
問
題
は
一
〇
〇
点
満
点
で
作
成
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ
1
〜
5
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。（
一

〇
点
）

1

セ
イ
ゴ
ウ
の
取
れ
た
予
算
を
立
て
る

2

山
の
チ
ュ
ウ
フ
ク
に
到
達
す
る

ア

カ
ン
セ
イ
な
住
宅
地
を
歩
く

ア

小
説
の
フ
ク
ア
ン
を
練
る

イ

行
動
を
セ
イ
ヤ
ク
す
る

イ

フ
ク
セ
ン
を
回
収
す
る

ウ

二
人
の
関
係
を
セ
イ
サ
ン
す
る

ウ

傷
害
罪
で
フ
ク
エ
キ
す
る

エ

セ
イ
ロ
ン
を
述
べ
る

エ

話
が
チ
ョ
ウ
フ
ク
す
る

オ

日
程
を
チ
ョ
ウ
セ
イ
す
る

オ

ホ
ウ
フ
ク
措
置
を
と
る

3

現
代
の
フ
ウ
チ
ョ
ウ
を
嘆
く

4

頂
点
に
ク
ン
リ
ン
す
る

ア

相
手
を
チ
ョ
ウ
ハ
ツ
す
る

ア

三
つ
の
県
と
リ
ン
セ
ツ
す
る

イ

会
費
を
チ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
す
る

イ

ビ
ル
が
リ
ン
リ
ツ
す
る

ウ

顔
を
コ
ウ
チ
ョ
ウ
さ
せ
る

ウ

リ
ン
カ
ク
を
な
ぞ
る

エ

ダ
ン
チ
ョ
ウ
の
思
い
で
諦
め
る

エ

リ
ン
ジ
ョ
ウ
感
に
あ
ふ
れ
る

オ

資
金
を
チ
ョ
ウ
タ
ツ
す
る

オ

リ
ン
リ
的
に
問
題
が
あ
る

問
題
・
解
答

用
紙
番
号

1

の
解
答
用
紙
に
解
答
し
な
さ
い
。

国

語

〈
受
験
学
部
・
学
科
〉

法
学
部
、
国
際
学
部
、
経
済
学
部
、
経
営
学
部
、
現
代
社
会
学
部
、

理
工
学
部（
生
命
科
学
科
）、
薬
学
部
、
看
護
学
部
、
農
学
部【
文
系
科
目
型
】
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5

相
手
の
目
を
ギ
ョ
ウ
シ
す
る

ア

選
手
の
イ
ギ
ョ
ウ
を
た
た
え
る

イ

液
体
が
ギ
ョ
ウ
コ
す
る

ウ

寺
の
ゴ
ン
ギ
ョ
ウ
に
参
加
す
る

エ

必
死
の
ギ
ョ
ウ
ソ
ウ
で
訴
え
る

オ

文
学
に
ツ
ウ
ギ
ョ
ウ
す
る

―
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Ⅱ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
四
五
点
）

日
本
が
導
入
し
よ
う
と
し
た
近
代
学
校
制
度
は
、
そ
の
他
の
近
代
的
施
策
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
西
洋
諸
国

に
お
い
て
す
で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
国
と
地
域
に
、
こ
の
近

代
学
校
制
度
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
西
洋
に
お
い
て
も
近
代
学
校
制
度
が
確
立
し
て
き
た
の
は
、
お
お
む
ね

一
九
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
世
紀
に
西
洋
社
会
に
成
立
し
た
こ
の
制
度
は
、
そ
の
後
、

あ
っ
と
い
う
間
に1
世
界
を
席
巻
し
、
学
校
こ
そ
が
子
ど
も
の
成
長
す
る
標
準
的
な
場
所
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

明
治
の
人
々
に
と
っ
て
、Ａ
突
如
こ
の
よ
う
な
制
度
が
で
き
あ
が
り
、
子
ど
も
を
学
校
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
く

な
っ
た
の
は
、
驚
天
動
地
の
出
来
事
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
重
要

な
働
き
手
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
子
ど
も
が
学
校
に
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
分
の
労
働
力
が
不
足

す
る
こ
と
と
な
る
。
き
わ
め
て
深
刻
な
事
態
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
そ
れ
は
、
大
人
た
ち
の
労
働
強
化
に
よ
っ
て
補

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
多
く
の
貧
し
い
人
々
に
と
っ
て
、
容
易
な
ら
ざ
る
事
態
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
近
代
学
校
制
度
と
は
、
い
わ
ば
歴
史
上
稀
に
み
る
規
模
の
労
働
力
の
移
動
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
〇
〇
年
に
小
学
校
の
授
業
料
が
無
償
と
な
る
ま
で
の
間
、
就
学
の
た
め
に
は
授
業
料
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
校
舎
の
建
築
や
教
師
の
任
用
な
ど
、
教
育
に
か
か
る
経
費
は
町
村
の
財
政
を
圧

迫
し
た
。
大
事
な
労
働
力
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
う
え
、
こ
の
よ
う
な
経
費
負
担
を
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
住

民
に
と
っ
て
近
代
学
校
制
度
と
は
、
ま
さ
に
三
重
苦
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
念
入
り
な
告

諭
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
い
ま
、
学
校
が
あ
る
こ
と
を
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
感

じ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
、
当
時
に
お
い
て
い
か
に
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
想
像

し
て
み
て
ほ
し
い
。

近
代
学
校
制
度
は
、
す
べ
て
の
子
ど
も
を
就
学
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
襲
的
な
家
業
に
子
ど
も
た
ち
を
自
動
的

に
組
み
込
む
過
程
か
ら
、
ひ
と
ま
ず
子
ど
も
た
ち
を
遠
ざ
け
る
装
置
で
も
あ
っ
た
。
身
分
や
家
業
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
子
ど
も
が
学
校
で
共
通
の
教
育
を
受
け
、
そ
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
を
自
己
決
定
し
て
い
く
シ
ス
テ

ム
、
そ
れ
こ
そ
が
近
代
学
校
制
度
が
作
り
出
そ
う
と
し
た
社
会
で
あ
っ
た
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
身
分
制
社
会

の
否
定
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

明
治
維
新
政
府
は
、
近
代
学
校
制
度
の
導
入
と
と
も
に
、
身
分
制
を
否
定
す
る
施
策
を
次
々
と
打
ち
出
し
た
。
一

八
七
一
年
の
廃
藩
は
、
武
士
身
分
を
解
体
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
直
後
に
は
、
世
襲
身
分
を
解
体
す
る
措
置

が
一
気
に
展
開
さ
れ
る
。
士
族
へ
の
散
髪
脱
刀
の
許
可
、
士
族
の
庶
民
へ
の
敬
礼
強
要
や
無
礼
討
ち
の
禁
止
、
華
族

か
ら
平
民
に
い
た
る
ま
で
の
婚
姻
の
自
由
化
、
穢
多
・
非
人
の
呼
称
の
禁
止
、
華
士
族
・
卒
が
農
工
商
に
就
業
す
る

こ
と
の
許
可
な
ど
で
あ
る
。

学
制
発
布
と
同
年
の
一
八
七
二
年
に
は
、「
徴
兵
告
諭
」
が
発
せ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
上
下
を
平
均
し
人
権

を
斉
一
に
す
る
道
と
し
て
兵
農
を
合
一
す
る
」
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
兵
士
と
な
る
こ
と
を
独
占
し
て

―
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き
た
武
士
を
廃
止
し
、
誰
も
が
兵
士
に
な
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
武
士
に
対
し
て
は
、「
双
刀
を
帯
び
武

士
と
称
し
、
厚
顔
座
食
し
、
甚
だ
し
き
に
至
っ
て
は
人
を
殺
し
て
も
そ
の
罪
さ
え
問
わ
れ
な
い
」
あ
り
さ
ま
で
あ
っ

た
と
、
な
か
な
か
手
厳
し
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
結
果
徴
兵
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
国
民
に
は
、
む
し
ろ
迷
惑
な
こ
と

だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
身
分
制
の
否
定
と
い
う
点
で
、「
徴
兵
告
諭
」
が
「
就
学
告
諭
」
と
基
本
的
に
同
一
の

