご
用
意
下
さ
い
」
と
記
し
て
あ
っ
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
我
が
家
で
は
、
家
事
・
育
児
分
担
を
相
談
し
た
結
果
、

娘
が
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
る
間
は
私
が
妻
子
の
「
愛
情
弁
当
」
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
文
面
に
は
面
食
ら
い
、
が
っ
か
り
し

た
。
そ
し
て
、
（
ほ
か
に
も
理
由
は
あ
っ
た
が
）
こ
の
園
は
選
択
肢
か
ら
外
し
た
。
家
族
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
あ
り
、
多
様
な
育
児
・
家

事
の
あ
り
方
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
園
の
方
々
に
は
見
え
て
い
な
い
か
、
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
た
の
だ
。

「
機
械
的
に
置
き
換
え
る
」
の
と
は
別
の
仕
方
で

「
お
母
さ
ん
」
の
用
法
が
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、
そ
の
遠
い
先
に
、
「
母
語
」
や
「
酵
母
」
や
「
分
母
」
も
何
ら
か
の
別
の
言
葉
に
置
き
換

わ
る
未
来
が
く
る
か
も
し
れ
な
い
（
あ
る
い
は
、
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
）
。
そ
れ
は
現
時
点
で
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
〈
「
母
」
は

「
親
」
に
〉
と
い
う
風
に
し
て
言
葉
を
た
だ
機
械
的
に
置
き
換
え
よ
う
と
し
て
も
、
う
ま
く
い
く
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
い
ま
発
達
心
理
学
や
看
護
学
な
ど
の
分
野
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
「
親
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
女
性
に
も
男
性
に
も
共
通
す

し

ん

る
親
と
し
て
の
意
識
や
感
情
の
類
い
を
オ

タ
ン
テ
キ
に
指
す
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
「
母
性
」
や
「
父
性
」
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
べ
き
言

葉
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
日
本
語
の
な
か
に
は
そ
の
種
の
意
識
や
感
情
を
表
す
言
葉
が
無
か
っ
た
た

め
、「
母
性
」
や
「
父
性
」
に
加
え
て
、
従
来
は
光
が
当
た
り
に
く
か
っ
た
物
事
の
見
方
を
開
く
新
語
と
し
て
、
「
親
性
」
と
い
う
言
葉
が
少
し
ず

、
、
、
、

つ
世
間
に
広
ま
り
始
め
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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生
活
の
な
か
に
深
く
根
を
張
っ
た
言
葉
の
変
化
は
、
ま
さ
に
生
活
の
変
化
と
と
も
に
、
そ
し
て
、
関
連
す
る
他
の
言
葉
た
ち
の
変
化
と
と
も
に
、

進
行
し
て
い
く
。
言
葉
に
は
大
き
な
影
響
力
が
あ
り
―
―
さ
ら
に
言
え
ば
、
権
威
や
権
力
も
あ
り
―
―
、
伝
統
の
維
持
に
も
変
革
に
も
働
き
か
け

る
面
が
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
維
持
や
変
革
の
動
き
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
面
も
あ
る
。
そ
う
し
た
相
互
的
で
全
体
的
な
影
響
の
中
身
を
、
私

た
ち
は
よ
く
見
極
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
言
え
ば
、
一
切
の
変
化
に
先
回
り
し
て
一
挙
に
す
べ
て
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
る
個
別
の
言
葉
に
対
し
て
、

あ
る
人
々
の
間
に
違
和
感
が
生
ま
れ
て
き
た
と
き
に
、
自
分
も
そ
の
言
葉
に
対
し
て
あ
ら
た
め
て
注
意
を
向
け
て
見
直
す
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の

言
葉
に
関
連
す
る
現
実
（
生
活
の
か
た
ち
、
社
会
の
あ
り
方
）
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
直
す
こ
と
。
自
分
が
見
逃
し
て
き
た
も
の
を
見
よ
う

と
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
の
あ
る
種
の
用
法
に
対
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
異
議
を
唱
え
る
こ
と
。
―
―
「
母
」
は
「
親
」
に
言
い
換

え
よ
、
と
い
っ
た
単
純
明
快
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
比
べ
て
、
遅
々
と
し
た
面
倒
な
方
法
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
の
従
来
の
物

事
の
見
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
言
葉
に
関
し
て
、
そ
の
変
容
を
促
す
に
は
、
Ｆ

そ
う
し
た
地
道
な
営
み
こ
そ
が
む
し
ろ
不
可
欠
だ
。

（
古
田
徹
也
『
い
つ
も
の
言
葉
を
哲
学
す
る
』
よ
り
）

＊
出
題
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
分
を
改
変
し
て
あ
り
ま
す
。
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問
１

ア
～
オ
の
カ
タ
カ
ナ
で
示
し
た
語
の
傍
線
部
分
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
後
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

