
問
題
は
一
〇
〇
点
満
点
で
作
成
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
解
答
に
句
読
点
等
の
記
号
が
あ
る
場
合
は
、
そ

れ
も
字
数
に
含
む
も
の
と
す
る
。（
五
五
点
）

う
め
さ
お
た
だ
お

民
族
学
者
のＡ
梅
棹
忠
夫
（
一
九
二
〇
〜
二
〇
一
〇
）
が
、
一
九
六
一
年
、
日
本
旅
行
俱
楽
部
の
雑
誌
『
旅
』（
一

〇
月
号
）
に
、「
京
都
は
観
光
都
市
で
は
な
い

観
光
客
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
は
困
る
！
」
と

い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
い
わ
く
、
最
近
は
国
の
内
外
か
ら
大
量
の
観
光
客
が
京
都
に
や
っ
て
く
る
が
、
彼
ら
の

多
く
は
、
こ
の
土
地
の
文
化
に
対
し
て
ひ
ど
く
無
知
で
あ
る
。
近
年
は
、「
京
都
は
観
光
都
市
で
あ
る
」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
も
な
っ
た
が
、
観
光
は
京
都
と
い
う
多
面
的
な
都
市
の
も
つ
、
た
だ
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
京
都
は

同
時
に
、
学
問
の
都
で
あ
り
、
美
術
の
都
で
あ
り
、
工
芸
の
都
で
あ
り
、
宗
教
の
都
で
あ
り
、
商
業
都
市
で
あ
り
、

工
業
都
市
で
す
ら
あ
る
。
京
都
を
「
観
光
都
市
」
な
ど
と
一
面
的
に
呼
ぶ
の
は
、
い
か
が
な
も
の
か
。

梅
棹
は
さ
ら
に
述
べ
る
。
そ
も
そ
も
、
京
都
に
限
ら
ず
今
日
の
観
光
な
る
も
の
全
般
に
、
疑
問
を
感
じ
る
。
観
光

客
は
、
近
年
の
観
光
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
甘
や
か
さ
れ
て
、
ど
こ
へ
行
く
場
合
に
も
、「
王
さ
ま
」
で
あ
る
か
の

よ
う
に
乗
り
込
ん
で
く
る
。
勝
手
な
要
求
は
す
る
が
、
土
地
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
心
構
え
が
な
い
。
だ
が
、

最
も
恐
る
べ
き
こ
と
は
、
観
光
地
と
呼
ば
れ
る
土
地
に
住
む
人
間
が
、
観
光
を
意
識
す
る
こ
と
で
、
自
ら
そ
の
土
地

と
文
化
の
主
人
公
で
あ
る
の
を
忘
れ
て
、
外
部
か
ら
の
得
体
の
知
れ
な
い
連
中
に
奉
仕
し
は
じ
め
る
こ
と
で
あ
る
。

問
題
・
解
答

用
紙
番
号

21

の
解
答
用
紙
に
解
答
し
な
さ
い
。

国

語

〈
受
験
学
部
・
学
科
〉

3
科
目
型
受
験
者

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（
住
環
境
デ
ザ
イ
ン
学
科
・
建
築
学
科
・
都
市
環
境
工
学
科
）、

農
学
部（
食
農
ビ
ジ
ネ
ス
学
科【
文
系
科
目
型
】）

2
科
目
型
受
験
者

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

看
護
学
部
、
農
学
部（
食
農
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
）
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「
観
光
は
、
人
間
を
ご
う
慢
に
す
る
一
方
、
人
間
を1
ヒ
ク
ツ
に
も
す
る
」。

『
旅
』
の
同
号
に
は
、
こ
う
し
た
観
光
（
客
）
批
判
を
行
う
梅
棹
の
文
章
に
続
い
て
、
医
師
で
評
論
家
の
松
田
道