原
理
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

家
業
へ
の
自
動
組
み
込
み
装
置
か
ら
子
ど
も
を
引
き
剝
が
し
、
学
校
に
お
け
る
教
育
へ
と
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
、

以
上
に
述
べ
たＢ
身
分
制
の
解
体
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
だ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
子
ど
も
の
成
長
過
程
の
こ
の
変
容
は
、
じ
つ
は
人
類
史
的
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
のＣ
人
間
形
成
過
程
の
変
容
で

も
あ
っ
た
。
子
ど
も
が
自
動
的
に
家
業
に
従
事
し
て
い
く
過
程
は
、
学
習
論
的
に
い
え
ば
「
正
統
的
周
辺
参
加
」
の

過
程
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
正
統
的
周
辺
参
加
と
は
、
な
ん
ら
か
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
共
有
し
て
い
る
仕

事
集
団
（
実
践
共
同
体
）
に
、
は
じ
め
は
初
心
者
と
し
て
参
加
し
周
辺
的
な
仕
事
に
従
事
し
つ
つ
、
次
第
に
熟
達
者

へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
を
学
習
と
み
な
す
考
え
方
で
あ
る
。
徒
弟
制
が
、
そ
の
端
的
な
事
例
と
い
わ
れ
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
子
ど
も
が
職
業
能
力
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
は
、
お
お
む
ね
徒
弟
制
的
な
も
の
だ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
農
民
の
場
合
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
と
と
も
に
労
働
に
従
事

で
っ
ち

し
、
次
第
に
重
要
な
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
徒
弟
と
い
う
言
葉
が
、
商
工
業
に
お
け
る
丁
稚
な
ど

を
示
す
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
商
人
や
大
工
と
な
っ
て
い
く
過
程
も
、
徒
弟
制
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
要

す
る
に
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
子
ど
も
が
成
長
し
て
い
く
過
程
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
正
統
的
周
辺
参
加
の
過
程
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
歴
史
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
近
代
学
校
制
度
に
よ
る
子
ど
も
の
成
長
こ
そ
が
、
む
し
ろ
き
わ
め
て
特

異
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
近
代
学
校
制
度
は
、
少
年
期
の
昼
間
生
活
の
ほ
ぼ
全
時
間
を
学
校
で
過
ご
す
こ

と
を
強
制
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
学
校
と
い
う
特
殊
な
空
間
で
、
労
働
や
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
時
間
を
過
ご
す
こ
と
と
な
る
。
す
べ
て
の
子
ど
も
に
、
例
外
な
く
こ
の
特
殊
な
過
程
を
歩
む
こ
と
を
強
制
す
る
シ

ス
テ
ム
、
そ
れ
こ
そ
が
近
代
学
校
制
度
で
あ
る
。
子
ど
も
の
成
長
過
程
の
変
容
と
し
て
、
繰
り
返
す
が
こ
れ
は
人
類

史
上
か
つ
て
な
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
そ
れ
ま
で
成
長
過
程
の
基
本
と
な
っ
て
い
た
正
統
的
周
辺
参
加
の
過
程
は
ブ
ロ
ッ
ク
さ
れ
、
学
校
教

育
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
過
程
の
な
か
で
子
ど
も
た
ち
は
成
長
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
ぐ

に
想
像
が
つ
く
よ
う
に
、
こ
れ
は
容
易
な
事
業
で
は
な
か
っ
た
。
無
数
の
就
学
告
諭
が
発
せ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が

容
易
な
ら
ざ
る
事
業
で
あ
る
こ
と
が
当
局
者
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

近
代
学
校
制
度
は
子
ど
も
の
成
長
過
程
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、Ｄ
読
み
書
き
教
育
の
在
り
方
も
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
大
き
く
変
容
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
近
世
に
お
け
る
読
み
書
き
の
基
礎
的
な
教
育
は
、
＊往
来

物
を
主
た
る
教
材
と
し
て
、
文
書
作
成
と
い
う
実
践
に
近
接
し
た
場
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
近
代
学
校
教
育

は
、
読
み
書
き
教
育
を
そ
こ
か
ら
分
離
し
、
学
校
に
お
け
る
認
知
形
成
と
人
格
形
成
の
基
礎
と
し
て
の
教
育
へ
と
位

―
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置
づ
け
な
お
す
も
の
で
あ
っ
た
。
学
校
教
育
は
、
特
定
の
仕
事
の
遂
行
を
前
提
と
し
た
正
統
的
周
辺
参
加
の
過
程
と

は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
、
教
育
の
た
め
の
標
準
化
さ
れ
た
特
別
な
過
程
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
読
み
書
き
に
つ
い

て
の
教
育
も
、
特
定
の
文
書
作
成
の
よ
う
な
実
践
で
は
な
く
、
言
語
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
知
識
や
技
能
の
育
成
を

目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
転
換
は
簡
単
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
往
来
物
に
よ
る
教
育
は
数
百
年

の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
近
世
的
な
＊リ
テ
ラ
シ
ー
は
、
日
常
生
活
の
隅
々
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
近
代
学
校
に
お
け

る
読
み
書
き
教
育
は
、
近
世
的
な
リ
テ
ラ
シ
ー
と
の
長
年
に
わ
た
る

ⅰ

の
な
か
で
展
開
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
八
七
二
年
に
発
布
さ
れ
た
学
制
は
、
企
画
者
の
一
人
で
あ
っ
た
大
木
喬
任
が
、
無
用
の
雑
学
を
淘
汰
し
、
一
旦

こ
と
ご
と

悉
く
天
下
在
来
の
諸
学
則
を
廃
し
、
書
籍
・
器
械
・
教
授
の
方
法
を
一
新
す
る
も
の
、
と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、

近
世
的
な
リ
テ
ラ
シ
ー
を

ⅱ

、
ま
っ
た
く
新
し
い
教
育
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
小
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
模
し
て
、
同
年
に
文
部
省
が
制
定
し
た
「
小
学
教
則
」
は
、
究
理
（
物

理
）、
幾
何
、
博
物
、
化
学
、
生
理
な
ど
、
自
然
科
学
関
係
科
目
を
含
む
二
八
も
の
科
目
を
配
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

一
部
に
「
輪
講
」
な
ど
の
よ
う
な
、
江
戸
時
代
の
学
習
方
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
、
寺
子
屋

方
式
の
教
育
を
一
新
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

教
科
書
も
、
西
洋
の
書
物
を
翻
訳
し
た
も
の
や
、
福
沢
諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』
を
は
じ
め
と
す
る
啓
蒙
主
義

的
な
著
書
が
多
数
採
用
さ
れ
た
。
幾
何
、
博
物
、
化
学
、
生
理
な
ど
は
上
等
小
学
に
配
さ
れ
た
科
目
で
あ
っ
た
が
、

下
等
小
学
の
「
読
本
読
方
」
に
も
、『
窮
理
問
答
』『
物
理
訓
蒙
』『
天
変
地
異
』
な
ど
、
自
然
科
学
的
な
教
科
書
が

多
数
指
定
さ
れ
て
い
る
。
教
育
課
程
全
体
が
、
き
わ
め
て
科
学
主
義
的
ま
た
啓
蒙
主
義
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

じ
つ
に
野
心
的
な
計
画
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
当
初
の
期
待
通
り
に
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
近
世
以
来
、
＊草

書

や
＊行
書
が
社
会
通
用
の
書
体
で
あ
っ
た
が
、
社
会
が
な
お
望
ん
で
い
たＥ
こ
の
よ
う
な
リ
テ
ラ
シ
ー
と
、「
小
学
教
則
」

か
い
り

が
求
め
る
学
力
と
は
、
あ
ま
り
に
も
乖
離
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
七
七
年
に
秋
田
県
の
教
育
実
態
を
視
察
し
た
文
部
省
の
役
人
中
島
永
元
は
、
こ
の
よ
う
な
乖
離
に
つ
い
て
、

す
こ
ぶ

習
字
指
導
を
＊楷
書
か
ら
始
め
る
の
は
、
幼
年
者
に
は
頗
る
難
事
で
あ
る
、
今
日
の
習
字
法
は
昔
日
の
習
字
師
匠
の
教