サ
イ
リ
ョ
ウ

１

大
根
を
サ
イ
バ
イ
す
る

２

サ
イ
バ
ン
を
傍
聴
す
る

３

演
奏
会
を
カ
イ
サ
イ
す
る

４

彼
は
サ
イ
タ
イ
シ
ャ
だ

イ

ゼ
イ
ジ
ャ
ク

１

セ
イ
ジ
ャ
ク
に
包
ま
れ
た
境
内

２

大
論
争
を
ジ
ャ
ッ
キ
す
る

３

ナ
ン
ジ
ャ
ク
な
地
盤

４

ジ
ャ
ッ
カ
ン
優
れ
て
い
る

ウ

ガ
イ
ネ
ン

１

ガ
イ
リ
ャ
ク
は
理
解
で
き
た

２

テ
ン
ガ
イ
の
付
い
た
玉
座

３

事
件
に
フ
ン
ガ
イ
す
る

４

神
宮
ガ
イ
エ
ン
の
大
樹

エ

ケ
ン
ト
ウ

１

ケ
ン
シ
ン
的
に
介
護
す
る

２

胃
腸
の
ケ
ン
サ
を
受
け
る

３

危
険
な
化
学
ジ
ッ
ケ
ン

４

特
使
を
ハ
ケ
ン
す
る

オ

タ
ン
テ
キ

１

サ
イ
タ
ン
距
離
を
行
く

２

カ
ン
タ
ン
な
作
業
だ

３

タ
ン
ゴ
の
節
句
を
祝
う

４

受
付
を
タ
ン
ト
ウ
す
る

問
２

傍
線
部
Ａ
「
時
代
や
人
々
の
意
識
の
変
化
に
即
し
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
意
識
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
本

、
、

文
の
表
現
を
用
い
て
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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問
３

空
欄
Ｂ
・
Ｃ
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
６
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

必
然

２

偶
然

３

社
会

４

観
念

５

自
然

６

世
界

問
４

傍
線
部
Ｄ
「
『
母
』
と
い
う
言
葉
が
含
み
も
つ
意
味
合
い
」
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
す
る
も
の
を
、

次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
表
現
な
の
で
他
の
言
い
方
に
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

２

「
親
」
の
片
方
だ
け
を
使
っ
て
い
て
不
自
然
な
言
い
方
だ
が
代
案
は
な
い
。

３

何
か
を
産
み
育
て
た
根
源
や
基
盤
の
比
喩
で
あ
り
言
い
換
え
は
で
き
な
い
。

４

育
児
は
母
親
が
担
う
べ
き
と
い
う
こ
と
の
象
徴
で
こ
れ
以
外
あ
り
得
な
い
。

問
５

傍
線
Ｅ
「
母
語
を
学
ぶ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
な
る
部

分
を
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
の
言
葉
の
中
か
ら
六
十
字
で
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
６

傍
線
Ｆ
「
そ
う
し
た
地
道
な
営
み
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と
な
の
か
を
百
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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第
二
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
〜
６
）
に
答
え
な
さ
い
。

寺
井

承

平
は
、
朦
朧
と
す
る
意
識
の
中
で
、
混
み
合
う
電
車
の
中
か
ら
風
呂
敷
包
み
の
荷
物
を
持
ち
、
東
京
駅
の
ホ
ー
ム
に
降
り
立
っ
た
。

て
ら

い

し
よ
う
へ
い

も
う
ろ
う

喉
が
渇
い
て
い
た
。

東
京
の
五
月
は
あ
た
た
か
く
、
空
に
は
薄
い
青
に
透
明
な
光
が
溶
け
た
よ
う
な
明
る
さ
が
満
ち
て
い
た
が
、
金
沢
か
ら
電
車
を
乗
り
継
ぐ
旅
の

中
で
、
寺
井
の
目
か
ら
は
す
っ
か
り

ａ

が
抜
け
落
ち
て
い
た
。
東
京
に
到
着
し
た
ば
か
り
だ
と
い
う
の
に
、
す
で
に
疲
れ
て
い
る
。
体
が
だ
る

い
。
数
日
前
か
ら
続
く
頭
痛
が
、
朝
よ
り
も
さ
ら
に
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
。

高
熱
を
押
し
て
、
故
郷
の
両
親
と
医
者
に
外
出
を
禁
じ
ら
れ
る
の
を
逃
げ
出
す
よ
う
に
し
て
出
て
き
た
の
だ
。

手
持
ち
の
金
も
苦
し
く
、
持
ち
物
も
最
低
限
だ
け
。
日
帰
り
に
な
る
の
は

Ａ

厳
し
い
が
、
今
夜
の
宿
も
決
め
て
い
な
い
。

歩
き
出
す
と
、
背
中
を
ぶ
る
り
と
寒
気
が
襲
っ
た
。
目
を
閉
じ
て
こ
こ
で
倒
れ
込
ん
で
寝
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
れ
だ
け
楽
だ
ろ
う
。
思
い
な
が

さ
む

け

ら
、
自
分
自
身
を
奮
い
立
た
せ
る
よ
う
に
し
て
道
を
急
ぐ
。
晴
天
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
分
の
体
調
の
悪
さ
に
は
何
の
慰
み
に
も
な
ら
な
い
こ

と
が
恨
め
し
か
っ
た
。

目
指
す
は
、
帝
国
劇
場
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
フ
リ
ッ
ツ
・
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
音
楽
会
。

寺
井
は
一
昨
年
ま
で
東
京
に
住
み
、
作
家
を
目
指
し
て
い
た
。

金
沢
に
あ
る
寺
井
の
生
家
は
も
と
も
と
呉
服
な
ど
を
扱
う
商
家
で
、
父
が
県
会
議
員
を
務
め
て
い
た
。
そ
ん
な
父
が
、
息
子
に
も
同
じ
道
を
歩