雄
（
一
九
〇
八
〜
九
八
）
が
、「
観
光
バ
ス
に
乗
っ
て
見
直
し
た
京
都
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
載
せ
て
い
る
。
こ
ち

ら
は
、
観
光
客
を
擁
護
す
る
趣
旨
の
文
章
で
あ
っ
た
。
い
わ
く
、
観
光
客
が
数
多
く
の
寺
社
仏
閣
を
短
い
時
間
で
廻

り
、
次
々
と
拝
観
料
を
落
と
す
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
建
物
の
修
理
な
ど
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、「
京

都
の
名
所
を
維
持
し
て
い
る
の
は
京
都
市
民
で
な
く
、
観
光
客
で
あ
る
」。

そ
の
観
光
客
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
、
寺
院
は
彼
ら
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
を
、
も
っ
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
あ
る
寺
で
は
寺
内
の
案
内
を
、
す
べ
て
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
と
連
動
し
た
拡
声
器
に
ま
か

せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
た
だ
け
な
い
。
庭
園
の
説
明
を
ア
ル
バ
イ
ト
の
学
生
に
や
ら
せ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、

こ
れ
も
好
ま
し
く
な
い
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
は
観
光
の
近
代
化
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
寺
院
を
訪
れ
る
観
光

客
は
、
む
し
ろ
過
去
へ
の
郷
愁
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
寺
院
に
は
仏
の
道
に
生
き
る
僧
侶
が
欲
し
い
に
違
い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ガ
イ
ド
を
機
械
に
ま
か
せ
た
り
す
る
よ
り
も
、
僧
侶
は
宗
教
者
と
し
て
の
態
度

を
き
ち
ん
と
見
せ
た
ほ
う
が
、「
結
果
と
し
て
観
光
産
業
の
な
か
の
自
己
の
価
値
を
た
か
め
る
も
の
で
あ
る
」。

こ
れ
ら
梅
棹
と
松
田
、
双
方
の
意
見
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
が
あ
る
と
思
う
。
と
は
い
え
、
京
都
に
年
間
九
千
万

人
近
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
（
二
〇
一
六
年
の
京
都
府
内
へ
の
観
光
入
込
客
数
は
約
八
七
四
一

万
人
、
京
都
観
光
総
合
調
査
）
か
ら
見
る
と
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
観
光
客
に
対
し
て2
ハ
イ
タ
的
な
地
元
民
の
立
場
を

鮮
明
に
す
る
梅
棹
よ
り
も
（
梅
棹
は
京
都
生
ま
れ
の
京
都
育
ち
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
京
都
大
学
を
拠
点
に
活
動
）、

地
元
に
収
益
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
観
光
客
の
意
義
を
尊
重
し
、
彼
ら
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ん
で
い
く
の
が
適

当
か
を
真
面
目
に
考
え
て
い
る
松
田
の
ほ
う
が
（
松
田
は
生
後
す
ぐ
か
ら
京
都
で
育
ち
、
京
都
に
診
療
所
を
開
く
）、

よ
り3
ダ
ト
ウ
な
見
識
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

特
に
、
京
都
の
寺
院
や
僧
侶
の
存
在
は
、Ｂ
訪
問
者
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
喚
起
す
る
か
ら
こ
そ
、
観
光
資
源
と
し
て

有
効
に
活
用
で
き
る
と
い
う
松
田
の
発
想
は
、
こ
の
一
九
六
一
年
の
段
階
で
は
、
か
な
り
斬
新
な
も
の
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
が
観
光
客
に
つ
い
て
そ
の
賛
否
を
問
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
京
都
を
訪
れ
る
観
光
客
が
、

こ
の
頃
ま
で
に
急
激
に
増
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
京
都
へ
の
観
光
客
数
は
、
一
九
四
九
年
ま
で
に
は
、
お
お
よ
そ

一
七
〇
万
人
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
急
速
な
勢
い
で
増
加
し
は
じ
め
、
五
〇
年
代
末
に