こ
と
わ
り

授
法
に
遠
く
及
ば
な
い
、
当
県
で
は
事
物
の
理
を
教
え
る
こ
と
を
先
に
し
て
習
字
に
つ
い
て
は
顧
み
な
い
有
り
様
で

あ
る
、
こ
の
た
め
生
徒
の
運
筆
は
き
わ
め
て
拙
劣
で
あ
り
人
を
失
笑
さ
せ
る
に
足
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
報
告

し
て
い
る
。
山
形
県
の
視
察
に
お
い
て
も
、
中
島
は
次
の
よ
う
に
同
様
の
報
告
を
し
て
い
る
。
作
文
は
往
々
高
尚
に

せ
き
と
く

過
ぎ
、
記
事
論
説
等
を
先
に
し
て
、
目
下
必
要
な
証
書
文
例
・
尺
牘
（
手
紙
）
な
ど
を
後
に
す
る
な
ど
の
弊
害
も
あ

し
ん
し
ゃ
く

る
、
生
徒
の
情
態
の
違
い
に
従
っ
て
教
則
を2
斟
酌
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
視
察
に
基
づ
い
て
、
中
島
は
教
授
法
の
問
題
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
習
字
教
授
法

は
昔
日
の
習
字
家
塾
に
比
し
て
不
親
切
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
教
員
も
習
字
を
蔑
視
し
て
不
用
の
教
科
で
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ご
び
ゅ
う

あ
る
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
甚
だ
し
い
誤
謬
で
あ
る
、
村
落
学
校
に
お
い
て
は
、
行
書
と
草
書
の
二
体
の
み

を
教
授
し
楷
書
の
学
習
を
さ
せ
な
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
わ
が
国
の
現
今
に

お
け
る
民
間
日
用
の
尺
牘
や
証
券
な
ど
の
字
体
は
概
ね
行
書
か
草
書
で
書
か
れ
る
の
で
あ
り
、
楷
書
を
知
ら
な
く
と

も
不
便
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
各
地
を
視
察
し
た
文
部
大
書
記
官
西
村
茂
樹
は
、
授
業
法
の
具
体
的
な
改
正
案
を
提
案
し
て
い
る
。

い
ま
、
習
字
と
作
文
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
習
字
は
ま
ず
行
書
を
教
え
、
次
に
草
書
を

教
え
、
最
後
に
楷
書
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
、
或
い
は
楷
書
は
廃
止
し
て
も
よ
い
、
習
字
の
手
本
と
な
る
文
は
、
日

用
の
往
復
文
、
受
取
書
、
送
状
、
証
文
、
願
届
等
の
日
用
親
切
の
文
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。
作
文
は
専
ら
日
用
の

往
復
の
書
牘
、
ま
た
は
公
用
文
の
簡
易
な
る
も
の
を
作
ら
せ
る
こ
と
。

同
様
の
事
情
は
、『
文
部
省
日
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
各
県
か
ら
の
実
情
報
告
に
も
表
れ
て
い
る
。
一
八
七
八
年
の

同
日
誌
に
記
さ
れ
た
青
森
県
か
ら
の
報
告
に
は
、
一
四
、
五
歳
に
し
て
小
学
校
を
退
学
し
て
も
、
家
に
お
い
て
帳
簿

を
記
す
こ
と
も
計
算
も
で
き
ず
、
往
復
の
書
牘
を
綴
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
甚
だ
し
い
例
に
な
る
と
、
読
本
を
自
由

に
読
め
て
も
、
か
え
っ
て
近
隣
の
人
名
や
村
名
を
記
す
こ
と
が
で
き
な
い
者
さ
え
い
る
、
と
い
っ
た
実
情
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、「
事
物
の
理
」
に
関
す
る
教
授
に
主
眼
を
置
い
た
学
校
教
育
は
、
草
書
体
の
＊候
文
で
構
成
さ
れ

そ

ご

る
日
常
的
な
リ
テ
ラ
シ
ー
と3
齟
齬
を
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
県
や
文
部
省
の
役
人
に
も
、
こ
の
こ
と
が
学
校
教

育
の
普
及
に
お
い
て
か
え
っ
て
阻
害
要
因
と
な
る
と
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
草
書
や
行
書
を
用
い
、
目
下

必
要
な
証
書
文
例
や
手
紙
文
な
ど
の
学
習
を
優
先
す
べ
き
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
八
七
九
年
に
学
制
は
廃
止
と
な
り
、
教
育
令
が
新
た
に
制
定
さ
れ
る
（
翌
年
改
正
）。
一
八
八
一
年
に
は
小
学

校
教
則
綱
領
も
制
定
さ
れ
、
教
育
課
程
は
一
新
さ
れ
る
。
小
学
校
は
初
等
・
中
等
・
高
等
の
三
段
階
と
な
り
、
す
べ

て
の
人
が
就
学
す
べ
き
初
等
科
で
は
、
修
身
、
読
書
、
習
字
、
算
術
、
唱
歌
、
体
操
の
み
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
う
ち
唱
歌
は
教
授
法
の
整
う
の
を
待
っ
て
設
け
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
、
実
質
的
に
は
読
み
書
き
計

算
に
修
身
と
体
操
を
加
え
た
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
教
育
課
程
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
習
字
で
は
、
行
書
が
採
用
さ
れ
、
第
三
学
年
の
後
期
に
は
草
書
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
楷
書
先
習
を
廃
し
、
実
社
会
の
状
況
に
対
応
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
習
字
の
学
習
内
容
と
し
て
は
、

「
平
仮
名
、
片
仮
名
」「
数
字
、
十
干
、
十
二
支
、
苗
字
ノ
類
」「
著
名
ノ
地
名
、
日
用
庶
物
ノ
名
称
ノ
類
」「
口
上
書

類
」「
日
用
書
類
」
な
ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
寺
子
屋
に
お
い
て
教
え
ら
れ
て
い
た
教
材
そ
の
も
の
と

ゆ
え
ん

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
江
戸
期
の
手
習
に
復
帰
し
た
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
他
方
「
読
書
」
の
一
部
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
「
作
文
」
で
も
、「
口
上
書
類
」「
日
用
書
類
」
な
ど
を
作
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
行
書
や
草

書
に
よ
る
文
書
作
成
が
、
初
等
科
に
お
け
る
読
み
書
き
教
育
の
目
標
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
学
制
期
の
啓
蒙
主

義
的
な
教
育
課
程
は
、
こ
う
し
て
た
ち
ま
ち
修
正
さ
れ
、
読
み
書
き
教
育
は
、
再
び
文
書
作
成
と
い
う
実
践
に
近
接

し
た
場
所
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
八
鍬
友
広
『
読
み
書
き
の
日
本
史
』
一
部
改
変
）

＊

往
来
物
…
…
明
治
時
代
初
期
ま
で
初
等
教
育
に
用
い
ら
れ
た
教
科
書
の
総
称

＊

リ
テ
ラ
シ
ー
…
…
読
み
書
き
の
能
力

＊

行
書
・
草
書
・
楷
書
…
…
漢
字
の
書
体
。
点
画
を
崩
さ
ず
に
書
い
た
も
の
が
楷
書
で
、
こ
れ
を
崩
し
た
も
の
が
行
書
、
さ
ら
に

崩
し
て
曲
線
的
に
な
っ
た
も
の
を
草
書
と
い
う
。

＊

候
文
…
…
文
末
に
「
候
（
そ
う
ろ
う
）」
が
付
く
文
語
体
の
文
章

問
一

波
線
部
1
〜
3
の
言
葉
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か

ら
選
び
な
さ
い
。

1

世
界
を
席
巻
す
る

2

斟
酌
す
る

3

齟
齬
を
来
す

ア

世
界
を
混
乱
に
陥
れ
る

ア

取
捨
選
択
す
る

ア

歩
調
を
合
わ
せ
る

イ

世
界
中
に
広
ま
る

イ

入
れ
替
え
る

イ

問
題
を
共
有
す
る

ウ

世
界
の
人
々
を
魅
了
す
る

ウ

作
り
直
す

ウ

合
わ
な
く
な
る

エ

世
界
の
混
乱
を
収
め
る

エ

順
に
並
べ
る

エ

激
し
く
衝
突
す
る

問
二

空
欄

ⅰ

・

ⅱ

に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
選
び

な
さ
い
。

ⅰ

ア

隔
絶

ⅱ

ア

一
掃
し

イ

共
闘

イ

矯
正
し

ウ

相
克

ウ

克
服
し

エ

融
和

エ

網
羅
し
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問
三

傍
線
部
Ａ
「
突
如
こ
の
よ
う
な
制
度
が
で
き
あ
が
り
」
と
あ
る
が
、
日
本
に
学
校
制
度
が
で
き
た
こ
と
で
生