ま
せ
よ
う
と
考
え
、
寺
井
を
明
治
大
学
の
法
科
に
進
ま
せ
た
の
だ
。

同
じ
大
学
の
大
先
輩
に
は
、
中
退
し
た
菊
池
寛
が
い
た
。

そ
こ
か
ら
も
う
、
寺
井
の
そ
の
後
は
決
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
た
ら
大
袈
裟
だ
ろ
う
か
。
法
科
に
在
学
し
な
が
ら
も
、
法
律
よ
り
も
文
学
に
興
味

を
移
し
て
い
っ
た
偉
大
な
先
輩
の
存
在
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、
寺
井
は
上
京
し
て
す
ぐ
か
ら
法
科
の
勉
強
そ
っ
ち
の
け
で
古
本
と
レ
コ
ー
ド
に

夢
中
に
な
っ
た
。
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も
と
も
と
、
小
説
が
好
き
だ
っ
た
寺
井
は
、
明
大
受
験
の
そ
の
日
に
も
、
試
験
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
、
神
保
町
の
交
叉
点
近
く
に
あ
る
と
聞
い
て

遠
く
憧
れ
て
い
た
古
本
屋
、
岩
波
書
店
を
見
に
い
っ
た
。
岩
波
書
店
の
屋
上
に
は
、
開
店
に
あ
た
っ
て
岩
波
茂
雄
が
Ｂ

夏
目
漱
石
に
書
い
て
も
ら

っ
た
と
い
う
、
金
字
で

象

ら
れ
た
看
板
が
あ
る
。

か
た
ど

漱
石
の
書
い
た
『
岩
波
書
店
』
の
文
字
を
前
に
、
「
あ
あ
、
こ
の
街
に
漱
石
が
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
か
ら
こ
こ
で
暮
ら
す
の
だ
」

と
晴
れ
が
ま
し
い
思
い
が
こ
み
あ
げ
た
。

大
学
に
入
学
し
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
好
き
が
高
じ
て
古
書
店
や
そ
の
近
辺
で
催
さ
れ
る
文
学
好
き
の
集
会
に
出
入
り
す
る
う
ち
、
同
好
の
士

に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
作
家
の
家
に
書
生
と
し
て
出
入
り
し
て
い
る
よ
う
な
者
も
多
く
、
彼
ら
と
文
学
談
義
を
く
り
返
す
の
は
楽
し
か
っ

た
し
、
誘
わ
れ
て
、
同
人
誌
も
何
冊
か
発
行
し
た
。
目
を
か
け
て
く
れ
た
編
集
者
も
い
た
し
、
そ
の
人
の
つ
て
で
文
芸
誌
に
小
説
が
載
っ
た
こ
と

も
あ
る
。

父
が
病
に
倒
れ
た
、
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
な
け
れ
ば
、
今
で
も
東
京
に
残
っ
て
、
Ｃ

そ
れ
ら
の
活
動
に
没
頭
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
小
説
を
読

む
こ
と
と
書
く
こ
と
が
楽
し
す
ぎ
―
―
そ
れ
に
、
趣
味
で
あ
る
音
楽
の
レ
コ
ー
ド
を
聴
い
た
り
、
音
楽
会
に
行
く
こ
と
に
も
忙
し
く
、
肝
心
の
大

学
に
は
ほ
と
ん
ど
顔
を
出
さ
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
ろ
め
た
さ
も
あ
っ
て
、
親
と
は
手
紙
の
や
り
と
り
さ
え
遠
の
い
て
い
た
。
突
然
の
病
の

知
ら
せ
に
は
さ
す
が
に
驚
き
、
取
る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
金
沢
に
戻
っ
た
が
、
寺
井
の
心
配
に
反
し
て
、
父
は
思
い
の
ほ
か
元
気
そ
う
だ
っ
た
。

倒
れ
た
、
と
い
う
の
は
嘘
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
二
、
三
日
で
回
復
す
る
よ
う
な
た
い
し
た
こ
と
が
な
い
風
邪
で
、
音
信
が
な
い
息
子
を

呼
び
戻
す
口
実
だ
っ
た
の
だ
と
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
。

小
説
を
書
く
な
ん
て
聞
い
て
い
な
い
、
と
、
寺
井
の
語
る
文
学
を
道
楽
と
決
め
つ
け
る
両
親
に
、
言
い
た
い
こ
と
は
山
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
親
の

懐
に
甘
え
て
、
仕
送
り
を
受
け
な
が
ら
法
科
の
勉
強
を

疎

か
に
し
、
留
年
ま
で
し
て
い
た
こ
と
は
言
い
訳
の
し
よ
う
が
な
い
。
父
親
か
ら
は
学

お
ろ
そ

費
を
打
ち
切
ら
れ
、
休
学
を
申
し
渡
さ
れ
た
。

頭
を
冷
や
せ
。
心
を
入
れ
替
え
ろ
。
さ
も
な
く
ば
、
故
郷
に
戻
っ
て
見
合
い
し
て
妻
を
娶
れ
、
と
い
う
両
親
に
気
圧
さ
れ
る
形
で
、
寺
井
は
半

め
と

け

お

ば
強
引
に
金
沢
に
連
れ
戻
さ
れ
た
。
仕
送
り
を
打
ち
切
る
、
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
自
分
の
小
説
の
仕
事
だ
け
で
は
と
て
も
食
べ
て
い
か
れ