は
一
千
万
人
近
く
に
ま
で
上
っ
て
い
た
。
観
光
客
が
急
増
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
に
、
京
都
や
奈

良
へ
の
古
美
術
観
光
が
、
き
わ
め
て
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
美
術
史
研
究
者
の
太
田
智
己
が
、
そ
の
動
向

に
つ
い
て
多
角
的
に
整
理
し
て
い
る
。

決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、
国
の
文
化
財
行
政
に
よ
る
、
古
美
術
観
光
の
振
興
策
だ
ろ
う
。
一
九
五
〇
年
五
月
、
前

年
に
起
き
た
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
火
災
に
よ
る
焼
損
を
き
っ
か
け
と
し
て
、Ｃ
文
化
財
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
。
同
法

は
、
ま
ず
も
っ
て
文
化
財
の
「
保
存
」
を
目
的
と
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
財
の
「
活
用
」
に
つ
い
て
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も
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
文
化
財
保
護
委
員
会
の
あ
い
だ
で
は
、
古
美
術
を
観
光
資
源
と
し
て
「
活
用
」
し
た

古
美
術
観
光
を
推
進
す
れ
ば
、
文
化
財
の
管
理
も
行
き
届
き
、
そ
の
「
保
存
」
に
も
必
ず
や
つ
な
が
る
は
ず
だ
、
と

い
う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。

国
に
先
駆
け
て
古
美
術
観
光
の
振
興
に
着
手
し
て
い
た
京
都
市
も
、
こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
、
そ
の
活
動
を
さ

ら
に
積
極
化
さ
せ
て
い
く
。
同
市
で
は
、
一
九
三
〇
年
に
観
光
課
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
戦
前
か
ら
す
で
に
、
古
美

術
に
よ
る
観
光
開
発
に
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
。
こ
の
観
光
課
は
戦
時
中
の
一
九
四
一
年
に
解
体
さ
れ
る
も
、
一

九
四
七
年
に
復
活
し
、
そ
の
二
年
後
に
は
観
光
局
に
格
上
げ
さ
れ
て
い
る
。
同
局
が
刊
行
し
た
冊
子
『
国
宝
と
京

都
』（
一
九
四
九
年
）
で
は
、
古
美
術
が
「
観
光
資
源
」
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
文
化

財
保
護
法
が
制
定
さ
れ
た
一
九
五
〇
年
以
降
、
同
局
は
、
古
美
術
観
光
に
関
す
る
統
計
的
な
調
査
を
実
施
し
、
京
都

の
古
美
術
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
刊
す
る
よ
う
に
な
る
。

加
え
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
、
古
美
術
観
光
を
含
め
たＤ
修
学
旅
行
が
本
格
化
し
て
い
く
。
文
化
財
保
護
委
員
会

は
一
九
五
二
年
に
指
導
参
考
書
『
学
習
指
導
に
お
け
る
文
化
財
の
手
引
』
を
発
行
し
、
学
生
が
「
飛
鳥
、
白
鳳
、
天

平
期
の
古
美
術
」
な
ど
の
文
化
財
の
価
値
を
適
切
に
理
解
で
き
る
よ
う
、
学
校
教
師
に
そ
の
指
導
方
法
を
示
し
て
い

る
。
日
本
修
学
旅
行
協
会
の
機
関
誌
『
修
学
旅
行
』
で
も
、
一
九
五
〇
年
代
に
は
古
美
術
観
光
を
修
学
旅
行
に
組
み

込
む
の
に
意
欲
的
で
あ
り
、
京
都
や
奈
良
で
の
古
美
術
見
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
学
生
へ
の
指
導
の
仕
方
が
具
体
的

に
記
さ
れ
て
い
た
。

修
学
旅
行
で
の
古
美
術
観
光
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
国
に
よ
る
文
化
財
「
活
用
」
の
方
針
だ
け
で
な
く
、
戦
前
の