じ
た
状
況
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
適
切
な
も
の
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

学
校
制
度
が
導
入
さ
れ
て
し
ば
ら
く
は
、
子
ど
も
の
就
学
の
た
め
に
授
業
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

イ

校
舎
を
建
築
す
る
際
に
か
か
る
費
用
は
す
べ
て
国
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
国
の
財
政
を

圧
迫
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ウ

社
会
の
労
働
力
が
大
規
模
に
教
育
現
場
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
地
域
で
労
働
力
不
足
が
問
題

と
な
っ
た
。

エ

多
く
の
貧
し
い
人
々
に
と
っ
て
授
業
料
を
払
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
子
ど
も
も
労
働
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

オ

家
業
を
手
伝
っ
て
い
た
子
ど
も
が
学
校
に
行
く
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
そ
の
分
大
人
た
ち
が
働
か
ね
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
。

問
四

傍
線
部
Ｂ
「
身
分
制
の
解
体
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
適
切
な
も
の
を
二
つ
選
び
な

さ
い
。

ア

子
ど
も
が
身
分
や
家
業
に
関
係
な
く
就
学
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
職
業
を
自
分
で
決
定
で
き
る
仕
組
み
が

作
ら
れ
た
。

イ

近
代
学
校
制
度
は
、
子
ど
も
が
教
育
も
受
け
ず
に
家
業
を
継
ぐ
こ
と
で
身
分
に
差
が
生
じ
る
こ
と
を
な
く

そ
う
と
し
た
。

ウ

明
治
政
府
は
徴
兵
制
度
を
導
入
す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
が
共
通
の
教
育
を
受
け
る
学
校
制
度
が
不
可
欠

と
考
え
た
。

エ

近
代
学
校
制
度
の
導
入
も
、
身
分
の
上
下
を
平
均
す
る
と
い
う
点
で
徴
兵
制
度
と
同
じ
原
理
に
立
っ
て
い

た
。

オ

明
治
政
府
は
身
分
制
を
否
定
す
る
施
策
を
次
々
と
打
ち
出
す
こ
と
で
、
近
代
学
校
制
度
の
導
入
を
促
進
さ

せ
た
。
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問
五

傍
線
部
Ｃ
「
人
間
形
成
過
程
の
変
容
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切

な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

江
戸
時
代
に
な
っ
て
子
ど
も
が
自
動
的
に
家
業
に
従
事
し
て
い
く
過
程
が
次
第
に
変
化
し
、
明
治
時
代
に

は
そ
れ
が
完
全
に
失
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

イ

江
戸
時
代
に
は
子
ど
も
は
家
族
と
と
も
に
労
働
に
従
事
し
て
い
た
が
、
明
治
時
代
に
は
学
校
教
育
に
お
い

て
労
働
に
つ
い
て
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

ウ

江
戸
時
代
ま
で
は
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
仕
事
集
団
に
身
を
置
い
て
い
た
が
、
明
治
時
代
に
は
日
中
に
学
校

で
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
。

エ

江
戸
時
代
に
は
子
ど
も
は
家
業
に
初
心
者
と
し
て
参
加
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
は
次
第
に

熟
達
者
へ
と
移
行
し
て
い
く
過
程
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
。

オ

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
子
ど
も
の
職
業
能
力
を
獲
得
す
る
過
程
が
徒
弟
制
的
な
も
の
か
ら

正
統
的
周
辺
参
加
の
形
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
。

問
六

傍
線
部
Ｄ
「
読
み
書
き
教
育
の
在
り
方
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
大
き
く
変
容
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
」

と
あ
る
が
、
近
代
学
校
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
適
切
で
な
い
も
の
を
選

び
な
さ
い
。

ア

近
代
学
校
教
育
で
は
、
往
来
物
を
用
い
た
実
践
的
な
読
み
書
き
か
ら
、
科
学
主
義
的
な
教
育
課
程
の
も
と

で
言
語
の
知
識
や
技
能
の
育
成
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

イ

近
代
学
校
教
育
で
は
、
寺
子
屋
方
式
の
教
育
が
見
直
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
小
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
模

倣
し
た
教
育
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
た
。

ウ

近
代
学
校
教
育
で
は
、
特
定
の
文
書
作
成
を
目
的
と
す
る
読
み
書
き
で
は
な
く
、
認
知
形
成
や
人
格
形
成

の
基
礎
と
し
て
読
み
書
き
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

エ

近
代
学
校
教
育
で
は
、
正
統
的
周
辺
参
加
の
過
程
と
し
て
の
教
育
で
は
な
く
、
標
準
化
さ
れ
た
過
程
と
し

て
の
啓
蒙
主
義
的
な
教
育
を
行
お
う
と
し
た
。

オ

近
代
学
校
教
育
で
は
、
特
定
の
仕
事
の
遂
行
を
前
提
と
し
た
読
み
書
き
教
育
と
は
分
離
さ
せ
る
形
で
、
新

た
に
自
然
科
学
を
中
心
と
す
る
教
育
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
。
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問
七

傍
線
部
Ｅ
「
こ
の
よ
う
な
リ
テ
ラ
シ
ー
と
、「
小
学
教
則
」
が
求
め
る
学
力
と
は
、
あ
ま
り
に
も
乖
離
し
て

い
た
」
と
あ
る
が
、
一
八
八
〇
年
こ
ろ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
と
教
育
を
め
ぐ
る
出
来
事
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜

オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

小
学
校
で
は
日
常
的
に
用
い
る
行
書
や
草
書
を
ま
ず
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
、

事
物
の
理
を
学
ぶ
教
育
に
主
眼
を
置
い
た
教
育
課
程
は
見
直
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

イ

小
学
校
で
は
習
字
教
授
法
は
軽
視
さ
れ
不
要
な
学
習
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
行
書
や
草
書
が
指
導

さ
れ
る
こ
と
な
く
楷
書
の
指
導
の
み
が
教
育
課
程
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ウ

小
学
校
の
生
徒
に
と
っ
て
は
行
書
や
草
書
は
難
解
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
手
紙
や
証
文
の
作
成
に
必
要

で
あ
る
た
め
、
学
校
で
は
こ
れ
ら
の
字
体
の
学
習
も
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

エ

小
学
校
の
習
字
で
は
行
書
に
次
い
で
草
書
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
啓
蒙
主
義
的
な
教
育

課
程
の
修
正
に
よ
り
実
践
的
な
学
習
方
法
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

オ

小
学
校
に
は
帳
簿
を
記
す
こ
と
も
人
名
を
書
く
こ
と
も
で
き
な
い
者
ま
で
い
た
の
で
、
楷
書
に
よ
る
読
み

書
き
や
計
算
を
中
心
と
し
た
シ
ン
プ
ル
な
教
育
課
程
が
作
り
出
さ
れ
た
。
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Ⅲ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
四
五
点
）

一
九
五
六
年
に
学
問
と
し
て
の
人
工
知
能
が
本
格
的
に
動
き
出
し
た
と
き
、
＊ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
も
う
こ

の
世
に
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
直
接
、
人
工
知
能
批
判
を
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
九
三
九

年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
開
か
れ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
講
義
「
数
学
の
哲
学
」
に
は
、
＊チ
ュ
ー
リ
ン
グ
本
人

が
出
席
し
て
い
て
、
そ
こ
で
し
ば
し
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
間
に
、「
計
算
」
の
概
念
の
理
解
を
め

ぐ
っ
て
、
熱
い
論
戦
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
計
算
の
概
念
か
ら
は
、
人
間
が
ほ
ぼ
完
全
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
意
識