な
か
っ
た
か
ら
だ
。

作
家
仲
間
に
は
そ
ん
な
寺
井
を
「
逃
げ
る
の
か
」
と
Ｄ

腰
抜
け
扱
い
す
る
者
も
い
た
が
、
寺
井
は
彼
ら
に
も
編
集
者
た
ち
に
も
、
「
い
ず
れ
は
戻
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る
」
と
は
っ
き
り
告
げ
て
い
た
。

金
沢
に
帰
っ
て
も
小
説
は
書
き
続
け
る
。
出
版
社
に
も
送
る
。

そ
れ
ら
の
評
判
が
よ
け
れ
ば
、
ふ
た
た
び
東
京
に
戻
れ
る
日
も
近
い
だ
ろ
う
。
帝
都
は
確
か
に
文
化
の
拠
点
で
あ
り
発
信
地
だ
が
、
何
も
そ
こ

に
い
な
け
れ
ば
小
説
が
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
寺
井
の
そ
ん
な
思
い
も
空
し
く
、
金
沢
で
の
時
間
は
無
情
に
二
年
が
過
ぎ
た
。

か
つ
て
、
詩
人
の
室
生
犀
星
が
「
何
と
か
し
て
東
京
に
出
て
な
る
か
な
ら
ぬ
か
判
ら
ぬ
が
、
詩
人
と
し
て
立
ち
た
い
の
ぞ
み
を
持
ち
」
と
上
京

む
ろ

う

さ
い
せ
い

し
て
も
し
ば
ら
く
は
う
だ
つ
が
上
が
ら
ず
、
郷
里
金
沢
と
の
間
の
往
復
を
強
い
ら
れ
て
い
た
と
聞
く
が
、
そ
の
気
持
ち
が
、
寺
井
に
は
今
よ
く
わ

し

か
る
。

当
時
の
作
家
仲
間
た
ち
は
離
れ
た
土
地
に
暮
ら
す
寺
井
を
、
同
人
誌
に
も
遊
び
に
も
め
っ
き
り
誘
わ
な
く
な
っ
た
し
、
「
ま
た
連
絡
す
る
よ
」

と
言
っ
た
は
ず
の
編
集
者
か
ら
も
何
の
音
沙
汰
も
な
い
。
目
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
る
、
と
思
っ
て
き
た
が
、
彼
ら
が
あ
の
頃
声
を
か
け
て
い
た

の
は
寺
井
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
彼
ら
か
ら
し
て
み
る
と
、
自
分
な
ど
、
目
を
か
け
た
に
も
入
ら
な
い
存
在
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
二
年
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
知
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

仲
間
た
ち
が
作
っ
た
同
人
誌
は
、
既
存
の
作
家
の
真
似
の
よ
う
な
、
い
か
に
も
至
ら
な
い
あ
り
ふ
れ
た
表
現
と
題
材
に
満
ち
て
い
た
が
、
送
ら

れ
て
く
る
と
、
東
京
で
流
れ
る
時
間
を
見
せ
つ
け
る
目
的
で
そ
う
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
て

ｂ

が
沈
ん
だ
。
破
り
捨
て
て
し
ま
い
た
く
な
っ

た
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
だ
け
が
東
京
の
生
活
の
名
残
の
よ
う
に
、
自
分
と
あ
の
場
所
を
繋
ぐ
の
だ
と
思
う
と
容
易
に

そ
う
も
で
き
ず
、
そ
れ
が
ま
た
Ｅ

忸
怩
た
る
思
い
と
な
っ
て
胸
を
締
め
つ
け
た
。

じ
く

じ

寺
井
は
二
十
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。

芥
川
龍
之
介
が
「
新
思
潮
」
に
『
鼻
』
を
書
き
、
夏
目
漱
石
に
絶
賛
さ
れ
た
年
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
年
代
・
同
郷
の
作
家
、
島
田
清
次

郎
の
『
地
上
』
は
部
数
三
十
万
部
を
超
え
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
と
聞
く
。
島
田
と
は
会
っ
た
こ
と
は
な
い
が
、
彼
が
自
分
の
実
家
と
ほ
ど
近
い
金

沢
第
二
中
学
校
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
時
、
ど
れ
ほ
ど
激
し
く
心
が
か
き
乱
さ
れ
た
こ
と
か
。

そ
れ
な
の
に
、
寺
井
の
胸
に
は
一
向
、
新
作
を
書
こ
う
と
い
う
気
持
ち
が
起
こ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
話
を
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
に
焦
り
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と
苦
し
さ
だ
け
が
募
っ
て
原
稿
に
向
か
う

ｃ

が
失
せ
た
。
自
分
は
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
作
家
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
が
唐
突
に

う

胸
を
衝
く
と
、
そ
れ
は
も
う
、
心
底
悔
し
か
っ
た
。

つ

ま
だ
一
、
二
度
文
芸
誌
に
載
っ
た
程
度
。
そ
れ
な
の
に
、
書
き
た
い

ｄ

が
こ
れ
ほ
ど
に
色
あ
せ
る
と
は
。

東
京
で
ま
だ
学
生
だ
っ
た
頃
の
希
望
に
燃
え
て
い
た
自
分
に
対
し
て
、
不
甲
斐
な
く
、
情
け
な
い
気
持
ち
が
す
る
の
だ
っ
た
。

ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
音
楽
会
開
催
を
知
ら
せ
る
広
告
絵
葉
書
が
届
い
た
の
は
、
そ
ん
な
頃
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
寺
井
が
ま
だ
か
ろ
う
じ
て
つ
き
あ
い
の
あ
る
東
京
の
出
版
社
の
編
集
者
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
。
当
時
の
仲
間
と
も
、
他
の
編
集
者
と