学
校
教
育
の
あ
り
方
か
ら
の
脱
却
、
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
前
の
国
家
主
義
的
時
代

の
修
学
旅
行
は
、
皇
室
に
か
か
わ
る
伊
勢
神
宮
や
宮
城
（
皇
居
）
が
中
心
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
は

ア
レ
ル
ギ
ー
を
持
つ
、
戦
後
の
教
育
関
係
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
だ
が
、
交
通
の
便
や
団
体
宿
泊
の
受
け
入
れ
環

境
を
考
え
る
と
、
残
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
必
然
的
に
京
都
や
奈
良
に
限
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
修
学
旅
行
と
い

え
ば
、
京
都
や
奈
良
の
古
寺
や
仏
像
巡
り
＝
古
美
術
観
光
、
と
い
う
観
念
が
、
一
九
五
〇
年
代
ま
で
に
は
強
固
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
古
美
術
を
目
当
て
に
京
都
や
奈
良
の
古
社
寺
を
観
光
す
る
人
び
と
が
、
目
覚

ま
し
い
勢
い
で
増
え
て
い
っ
た
。
奈
良
を
中
心
に
古
美
術
を
巡
る
風
習
は
、
大
正
時
代
に
は
既
に
確
立
し
て
い
た
。

だ
が
、
戦
前
の
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
＊和

辻
哲
郎
に
代
表
さ
れ
る
文
化
人
や
教
養
人
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
一
種

の
エ
リ
ー
ト
文
化
と
し
て
の
側
面
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
戦
後
に
隆
盛
す
る
古
美
術
観
光
に
つ
い
て
は
、

大
衆
文
化
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
い
。
京
都
や
奈
良
の
寺
院
を
訪
れ
て
、
堂
塔
や
庭
、
仏
像
な
ど
を
見
物
す
る
習
慣

が
、
階
層
や
年
齢
や
性
別
を
問
わ
ず
、
幅
広
い
層
の
人
び
と
に
受
容
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
古
寺
と
仏
像
の
観
光
化
に
対
し
て
は
、Ｅ
違
和
感
を
抱
く
知
識
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
た

と
え
ば
、
小
説
『

Ｘ

』
で
著
名
な
ド
イ
ツ
文
学
者
の
竹
山
道
雄
（
一
九
〇
三
〜
八
四
）
で
あ
る
。

彼
は
、
一
九
五
三
年
に
『
藝
術
新
潮
』
誌
上
の
連
載
で
、
古
寺
巡
礼
の
印
象
記
を
書
く
仕
事
を
引
き
受
け
、「
戦
後
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生
活
の
疲
れ
か
ら
の
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
く
ら
い
の
つ
も
り
」
で
、
奈
良
へ
と
旅
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
古

都
の
文
化
は
意
外
な
ほ
ど
に
魅
力
的
で
、
そ
こ
に
人
間
精
神
の
見
事
な
表
現
と
し
て
の
美
術
を
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
奈
良
の
古
寺
に
は
宗
教
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
点
も
ま
た
意
外
で
あ
っ
た
。

こ
こ
は
た
だ
の
観
光
都
市
に
す
ぎ
ず
、
多
く
の
大
寺
院
は
、
古
代
美
術
品
の
管
理
者
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
そ

き
ゅ
う
き
ゅ
う

う
い
う
意
味
で
の
経
営
にａ
汲
々
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。（
中
略
）
も
ち
ろ
ん
た
い
て
い
の
お
坊
さ

ん
は
ま
じ
め
に
し
ず
か
に
仏
様
を
お
守
り
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
宗
教
的
生
命
は
も
は
や
閉
鎖
的
な
世
界

え
ん
え
ん

の
中
に
気
息
奄
々
と
し
て
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

彼
が
宗
教
性
を
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
寺
院
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
集
う
人
び
と
に
も
ま
た
、
彼
が
思
い

描
い
て
い
た
よ
う
な
信
仰
や
、
あ
る
い
は
美
の
世
界
を
、
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