や
身
体
を
持
つ
人
間
が
そ
こ
に
い
な
く
と
も
、
明
示
さ
れ
た
規
則
に
統
制
さ
れ
た
記
号
操
作
は
、
そ
れ
自
体
が
計
算

で�

あ�

る�

と
い
う
の
が
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
考
え
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
点
で
、

Ａ
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
と
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た
。

哲
学
者
の
水
本
正
晴
は
著
書
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
vs.
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
』
の
な
か
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で

の
講
義
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
の
や
り
取
り
を
再
構
成
し
な
が
ら
、
計
算
の
概
念
の

理
解
を
め
ぐ
る
二
人
の
対
立
を
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
水
本
は
、
た
だ
機
械
的
な
因
果
関
係
に
服
従
し
て
い
る

こ
と
と
、
み
ず
か
ら
「
規
則
に
従
う
」
こ
と
の
差
異
を
強
調
し
て
い
る
。
単
な
る
自
動
的
な
因
果
関
係
の
連
鎖
も
計

算
と
な
り
得
る
と
考
え
た
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
計
算
の
「
規
範
性
」
を
重
視
し

た
と
い
う
の
だ
。

人
間
が
計
算
を
す
る
と
き
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
単
純
な
計
算
で
あ
っ
て
も
、
何
か
し
ら
の
意
図
と
目
的
を
持
っ
て
、

規
則
に
従
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
カ
ル
ダ
ー
ノ
や
ボ
ン
ベ
リ
が
、
計
算
の
結
果
と
し
て
虚
数

の
解
を
導
い
て
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
の
意
味
を
問
い
、
結
果
の
正
し
さ
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
問
い
直
す
こ
と
も
で

き
た
。
だ
が
も
し
、
正
し
い
結
果
と
間
違
っ
た
結
果
の
区
別
す
ら
で
き
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
つ
ま
り
「
規
範
性
」

の
な
い
「
因
果
」
の
連
鎖
し
か
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
果
た
し
て
計
算
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
。

計
算
し�

て�

い�

る�

よ�

う�

に�

見�

え�

る�

こ
と
と
、
計
算
し�

て�

い�

る�

こ
と
は
違
う
。
単
に
明
示
さ
れ
た
規
則
に
合
致
し
た
記

号
操
作
だ
け
で
は
、
計
算
と
呼
べ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
つ
ま
ら
な
いａ
詭
弁
に
聞
こ
え
る
か
も

し
れ
な
い
が
、「
規
則
」
を
め
ぐ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
徹
底
し
た
考
察
に
裏
付
け
ら
れ
た
議
論
は
、
や
が

て
人
工
知
能
研
究
が
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
困
難
を
、
あ
る
面
で
は
正
し
く
予
告
し
て
い
た
。

ま
だ
六
〇
年
代
の
時
点
で
は
、
人
工
知
能
の
先
駆
者
た
ち
は
、
未
来
を
楽
観
的
に
予
測
し
て
い
た
。
一
九
六
七
年

に
マ
ー
ヴ
ィ
ン
・
ミ
ン
ス
キ
ー
（
一
九
二
七
―
二
〇
一
六
）
は
、「
あ
と
一
世
代
も
す
れ
ば
『
人
工
知
能
』
を
つ
く

る
と
い
う
課
題
は
実
質
的
に
解
決
す
る
だ
ろ
う
」
と
ま
で
豪
語
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
十
五
年
後
に
は
同
じ

彼
が
、「
人
工
知
能
は
い
ま
ま
で
科
学
が
直
面
し
た
最
大
の
難
問
だ
」
と
、
現
状
が
「
解
決
」
か
ら
程
遠
い
こ
と
を

認
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。

人
間
の
知
能
を
構
成
す
る
諸
規
則
を
余
す
こ
と
な
く
列
挙
す
る
こ
と
で
、
ま
る
で
人
間
の
よ
う
に
知
的
な
機
械
を
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プ
ロ
グ
ラ
ム
し
よ
う
と
し
た
当
初
の
人
工
知
能
研
究
は
、
現
在
で
は
「
古
き
よ
き
人
工
知
能
（
Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ：

G
ood

O
ld

F
ash

ion
ed

A
rtificial

In
telligen

ce

）」
と
呼
ば
れ
る
。
八
〇
年
代
に
突
入
す
る
頃
に
は
、
Ｇ
Ｏ
Ｆ

Ａ
Ｉ
はｂ
袋
小
路
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
規
則
を
列
挙
す
る
や
り
方
で
は
、
機
械
は
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
た
規
則
の

フ
レ
ー
ム

枠
に
縛
ら
れ
、
そ
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
は
固
定
さ
れ
た
文
脈
の
な
か
で
、
与
え
ら
れ
た

問
題
を
解
く
以
上
の
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
の
だ
。

七
二
年
に
発
表
し
た
著
書
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は
何
が
で
き
な
い
か
』（W

h
at

C
om

pu
ters

C
an

’t
D

o
:

T
h

e

ひ
も
と

L
im

its
of

A
rtificial

In
telligen

ce

）
で
、
哲
学
史
を
繙
き
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
規
則
を
め
ぐ
る
議
論

な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
、Ｂ
Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
の
限
界
を
特
定
し
た
の
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
で
あ
る
。
明
示
さ
れ
た
規
則
に
従

う
だ
け
で
は
、
自
律
的
な
知
性
は
生
ま
れ
な
い
。
壁
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
形
式
的
な
規
則
の
存
在
を
あ
ら
か

そ
て
い

じ
め
措
定
す
る
の
と
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
人
間
の
知
能
を
語
る
試
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
と
き
鍵
と
な
る
の

は
、
刻
々
と
変
化
す
る
「
状
況
」
に
参
加
で
き
る
「
身
体
」
で
は
な
い
か
。
目
的
と
意
図
を
持
っ
た
、
身
体
的
な
行

為
こ
そ
が
知
能
の
基
盤
に
あ
る
こ
と
を
、
も
っ
と
重
く
見
る
べ
き
だ
と
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
説
い
た
。

身
体
を
持
つ
機
械
を
作
る

こ
れ
が
人
工
知
能
を
実
現
す
る
確
実
な
手
段
だ
と
い
う
考
え
は
、
生
前
の
チ
ュ
ー

リ
ン
グ
に
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
当
時
の
技
術
で
は
ま
だ
「
実
行
不
可
能
」
と
考
え
、
ま
ず
は
最
低
限
の
身
体
で

可
能
な
課
題
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
し
た
。「
脳
だ
け
の
」
機
械
で
ど
こ
ま
で
で
き
る
か
を
、
と
に
か
く
や
っ
て
み

よ
う
と
い
う
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
八
〇
年
代
ま
で
に
は
、「
脳
だ
け
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
明
ら
か
に
行
き
詰
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

こ
う
ち
ゃ
く

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
が
一
旦
捨
て
る
こ
と
に
し
た
「
身
体
」
を
再
び
舞
台
に
乗
せ
て
、
膠
着
状
態
を
切
り
抜
け
よ
う
と

す
る
動
き
が
出
て
く
る
。
突
破
口
を
開
い
た
先
駆
者
の
一
人
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
出
身
の
若
き
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
者
、

ロ
ド
ニ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
（
一
九
五
四
―
）
で
あ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
デ
レ
ー
ド
で
生
ま
れ
た
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
南
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
フ
リ
ン
ダ
ー
ス
大
学
で
、

数
学
の
博
士
課
程
を
中
退
し
た
後
、
機
械
オ
タ
ク
だ
っ
た
少
年
時
代
の
夢
を
追
い
か
け
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の

助
手
と
し
て
科
学
者
ハ
ン
ス
・
モ
ラ
ベ
ッ
ク
（
一
九
四
八
―
）
の
も
と
に
た
ど
り
着
い
た
。
い
ま
で
こ
そ
掃
除
ロ

ボ
ッ
ト
「
ル
ン
バ
」
の
生
み
の
親
と
し
て
知
ら
れ
、
ロ
ボ
ッ
ト
や
人
工
知
能
の
分
野
で
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
ブ

ル
ッ
ク
ス
だ
が
、
当
時
は
ま
だ
無
名
の
若
者
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
の
モ
ラ
ベ
ッ
ク
は
、
す
で
に
一
風
変
わ
っ
た
研
究
者
と
し
て
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
で
独
自
の
地
位
を
築
き
は
じ