も
め
っ
き
り
疎
遠
に
な
っ
た
中
、
彼
と
だ
け
縁
が
続
い
て
い
た
の
は
、
ひ
と
え
に
共
通
の
〝
レ
コ
ー
ド
〟
と
い
う
趣
味
に
よ
る
。

彼
が
属
す
る
文
報
社
は
、
文
芸
誌
の
中
で
も
演
劇
と
音
楽
に
つ
い
て
の
批
評
を
多
く
載
せ
る
こ
と
で
有
名
な
雑
誌
「
文
雅
」
を
出
し
て
い
た
。

そ
の
編
集
部
に
属
す
る
金
藤
は
、
中
で
も
無
類
の
音
楽
好
き
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
編
集
部
で
は
金
を
出
せ
な
い
、
経
費
で
観
ら
れ
な
い
と
い

こ
ん
ど
う

う
も
の
に
ま
で
自
腹
を
切
っ
て
日
参
す
る
。

一
方
、
寺
井
も
ま
た
、
音
楽
が
好
き
だ
っ
た
。

新
し
も
の
好
き
な
父
が
求
め
、
実
家
に
あ
っ
た
レ
コ
ー
ド
を
、
そ
の
頃
ま
だ
家
に
い
た
ね
え
や
と
よ
く
聴
い
た
。
日
本
橋
に
あ
る
電
機
会
社
の

、
、
、

重
役
の
家
に
奉
公
に
出
て
い
た
ね
え
や
は
、
そ
の
家
で
聴
い
た
と
い
う
レ
コ
ー
ド
の
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
た
。

思
え
ば
寺
井
の
東
京
へ
の
憧
れ
は
、
そ
の
ね
え
や
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
の
語
る
東
京
は
、
弾

む
よ
う
な
豊
か
さ
に
溢
れ
た
、
華
や
か
な
文
化
の
地
だ
っ
た
。

金
沢
で
は
そ
う
そ
う
観
ら
れ
な
い
プ
ロ
の
生
演
奏
が
音
楽
会
で
聴
け
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
、
彼
女
が
教
え
て
く
れ
た
。
「
私
は
行
っ
た
こ
と

が
な
い
で
す
け
れ
ど
、
奉
公
先
の
旦
那
様
や
奥
様
は
よ
く
行
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」
と
語
る
彼
女
の
影
響
で
、
寺
井
は
上
京
し
て
す
ぐ
に
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
会
に
行
き
、
そ
こ
で
、
得
も
言
わ
れ
ぬ
衝
撃
を
受
け
た
。

そ
の
時
の
弾
き
手
は
そ
こ
ま
で
名
の
あ
る
人
物
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
広
い
ホ
ー
ル
全
体
の
空
気
を
震
わ
せ
る
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
の
音
は
レ
コ
ー
ド
と
ま
っ
た
く
違
い
、
伴
奏
の
ピ
ア
ノ
の
豊
か
な

ｅ

に
も
、
心
が
痺
れ
る
よ
う
な
感
動
を
覚
え
た
。

し
び

以
降
、
寺
井
は
小
説
を
書
く
傍
ら
、
レ
コ
ー
ド
や
音
楽
会
に
夢
中
に
な
っ
た
。
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中
で
も
、
金
藤
の
家
に
は
世
話
に
な
っ
た
。

彼
が
道
楽
に
任
せ
て
集
め
た
レ
コ
ー
ド
を

貪

る
よ
う
に
聴
き
、
彼
の
奥
さ
ん
が
い
れ
た
あ
た
た
か
い
お
茶
を
飲
む
あ
の
ひ
と
と
き
。
彼
が
同

む
さ
ぼ

好
の
士
に
甘
い
の
を
い
い
こ
と
に
、
金
藤
の
留
守
中
に
仲
間
と
訪
ね
て
行
っ
て
、
奥
さ
ん
に
呆
れ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

あ
き

東
京
か
ら
の
金
藤
の
手
紙
は
簡
素
な
も
の
だ
っ
た
。

「
寺
井
く
ん
が
好
き
だ
と
思
っ
た
の
で
、
知
ら
せ
ま
す
。」

そ
の
文
面
と
と
も
に
、
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
写
真
が
刷
ら
れ
た
絵
葉
書
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。

（
辻
村
深
月
『
東
京
會
舘
と
わ
た
し

上

旧
館
』
よ
り
）

＊
出
題
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
分
を
改
変
し
て
あ
り
ま
す
。
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問
１

空
欄
ａ
～
ｅ
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
選
び
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

１

気
分

２

生
気

３

気
力

４

情
感

５

衝
動

問
２

空
欄
Ａ
に
、
本
文
の
意
味
か
ら
考
え
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

常
識
的
に
も
一
般
的
に
も

２

経
済
的
に
も
日
程
的
に
も

３

体
力
的
に
も
精
神
的
に
も

４

現
実
的
に
も
実
際
的
に
も

問
３

傍
線
部
Ｂ
「
夏
目
漱
石
」
の
小
説
を
、
次
の
１
～
５
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

破
壊

２

蒲
団

３

浮
草

４

三
四
郎

５

高
瀬
舟
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問
４

傍
線
部
Ｃ
「
そ
れ
ら
の
活
動
」
と
は
何
か
。
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
５