奈
良
に
は
無
数
の
遊
覧
者
が
お
し
か
け
、
い
た
る
と
こ
ろ
修
学
旅
行
で
充
満
し
て
い
た
。
こ
の
人
た
ち
は
見

物
客
で
あ
っ
て
巡
礼
で
は
な
か
っ
た
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
中
小
学
生
が
喚
声
を
あ
げ
て
か
け
ま
わ
っ
て
い
て
、

大
仏
殿
の
中
な
ど
は
運
動
場
の
よ
う
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
知
的
興
味
を
も
っ
て
い
る
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

仏
に
も
芸
術
に
も
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
い
る
人
は
あ
り
そ
う
に
は
な
か
っ
た
。

か
つ
て
和
辻
が
巡
っ
た
大
正
時
代
の
奈
良
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
知
識
人
の
高
尚
な
趣
味
にｂ
水
を
差
す
よ
う
な
光

景
に
は
、
出
く
わ
さ
な
い
で
済
ん
だ
だ
ろ
う
。
ひ
っ
そ
り
と
し
た
寺
院
の
堂
内
で
、
仏
像
を
心
ゆ
く
ま
で
鑑
賞
し
、

古
代
人
の
信
仰
や
美
の
世
界
に
対
す
る
想
像
の
翼
を
、
思
う
存
分
に
広
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
戦
後

の
古
美
術
観
光
の4
フ
キ
ュ
ウ
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
の
悠
長
な
営
み
は
、
実
現
が
難
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
、
日
本
の
仏
像
巡
り
の
性
格
が
、
ま
た
新
た
な
段
階
へ
入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

大
衆
的
な
古
美
術
観
光
の
拡
大
は
ま
た
、
仏
像
に
対
す
る
美
術
史
的
な
知
見
の
、
広
い
層
へ
の
浸
透
を
導
き
も
す

る
。
美
術
評
論
家
の
矢
代
幸
雄
（
一
八
九
〇
〜
一
九
七
五
）
は
、
先
の
竹
山
と
同
じ
く
、『
藝
術
新
潮
』
誌
上
に
一

九
五
八
年
か
ら
翌
年
ま
で
連
載
を
持
っ
た
。
そ
の
な
か
で
彼
は
、
か
つ
て
法
隆
寺
な
ど
の
古
寺
の
参
詣
人
は
少
数
で
、

そ
の
寂
し
さ
が
一
つ
の
魅
力
で
も
あ
っ
た
が
、
最
近
は
多
数
の
「
観
光
的
来
訪
客
」
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
、Ｆ
雰
囲
気
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

近
ご
ろ
お
寺
へ
行
っ
て
み
る
と
、
も
は
や
浮
世
離
れ
の
し
た
何
か
神
聖
な
と
こ
ろ
へ
来
た
と
い
う
よ
う
な
気

分
は
大
方
失
わ
れ
て
、
見
物
人
は
い
き
な
り
お
堂
へ
入
っ
て
行
っ
て
、
ま
る
で
展
覧
会
へ
で
も
来
た
よ
う
に
、

仏
像
を
眺
め
る
、
あ
る
い
は
胸
や
胴
体
の
肉
づ
け
が
ど
っ
し
り
し
て
い
る
と
か
、
腕
の
柔
か
さ
、
手
の
し
な
や

か
さ
が
す
ば
ら
し
い
と
か
、
更
に
彫
刻
の
く�

ろ�

う�

と�

ら
し
く
、
仏
像
を
側
面
か
ら
覗
っ
た
り
、
う
し
ろ
へ
ま

わ
っ
て
見
上
げ
た
り
し
て
、
腰
の
ひ
ね
り
が
た
ま
ら
な
い
と
か
、
胴
体
の
量
感
が
立
派
だ
、
と
か
い
う
。
ま
た