め
て
い
た
。
彼
は
当
時
、
研
究
室
の
屋
根
を
支
え
る
垂
木
の
上
に
小
さ
な
寝
室
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
寝
起
き
し
な
が

ら
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
。
頭
の
な
か
に
は
い
つ
も
壮
大
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
渦
巻
い
て
い
た
。
実
世
界
を
自
由
に
動

き
回
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
も
、
彼
の
思
い
描
く
夢
の
一
つ
だ
っ
た
。

と
は
い
え
、
夢
の
華
や
か
さ
に
比
べ
て
、
現
実
に
動
く
ロ
ボ
ッ
ト
は
地
味
だ
っ
た
。
彼
が
開
発
に
携
わ
っ
て
い
た

よ

の
は
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
「
カ
ー
ト
（C

art

）」
と
呼
ば
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
で
、
障
害
物
を
避
け
な
が
ら
、
部
屋
の

隅
か
ら
隅
ま
で
移
動
す
る
こ
と
を
ひ
と
ま
ず
の
目
標
と
し
て
い
た
。
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こ
の
ロ
ボ
ッ
ト
は
、
映
像
を
カ
メ
ラ
か
ら
読
み
込
ん
で
は
部
屋
の
三
次
元
モ
デ
ル
を
構
築
し
、
モ
デ
ル
に
基
づ
い

て
運
動
計
画
を
立
て
た
後
、
や
っ
と
動
き
出
す
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
十
五
分
ほ
ど
計
算
し
て
は
一
メ
ー
ト
ル
進

み
、
さ
ら
に
計
算
し
て
は
ま
た
動
く
。
ロ
ボ
ッ
ト
を
制
御
し
て
い
る
中
央
の
計
算
機
が
、
同
僚
の
研
究
で
使
わ
れ
て

い
る
と
き
は
、
十
五
分
の
計
算
が
数
時
間
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
。
誰
か
が
研
究
室
を
横
切
り
、
障
害
物
の
配
置
が

変
わ
れ
ば
、
計
算
は
一
か
ら
や
り
直
し
で
あ
る
。

Ｃ
物
を
避
け
な
が
ら
部
屋
を
横
切
る
だ
け
で
何
時
間
も
か
か
る
機
械
。
そ
れ
が
、
当
時
最
先
端
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
現
実

だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
を
見
た
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
何
か
を
根
本
的
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
痛
切
に
感
じ
た
。

い
く
つ
か
の
研
究
室
を
渡
り
歩
き
な
が
ら
修
行
を
重
ね
た
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
一
九
八
四
年
に
つ
い
に
、
＊Ｍ
Ｉ
Ｔ
で

自
分
の
研
究
チ
ー
ム
を
発
足
さ
せ
る
。
そ
こ
で
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
制
御
す
る
た
め
の
新
し
い
設
計
に
つ
い
て
、
原
理
的

な
考
察
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
問
題
は
「
ロ
ボ
ッ
ト
が
動
く
た
め
に
は
、
外
界
の
モ
デ
ル
を
あ
ら
か
じ
め
構
築
す
る

必
要
が
あ
る
」
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
科
学
者
の
思
い
込
み
に
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

外
界
の
情
報
を
知
覚
し
て
内
部
モ
デ
ル
を
構
築
し
、
計
画
を
立
て
て
か
ら
動
く
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
あ
ま
り
に
も

時
間
が
か
か
り
す
ぎ
る
。
そ
こ
で
、
一
連
の
長
々
し
い
過
程
を
、
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
圧
縮
し
て
は
ど
う
か
。
す
な

わ
ち
、
複
雑
な
認
知
過
程
の
全
体
を
、「
知
覚
」
と
「
行
為
」
の
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
ま
と
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

間
に
挟
ま
る
す
べ
て
を
丸
ご
と
抜
き
取
る
大
胆
不
敵
な
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
、

「
こ
れ
ま
で
人
工
知
能
の
『
知
能
』
と
思
わ
れ
て
き
た
も
の
を
、
す
べ
て
省
く
」
こ
と
に
し
た
の
だ
。

ロ
ボ
ッ
ト
は
、
何
か
を
知
覚
し
た
瞬
間
、
た
だ
ち
に
行
為
す
べ
き
だ
と
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
考
え
て
い
た
。
表
象
し
た

り
考
え
た
り
す
る
過
程
は
、
速
や
か
な
行
為
の
た
め
に
は
障
害
で
あ
る
。
問
題
は
、「
表
象
な
き
知
性
」
と
い
う
こ

の
大
胆
な
着
想
を
、
い
か
に
し
て
実
装
す
る
か
だ
っ
た
。

彼
は
、
次
の
よ
う
な
機
構
を
考
え
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
の
行
動
の
た
め
の
制
御
系
を
、
下
層
か
ら
上
層
へ
と
、
互
い
を

包
摂
（su

bsu
m

e

）
す
る
層
状
に
組
み
立
て
て
い
く
の
だ
。

ア
レ
ン

最
初
に
作
っ
たＤ
ロ
ボ
ッ
ト
「A

llen

」
の
制
御
系
は
、
全
部
で
三
層
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
最
下
層
は
、
物
体

と
の
衝
突
を
避
け
る
た
め
の
単
純
な
運
動
制
御
を
担
う
。
物
体
に
触
れ
た
り
、
セ
ン
サ
が
近
く
で
物
を
検
知
し
た
り

す
る
と
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
動
き
が
こ
こ
で
生
成
さ
れ
る
。
い
ち
い
ち
外
界
の
モ
デ
ル
を
作
る
わ
け
で
は
な
い

し
ょ
う
よ
う

の
で
、
こ
の
計
算
は
瞬
時
に
終
わ
る
。
中
間
層
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
を
た
だ
あ
て
も
な
く＊
逍
遥
さ
せ
る
。
中
間
層
が
動
い

て
い
る
間
も
、
下
層
の
制
御
系
は
動
き
続
け
る
の
で
、
中
間
層
は
物
体
と
の
衝
突
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
考
慮
す
る
必

要
は
な
い
。
最
上
層
は
、
目
標
と
な
る
行
き
先
を
探
し
、
こ
れ
に
向
か
っ
て
進
む
動
作
の
指
令
を
出
す
。
目
当
て
が

さ
ま
よ

特
に
な
い
と
き
は
、
中
間
層
の
指
示
に
従
い
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
辺
り
を
彷
徨
う
。
上
層
が
新
た
な
行
き
先
を
見
つ
け
る

と
、
動
作
が
切
り
替
わ
り
、
上
層
か
ら
の
指
令
が
動
き
を
支
配
す
る
。
そ
の
間
、
引
き
続
き
下
層
の
制
御
系
も
動
き

続
け
る
た
め
、
上
層
は
、
物
体
と
の
衝
突
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
。

こ
う
し
て
、
一
つ
の
中
枢
で
身
体
全
体
を
統
御
す
る
代
わ
り
に
、
何
層
も
の
制
御
系
が
互
い
を
包
摂
し
な
が
ら
並

行
し
て
動
き
続
け
る
こ
と
で
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
ロ
ボ
ッ
ト
は
外
界
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
な
い
ま
ま
、
速
や
か
に
実
世
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界
を
動
き
回
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
こ
れ
を
「
包
摂
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（su

bsu
m

ption
arch

itectu
re

）」
と

名
づ
け
た
。

着
想
の
源
は
昆
虫
で
あ
る
。
昆
虫
は
ど
う
見
て
も
、
当
時
の
ど
ん
な
ロ
ボ
ッ
ト
よ
り
巧
み
に
動
い
て
い
た
。
神
経

細
胞
の
数
か
ら
推
定
す
れ
ば
、
昆
虫
の
計
算
能
力
は
、
当
時
の
計
算
機
と
大
差
な
い
は
ず
だ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
な
ぜ
、
昆
虫
に
で
き
る
こ
と
が
ロ
ボ
ッ
ト
に
は
で
き
な
い
の
か
。
こ
の
問
い
を
掘
り
下
げ
て
い
く
な
か
で
、
ブ