傍
線
部
Ｄ
「
腰
抜
け
扱
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
寺
井
承
平
は
な
ぜ
腰
抜
け
扱
い
さ
れ
る
の
か
。
本
文
の
意
味
か
ら
考
え
て
最
も
適
す
る
も

の
を
、
次
の
１
〜
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

文
学
を
諦
め
て
故
郷
に
帰
る
か
ら

２

法
科
の
勉
強
を
疎
か
に
し
た
か
ら

３

勉
学
に
励
ま
ず
留
年
を
し
た
か
ら

４

故
郷
に
戻
っ
て
見
合
い
を
す
る
か
ら

問
６

傍
線
部
Ｅ
「
忸
怩
た
る
思
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
寺
井
承
平
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
い
る
の
で
す
か
。「
名
残
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、

じ
く

じ

ま
た
、
解
答
欄
最
後
の
「
思
い
」
に
続
く
よ
う
に
三
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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第
三
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
〜
５
）
に
答
え
な
さ
い
。

で
は
、
人
の
行
動
に
か
か
わ
る
「
学
び
」
は
脳
内
の
ど
ん
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
の
答
え
は
、
人

に
期
待
や
意
欲
を
も
た
ら
す
「
欲
求
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
報
酬
系
回
路
」
は
新
た
な
行
動
を
促
す
「
冒
険
シ
ス
テ
ム
」

ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
物
質
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？

脳
の
奥
深
く
に
は
「
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
」
と
い
う
神
経
細
胞
が
存
在
し
、
そ
こ
か
ら
放
出
さ
れ
て
い
る
の
が
ド
ー
パ
ミ
ン
で
す
。
こ
れ

は
人
が
な
ん
ら
か
の
「
報
酬
」
を
得
た
と
き
や
予
期
し
た
と
き
に
放
出
さ
れ
、
人
に
快
感
情
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
神
経
伝
達
物
質
の

一
種
で
す
。
そ
の
た
め
、
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
核
と
す
る
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
「
Ａ

報
酬
系
回
路
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（
こ
こ
で
言

う
「
報
酬
」
は
、
お
金
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、
「
生
物
が
そ
れ
を
求
め
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
で
快
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
い
う
よ
う
な
、
よ
り
広

い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
心
理
学
や
神
経
科
学
の
用
語
で
す
）
。

こ
の
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
大
き
な
特
徴
は
、
報
酬
そ
の
も
の
よ
り
も
報
酬
を
期
待
す
る
こ
と
に
強
く
反
応
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ

．
．
．
．

と
で
す
。
シ
ュ
ル
ツ
博
士
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
最
初
、
報
酬
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
働
く
の
で
す
が
、
次
第
に
報

酬
を
得
た
と
き
か
ら
「
報
酬
を
期
待
で
き
る
と
き
」
に
働
く
よ
う
に
タ
イ
ミ
ン
グ
が
変
化
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
こ

と
か
ら
報
酬
系
回
路
は
、
人
の
欲
求
、
つ
ま
り
「
欲
し
い
」
や
「
や
り
た
い
」
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
報
酬
を
期
待
し
た
の
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
後
の
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
が
ア

イ

チ
ジ
ル
し
く
低
下
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
神
経
活
動
は
、
将
来
得
ら
れ
る
報
酬
を
最
大
化
す
る
た
め
の
非
常
に
合
理
的
な
仕
組
み
で
あ

り
、
人
が
新
た
な
行
動
パ
タ
ー
ン
を
身
に
つ
け
る
と
き
の
主
要
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
考
え
て
み
る
と
当
た
り
前
な

の
で
す
が
、
い
ま
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
に
満
足
し
て
い
る
だ
け
で
は
新
た
な
行
動
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
人
は
「
欲
し
い
」
「
や
り
た
い
」
と
感
じ

る
も
の
を
見
つ
け
た
と
き
に
、
今
ま
で
と
違
う
行
動
を
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
何
か
「
報
酬
」
を
得
ら
れ
れ
ば
そ
の
行
動
を
も
っ
と
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す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
逆
に
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
ら
そ
の
行
動
を
し
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
と
て
も

Ｂ

で
、
し
か
し
な
が
ら

Ｃ

な

学
習
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
す
。

ま
た
報
酬
系
回
路
の
中
に
は
、
前
頭
前
野
の
一
部
が
含
ま
れ
て
い
て
、
同
じ
く
ド
ー
パ
ミ
ン
の
放
出
に
よ
っ
て
活
性
化
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
ま
す
。
前
頭
前
野
は
合
目
的
的
で
意
図
的
な
知
的
活
動
に
お
け
る
脳
の
最
重
要
部
位
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ド
ー
パ
ミ
ン
は
人
の
「
欲

求
」
と
同
時
に
、
報
酬
を
得
る
た
め
に
自
分
自
身
を
「
制
御
」
す
る
回
路
も
イ

司
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
知
性
（
い
ま

何
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
状
況
の
判
断
や
、
何
を
得
て
何
を
諦
め
る
か
の
取
捨
選
択
な
ど
）
が
活
躍
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
す
。
意
識
的
な
思
考
の

働
き
を
低
下
さ
せ
て
即
時
の
行
動
を
引
き
起
こ
す
「
防
御
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
か
な
り
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け

る
か
と
思
い
ま
す
。

私
な
り
に
表
現
す
る
な
ら
、
欲
求
に
基
づ
く
行
動
を
引
き
起
こ
す
報
酬
系
回
路
の
働
き
は
、
人
間
に
と
っ
て
「
冒
険
シ
ス
テ
ム
」
と
で
も
呼
べ