ル
ッ
ク
ス
は
「

Ｘ

」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
。

実
世
界
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
た
め
の
セ
ン
サ
と
、
動
作
を
速
や
か
に
遂
行
す
る
た
め
の
モ
ー
タ
が
あ
れ

ば
、
外
界
の
こ
と
を
い
ち
い
ち
記
述
す
る
必
要
は
な
い
。
外
界
の
三
次
元
モ
デ
ル
を
詳
細
に
構
築
し
な
く
て
も
、
世

界
の
詳
細
な
デ
ー
タ
は
、
世
界
そ
の
も
の
が
保
持
し
て
い
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
あ
と
は
必
要
な
と
き
に
、
必
要
な
だ

け
の
情
報
を
、
そ
の
都
度
世
界
か
ら
引
き
出
せ
ば
い
い
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
巧
み
な
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
世
界
自
身

が
、
世
界
の
一
番
よ
い
モ
デ
ル
（th

e
w

orld
is

its
ow

n
best

m
odel

）」
な
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ッ
ク
ス
は
か
く
し
て
、
生
命
ら
し
い
知
能
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
身
体
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
知
能
は
環
境
や
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、「
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
た

（situ
ated

）」
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
看
破
し
た
。
そ
う
し
て
彼
は
、
既
存
の
人
工
知
能
研
究
の

流
れ
に
、「
身
体
性
（em

bodim
en

t

）」
と
「
状
況
性
（situ

atedn
ess

）」
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
洞
察
を
も
た

ら
し
た
の
で
あ
る
。

「
認
知
と
は
計
算
で
あ
る
」
と
い
う
仮
説
か
ら
出
発
し
た
人
工
知
能
と
認
知
科
学
の
探
究
だ
が
、
よ
り
人
間
ら
し

い
知
能
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
す
る
試
行
錯
誤
の
な
か
で
、
様
々
な
新
し
い
研
究
手
法
が
編
み
出
さ
れ
て
き
た
。

計
算
機
そ
れ
自
体
を
心
の
モ
デ
ル
と
み
な
す
当
初
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
し
ば
し
ば
「
認
知
主
義
（cogn

itivism

）」

と
呼
ば
れ
る
。
認
知
科
学
の
誕
生
以
後
、
七
〇
年
代
ま
で
は
認
知
主
義
が
主
導
す
る
時
代
が
続
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

八
〇
年
代
に
な
る
と
、「Ｅ
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
」
が
脚
光
を
浴
び
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
脳
を
模
倣
し
た
人
工

ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
、
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

認
知
主
義
の
も
と
で
は
、
人
間
の
知
能
の
う
ち
、
主
と
し
て
抽
象
的
な
問
題
解
決
の
能
力
に
光
が
当
て
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
パ
ズ
ル
の
解
決
や
情
報
の
検
索
、
あ
る
い
は
論
理
的
な
推
論
な
ど
は
、「
記
号
操
作
と
し
て
の
心
」
と

い
う
発
想
と
相
性
が
い
い
。
こ
の
と
き
、
問
題
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
知
能
を
実
現
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
り
、

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
は
副
次
的
な
役
割
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。

コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
、
固
定
さ
れ
た
記
号
の
代
わ
り
に
、
人
工
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
部
状
態
を
表

象
と
み
な
す
。
認
知
主
義
が
も
と
も
と
、
計
算
や
論
理
的
推
論
な
ど
、
比
較
的
高
度
な
認
知
能
力
を
範
型
と
し
て
い

た
の
に
比
べ
る
と
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
、
パ
タ
ー
ン
認
識
や
行
動
の
生
成
な
ど
、
人
間
だ
け
で
は
な
い
多
く
の

動
物
に
も
共
通
に
見
ら
れ
る
、
よ
り
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
課
題
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
認
知
主
義
で
は
記
号
処
理
の
過
程
が
環
境
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
で

は
、
外
部
と
の
相
互
作
用
に
開
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
入
力
は
設
計
者
が
一
方
的
に
決
定
す
る
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か
ら
、「
外
部
」
は
、
あ
く
ま
で
あ
ら
か
じ
め
固
定
さ
れ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
現
実
世
界
に
働
き
か
け
て
環
境
と
相

互
作
用
で
き
る
身
体
を
持
た
な
い
点
で
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
主
体
も
ま
た
、
認
知
主
義
の
場
合
と
同
じ
く
、

現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
宙
に
浮
い
た
ま
ま
だ
。

認
知
主
体
は
、
自
分
と
独
立
の
外
界
を
、
記
号
、
も
し
く
は
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
内
部
状
態
等
を
使
っ

て
表
象
し
て
い
る

認
知
主
体
の
内
面
と
外
界
を
画
然
と
分
か
つ
こ
う
し
たＦ
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
を
乗
り
越
え

て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、「
身
体
性
」
や
「
状
況
性
」
を
重
視
す
る
立
場
だ
。
こ
こ
で
は
、
心
を
閉
じ
た
記
号
処
理

系
と
し
て
で
も
、
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
で
も
な
く
、
時
間
と
と
も
に
変
容
し
て
い
く
身
体
的
な
行
為

と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
見
る
。

ブ
ル
ッ
ク
ス
が
指
摘
し
た
通
り
、
全
身
の
感
覚
器
官
を
用
い
て
い
つ
で
も
現
実
世
界
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
主
体
に

と
っ
て
、
外
界
の
忠
実
な
モ
デ
ル
を
内
面
に
構
築
す
る
必
要
は
な
い
。
世
界
の
こ
と
は
、
世
界
そ
れ
自
身
が
正
確
に

覚
え
て
い
て
く
れ
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
認
知
主
体
の
仕
事
は
、
外
界
の
精
密
な
表
象
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
環
境
と
絶
え
ず
相
互
作
用
し
な
が
ら
、
さ
し
あ
た
り
の
知
覚
デ
ー
タ
を
手
が
か
り
に
、
的
確
な
行
為

を
迅
速
に
生
成
し
て
い
く
こ
と
に
こ
そ
あ
る
。
生
命
に
と
っ
て
、
世
界
を
描�

写�

す
る
こ
と
以
上
に
大
切
な
の
は
、
世

界
に
参�

加�

す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

あ
ら
か
じ
め
固
定
さ
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
だ
け
で
な
く
、
環
境
に
埋
め
込
ま
れ
た
身
体
を
用
い
て
、
変
動
し
続

け
る
状
況
に
対
応
し
な
が
ら
、
柔
軟
に
、
し
な
や
か
に
、
予
測
不
可
能
な
世
界
に
在�

り�

続�

け�

る�

こ
と
。
そ
れ
こ
そ
が
、

人
間
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
生
物
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
切
実
な
仕
事
だ
と
い
う
洞
察
が
こ
こ
に
芽
生
え
る
。
数
学
の

問
題
を
解
く
こ
と
よ
り
、
チ
ェ
ス
で
人
を
打
ち
負
か
す
こ
と
よ
り
、
猫
の
画
像
を
認
識
す
る
こ
と
よ
り
大
切
な
生
物

の
任
務
は
、
何
よ
り
も
そ�

の�

場�

に�

い�

る�

こ
と
な
の
で
あ
る
。

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
は
、
計
算
に
お
い
て
身
体
や
環
境
が
果
た
す
役
割
を
一
旦
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
計

算
を
理
論
的
に
抽
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
だ
が
、
人
工
知
能
研
究
の
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
試
行
錯
誤
を

経
て
、
徐
々
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
生
物
の
知
性
が
、
身
体
や
環
境
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

ま

い
か
に
こ
れ
と
雑
ざ
り
合
っ
て
い
る
か
だ
。
純�

粋�

な�

計�

算�

の
概
念
か
ら
出
発
し
た
認
知
科
学
の
探
究
は
こ
う
し
て
、

猥
雑
で
雑
音
に
ま
み
れ
た
「
生
命
」
に
再
び
鉢
合
わ
せ
し
た
の
で
あ
る
。（

森
田
真
生
『
計
算
す
る
生
命
』
一
部
改
変
）

＊

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
…
…
オ
ー
ス
ト
リ
ア
出
身
の
哲
学
者
（
一
八
八
九－

一
九
五
一
）

＊

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
…
…
イ
ギ
リ
ス
の
数
学
者
（
一
九
一
二－

一
九
五
四
）

＊

Ｍ
Ｉ
Ｔ
…
…
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学

＊

逍
遥
…
…
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
こ
と
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問
一

波
線
部
ａ
・
ｂ
の
言
葉
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
選
び
な
さ
い
。

ａ

詭
弁

ｂ

袋
小
路
に
入
る

ア

お
お
げ
さ
な
こ
と
ば

ア

目
標
が
見
え
な
く
な
る

イ

で
た
ら
め
な
や
り
取
り

イ

物
事
が
進
展
し
な
く
な
る

ウ

く
だ
ら
な
い
お
し
ゃ
べ
り

ウ

状
況
が
以
前
よ
り
悪
く
な
る

エ

も
っ
と
も
ら
し
い
こ
じ
つ
け

エ

話
の
道
筋
が
た
ど
れ
な
く
な
る

問
二

傍
線
部
Ａ
「
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
と
異
な
る
見
解
」
を
持
っ
て
い
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、「
計

算
を
す
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

目
的
と
意
図
を
持
っ
て
、
明
示
さ
れ
た
規
則
に
合
致
す
る
よ
う
に
記
号
を
操
作
す
る
こ
と
。

イ

自
動
的
な
因
果
関
係
の
連
鎖
を
否
定
し
、
明
示
さ
れ
た
規
則
に
み
ず
か
ら
服
従
す
る
こ
と
。

ウ

明
示
さ
れ
た
規
則
の
正
し
さ
に
つ
い
て
問
い
直
す
こ
と
な
く
、
自
動
的
に
解
を
導
く
こ
と
。

エ

正
し
い
結
果
と
間
違
っ
た
結
果
の
区
別
を
行
う
た
め
に
、
明
示
さ
れ
た
規
則
に
従
う
こ
と
。

オ

明
示
さ
れ
た
規
則
で
は
な
く
規
範
的
な
因
果
の
連
鎖
に
従
っ
て
、
記
号
操
作
を
行
う
こ
と
。

問
三

傍
線
部
Ｂ
「
Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
の
限
界
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

選
び
な
さ
い
。

ア

Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
脳
を
模
倣
し
た
機
械
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
知
能
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

イ

Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
は
最
低
限
の
身
体
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
実
世
界
を
自
由
に
動
き
回
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

ウ

Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
は
「
脳
だ
け
」
を
備
え
た
機
械
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
明
示
さ
れ
た
規
則
に
従
う
こ
と
し
か
で

き
な
か
っ
た
。

エ

Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
は
自
律
的
な
知
性
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
想
定
さ
れ
た
規
則
を
列
挙
す
る
こ
と
し
か

で
き
な
か
っ
た
。

オ

Ｇ
Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｉ
は
一
九
七
〇
年
代
の
機
械
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
時
の
技
術
で
は
「
身
体
」
を
持
つ
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
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問
四

傍
線
部
Ｃ
「
物
を
避
け
な
が
ら
部
屋
を
横
切
る
だ
け
で
何
時
間
も
か
か
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
時
間

が
か
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

ロ
ボ
ッ
ト
を
制
御
し
て
い
た
計
算
機
の
性
能
が
当
時
は
あ
ま
り
高
く
な
く
、
昆
虫
の
計
算
能
力
と
大
差
が

な
か
っ
た
か
ら
。

イ

部
屋
の
中
を
速
や
か
に
移
動
す
る
こ
と
よ
り
も
、
障
害
物
を
確
実
に
避
け
る
こ
と
が
さ
し
あ
た
り
の
目
標

と
さ
れ
た
か
ら
。

ウ

カ
メ
ラ
で
映
像
を
読
み
込
ん
で
か
ら
現
実
に
動
き
出
す
ま
で
の
認
知
の
過
程
が
長
く
、
そ
の
計
算
が
複
雑

で
あ
っ
た
か
ら
。

エ

障
害
物
の
配
置
が
変
わ
る
た
び
に
、
当
初
立
て
た
運
動
計
画
に
基
づ
い
て
計
算
を
一
か
ら
や
り
直
す
必
要

が
あ
っ
た
か
ら
。

オ

十
五
分
か
ら
数
時
間
に
及
ぶ
計
算
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
部
屋
全
体
の
三
次
元
モ
デ
ル
を
徐
々
に
構
築
し

て
い
っ
た
か
ら
。

問
五

傍
線
部
Ｄ
「
ロ
ボ
ッ
ト
「A

llen

」
の
制
御
系
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切

な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

ア

最
下
層
の
制
御
系
の
働
き
に
よ
り
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
周
囲
の
物
体
に
触
れ
る
こ
と
な
く
移
動
で
き
る
。

イ

中
間
層
の
制
御
系
が
ロ
ボ
ッ
ト
を
逍
遥
さ
せ
る
の
は
、
物
体
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
。

ウ

ロ
ボ
ッ
ト
の
行
き
先
を
探
す
た
め
に
、
最
上
層
の
制
御
系
が
外
界
の
モ
デ
ル
を
精
密
に
構
築
す
る
。

エ

ロ
ボ
ッ
ト
が
辺
り
を
彷
徨
っ
て
い
る
と
き
に
も
、
三
層
の
制
御
系
が
並
行
し
て
動
き
続
け
て
い
る
。

オ

三
層
の
制
御
系
の
う
ち
、
最
上
層
が
ロ
ボ
ッ
ト
の
身
体
全
体
を
統
御
し
、
動
き
を
支
配
し
て
い
る
。

問
六

空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
切
な
言
葉
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

規
則
に
逆
ら
う

イ

計
算
を
止
め
る

ウ

情
報
を
変
え
る

エ

世
界
に
服
す
る

オ

表
象
を
捨
て
る
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問
七

傍
線
部
Ｅ
「
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選

び
な
さ
い
。

ア

外
部
の
環
境
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
記
号
操
作
を
重
視
し
た
認
知
主
義
と
は
異
な
り
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は

時
間
と
と
も
に
変
容
し
て
い
く
外
部
と
の
相
互
作
用
を
重
視
し
た
。

イ

人
工
知
能
を
実
現
す
る
た
め
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
重
視
し
た
認
知
主
義
と
は
異
な
り
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ

ム
は
人
工
知
能
を
取
り
巻
く
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
や
環
境
を
重
視
し
た
。

ウ

計
算
や
論
理
的
推
論
な
ど
の
認
知
能
力
を
重
視
し
た
認
知
主
義
と
は
異
な
り
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
パ

ズ
ル
の
解
決
や
情
報
の
検
索
な
ど
の
問
題
解
決
能
力
を
重
視
し
た
。

エ

人
間
の
知
能
の
う
ち
記
号
処
理
を
重
視
し
た
認
知
主
義
と
は
異
な
り
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
よ
り
人
間

ら
し
い
知
能
を
求
め
て
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
重
視
し
た
。

オ

高
度
な
知
能
を
重
視
し
た
認
知
主
義
と
は
異
な
り
、
コ
ネ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
は
人
間
よ
り
も
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ

な
動
物
た
ち
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
認
識
を
重
視
し
た
。

問
八

傍
線
部
Ｆ
「
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
と
す
る
」
立
場
に
お
い
て
、
認
知
主
体
は
ど
の

よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

み
ず
か
ら
現
実
世
界
に
働
き
か
け
て
環
境
と
絶
え
ず
相
互
作
用
を
行
い
、
的
確
か
つ
迅
速
に
行
為
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

イ

知
覚
デ
ー
タ
を
手
が
か
り
に
し
て
予
測
不
可
能
な
世
界
を
記
述
し
、
変
動
し
続
け
る
状
況
に
対
応
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ウ

身
体
を
用
い
て
世
界
か
ら
詳
細
な
デ
ー
タ
を
引
き
出
し
、
自
分
と
独
立
の
外
界
を
客
観
的
に
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

エ

全
身
の
感
覚
器
官
を
用
い
て
現
実
世
界
に
ア
ク
セ
ス
し
、
外
界
の
忠
実
な
モ
デ
ル
を
内
面
に
構
築
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

オ

身
体
や
環
境
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
り
、
数
学
の
問
題
を
解
い
た
り
、
猫
の
画
像
を
認
識
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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