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
す
。
冒
険
は
常
に
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
気
持
ち
と
困
難
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
試
行
錯
誤
や
創
意
工
夫
に
満
ち
て
い
ま
す
。

人
の
そ
う
い
っ
た
営
み
を
支
え
て
い
る
の
が
、
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
中
心
と
す
る
報
酬
系
回
路
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

人
の
欲
求
を
刺
激
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
「
報
酬
」

人
に
と
っ
て
何
が
「
報
酬
」
に
な
り
う
る
の
か
を
知
っ
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
す
。

こ
こ
で
言
う
報
酬
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
存
在
し
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
整
理
し
て
お
き
ま
す
。
人
の
欲
求
を
引
き
起
こ
す
報
酬
は
、
生
理

的
報
酬
、
学
習
的
報
酬
、
社
会
的
報
酬
な
ど
と
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
水
や
食
べ
物
、
性
的
パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
生
命
を
維
持
し
繁
殖
し
て
い
く
上

で
必
要
な
も
の
が
生
理
的
報
酬
、
お
金
な
ど
そ
れ
が
必
要
な
こ
と
を
後
天
的
に
学
習
す
る
も
の
が
学
習
的
報
酬
、
人
と
協
力
し
た
り
、
賞
賛
を
受

け
た
り
、
利
他
的
な
行
動
を
し
た
り
な
ど
の
社
会
的
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
が
社
会
的
報
酬
で
す
。

「
お
い
し
い
食
べ
物
」
「
働
い
て
得
た
給
料
」
「
周
囲
か
ら
の
ほ
め
言
葉
」
。
こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
報
酬
は
、
見
た
目
に
は
「
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
る
」
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
脳
内
の
報
酬
系
回
路
は
、
報
酬
の
種
別
に
よ
ら
ず
（
細
か
な
違
い
は
あ
り
ま
す
が
）
、
お
お

む
ね
共
通
の
基
本
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
、
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
刺
激
し
報
酬
系
回
路
を
活
性
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化
さ
せ
る
存
在
や
体
験
こ
そ
が
、
人
に
と
っ
て
の
「
報
酬
」
で
あ
る
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
、
近
年
の
脳
・
神
経
科
学
の
研
究
に
よ
っ
て
光
が
当
た
っ
た
、
少
し
意
外
で
重
要
な
知
見
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
苦
痛
の
回
避
は
、

そ
れ
自
体
が
「
報
酬
」
と
な
り
う
る
と
い
う
発
見
で
す
。
つ
ま
り
、
人
が
な
ん
ら
か
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
と
き
や
、
嫌
な
こ
と
を
回
避
で
き

た
と
感
じ
た
と
き
に
報
酬
系
回
路
が
活
性
化
さ
れ
て
、
他
の
報
酬
を
得
た
り
、
期
待
し
た
り
し
た
と
き
と
同
様
の
体
験
を
し
て
い
る
可
能
性
が
高

い
の
で
す
。

心
理
学
の
世
界
で
は
以
前
か
ら
、
「
回
避
行
動
の
消
去
」
の
難
し
さ
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
何
か
嫌
な
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め
の

行
動
が
、
も
う
嫌
な
こ
と
を
経
験
し
な
く
な
っ
た
後
で
も
ず
っ
と
継
続
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
が
不
思
議
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
学
校
で

と
て
も
嫌
な
こ
と
が
あ
っ
た
お
子
さ
ん
が
、
そ
の
問
題
が
解
決
し
て
も
う
嫌
な
体
験
を
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
な
か
な
か
学
校
に
行

け
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
時
的
な
回
避
手
段
で
あ
っ
た
は
ず
の
行
動
が
、
ず
っ
と
維
持
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
で
す
。
「
嫌

な
こ
と
か
ら
の
回
避
」
と
い
う
体
験
そ
の
も
の
が
報
酬
系
回
路
を
刺
激
す
る
と
い
う
神
経
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
そ
う
い
っ
た
現
象
の
基
盤
と
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
人
に
と
っ
て
の
報
酬
は
、
そ
の
人
が
「
欲
し
い
」
「
や
り
た
い
」
と
感
じ
る
よ
う
な
、
わ
か
り
や

す
い
「
ご
ほ
う
び
」
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
本
人
す
ら
気
づ
か
な
い
「
報
酬
」
も
あ
り
う
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
っ
て
お

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

Ｄ

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
非
常
に
重
要
な
知
見
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
そ
れ
は
悪
い
こ
と
を
し
た
人
に
罰
を
与
え
る
「
処
罰
感
情
の
充
足
」
も
ま
た
、

人
間
に
と
っ
て
非
常
に
魅
力
的
な
「
報
酬
」
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
米
『
サ
イ
エ
ン
ス
』
誌
に
ウ

ケ
イ
サ
イ
さ
れ
た
研
究
に
よ
る
と
、

な
ん
ら
か
の
ル
ー
ル
違
反
を
犯
し
た
相
手
に
罰
を
与
え
る
体
験
を
す
る
と
、
報
酬
系
回
路
の
主
要
部
分
の
一
つ
（
背
側
線

条

体
）
が
活
性
化

は
い
そ
く
せ
ん
じ
よ
う
た
い

す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
部
位
が
強
く
活
性
化
し
た
人
ほ
ど
、
自
分
自
身
が
損
を
し
て
で
も
相
手
に
罰
を
与

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
と
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
す
。
誰
か
に
罰
を
与
え
て
も
、
自
分
に
は
何
の
メ
リ
ッ
ト
も
な
い
ど
こ
ろ
か
、
損
を
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。
そ
の
状
況
で
罰
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
の
は
、
自
分
が
支
払
う
損
に
よ
る
「
苦
痛
」
以
上
の
、
強
い
「
快
感
」
が
な
け
れ
ば
起
こ
ら
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な
い
は
ず
で
す
。
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
人
が
規
範
違
反
を
罰
す
る
こ
と
で
、
強
い
満
足
感
や
快
感
情
を
得
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
支
持
す
る
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
処
罰
欲
求
は
、
い
っ
た
い
な
ぜ
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

一
つ
の
仮
説
と
し
て
有
力
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
の
規
範
や
ル
ー
ル
を
維
持
す
る
た
め
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
誰
か
が
ず
る
を
し
て
富
や
食
べ
物
を
独
り
占
め
し
た
り
、
安
全
な
環
境
が
エ

脅
か
さ
れ
て
は
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
悪
い
こ

と
を
し
た
人
に
罰
を
与
え
た
く
な
る
心
理
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
メ
ン
バ
ー
の
ル
ー
ル
違
反
を
相
互
に
オ

ヨ
ク
シ
す
る
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
た
め
、
こ
う
い
っ
た
視
点
の
処
罰
感
情
は
「
利
他
的
処
罰
（A

ltruistic
Punishm

ent

）
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
自
分
の
た
め
で
は
な
く
、

社
会
の
た
め
に
誰
か
を
処
罰
し
よ
う
と
い
う
発
想
に
も
と
づ
く
言
葉
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
研
究
で
は
、
処
罰
行
為
は
規
範
を
維
持
す
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
相
手
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
体
験
を
与
え

る
こ
と
そ
の
も
の
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
悪
意
あ
る
処
罰
（Spiteful

Punishm
ent

）
も
ま
た
、
報
酬
系
回
路
を
活
性
化
さ
せ
る
と
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
単
に
相
手
を
苦
し
ま
せ
る
だ
け
の
行
為
で
も
、
人
は
気
持
ち
よ
く
な
っ
た
り
、
充
足
感
を
得
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の

で
す
。
ま
た
、
怒
り
の
感
情
が
背
景
に
あ
っ
て
、
そ
の
行
為
が
な
ん
ら
か
の
復
讐
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
報
酬
系
回
路
の
活
動
が
よ
り

高
ま
る
と
い
う
報
告
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
、
意
地
悪
な
相
手
や
ず
る
を
し
た
人
に
、
仕
返
し
を
す
る
こ
と
で
気
持
ち
が
す
っ
と
晴
れ

た
経
験
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

ど
う
や
ら
、
他
者
に
苦
痛
を
与
え
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
人
に
と
っ
て
の
「
社
会
的
な
報
酬
」
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

Ｅ

私
た
ち
は
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
村
中
直
人
『＜

る
依
存＞

が
と
ま
ら
な
い
』
よ
り
）

＊
出
題
の
都
合
上
、
原
文
の
一
部
を
改
変
し
て
あ
り
ま
す
。
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問
１

傍
線
部
ア
〜
オ
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
で
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

問
２

傍
線
部
Ａ
「
報
酬
系
回
路
」
の
説
明
と
し
て
最
も
相
応
し
く
な
い
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

ル
ー
ル
違
反
し
た
人
を
厳
し
く
罰
し
た
り
、
意
地
悪
を
さ
れ
た
人
に
復
讐
を
し
た
り
す
る
と
き
に
も
活
性
化
す
る
。

２

「
欲
し
い
」
「
や
り
た
い
」
と
い
う
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
は
、
ど
ん
な
困
難
も
乗
り
越
え
よ
う
と
働
き
続
け
る
。

３

な
ん
ら
か
の
報
酬
を
得
た
と
き
や
、
報
酬
を
予
期
し
た
と
き
に
快
感
情
を
も
た
ら
す
神
経
伝
達
物
質
を
放
出
す
る
。

４

欲
求
だ
け
で
な
く
、
適
切
な
状
況
判
断
や
取
捨
選
択
を
促
す
創
意
工
夫
に
満
ち
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
す
る
。

問
３

空
欄
Ｂ
、
空
欄
Ｃ
に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

Ｂ

ア
ク
テ
ィ
ブ

Ｃ

自
然

２

Ｂ

ユ
ニ
ー
ク

Ｃ

平
凡

３

Ｂ

パ
ワ
フ
ル

Ｃ

複
雑

４

Ｂ

シ
ン
プ
ル

Ｃ

強
力
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問
４

空
欄
Ｄ
の
見
出
し
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
次
の
１
～
４
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

１

ず
る
に
は
甘
く
て
い
い
！

２

他
者
の
不
幸
は
自
分
の
不
幸

３

損
を
し
て
で
も
罰
し
た
い
？

４

仕
返
し
は
し
て
は
い
け
な
い

問
５

傍
線
部
Ｅ
「
私
た
ち
は
こ
の
事
実
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
筆
者
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
五
十
字
以
内
で
、
「
依
存
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
ま
た
、
解
答
欄
は
じ
め
の

文
章
か
ら
続
く
よ
う
に
答
え
な
さ
い
。
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