坊
さ
ん
が
案
内
し
て
説
明
す
る
の
を
聞
い
て
い
て
も
、
な
か
な
か
美
術
史
の
専
門
知
識
に
詳
し
く
、
こ
の
衣
文

ほ
ん
ぱ

は
翻
波
式
で
あ
る
か
ら
、
寺
伝
で
は
奈
良
朝
の
制
作
と
い
う
が
、
実
は
平
安
初
期
の
制
作
に
相
違
な
い
、
と
い

た
し

う
よ
う
な
説
明
を
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
慥
か
に
知
識
の
進
歩
に
相
違
な
い
が
、
お
寺
へ
行
っ
た
よ
う
な
気
が

し
な
い
で
、
何
だ
か
博
物
館
へ
行
っ
た
よ
う
な
錯
覚
を
起
す
。

―
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多
く
の
人
間
が
古
美
術
観
光
を
行
え
る
時
代
と
は
、
彼
ら
が
み
な
美
術
評
論
家
に
な
り
う
る
時
代
で
も
あ
る
。
評

論
家
に
な
る
の
は
、
仏
像
鑑
賞
を
趣
味
と
す
る
観
光
客
だ
け
で
は
な
い
。
古
美
術
を
保
存
す
る
寺
院
の
僧
侶
も
ま
た
、

そ
の
美
術
品
と
し
て
の
仏
像
の
評
論
家
に
な
り
う
る
。
そ
う
し
た
美
術
評
論
家
が
充
満
す
る
寺
院
の
堂
内
は
、
ま
る

で
博
物
館
の
よ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
想
念
に
襲
わ
れ
た
矢
代
は
、
和
辻
の
友
人
で
あ
り
、
若
い
頃
か
ら
和
辻
と
一
緒
に
奈
良
の
古
美
術
巡
り

を
行
っ
て
き
た
仲
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
自
身
が
む
し
ろ
、
古
寺
の
仏
像
を
美
術
と
し
て
論
じ
て
、
そ
の
神
聖
性

の
相
対
化
を
進
め
た
先
駆
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
彼
に
し
て
も
、
戦
後
の
観
光
客
の
増
大
に

よ
る
、
古
寺
の
空
間
の
変
貌
に
対
し
て
は
、
違
和
感
を
抱
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
奈
良
の
古
寺
に
押
し
寄

せ
た
古
美
術
観
光
の
波
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
激
し
く
、
急
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

戦
時
下
の
＊亀

井
勝
一
郎
は
、
寺
院
の
博
物
館
化
を
強
く5
ケ
イ
カ
イ
し
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
先
人
た
ち
が
寺

院
に
向
け
て
き
た
、
一
途
な
信
仰
の
世
界
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
。
だ
が
、
そ
う
し
た
彼
の
懸
念
も

む
な
し
く
、
多
く
の
観
光
客
の
殺
到
す
る
、
戦
後
の
奈
良
や
京
都
の
古
寺
は
、
信
仰
の
た
め
の
施
設
と
し
て
の
風
貌

を
、
少
な
か
ら
ず
喪
失
し
て
い
っ
た
。
か
わ
っ
て
、
文
化
財
が
展
示
さ
れ
る
博
物
館
と
し
て
の
様
相
を
、
は
っ
き
り

と
強
め
た
の
で
あ
る
。

（
碧
海
寿
広
『
仏
像
と
日
本
人
』
一
部
改
変
）

＊

和
辻
哲
郎
…
…
哲
学
者
（
一
八
八
九
〜
一
九
六
〇
）。
著
作
に
、
奈
良
の
古
寺
を
巡
っ
た
『
古
寺
巡
礼
』（
初
版
一
九
一
九
﹇
大

正
八
﹈
年
）
が
あ
る
。

＊

亀
井
勝
一
郎
…
…
文
芸
評
論
家
（
一
九
〇
七
〜
一
九
六
六
）。
著
作
に
『
大
和
古
寺
風
物
誌
』（
初
版
一
九
四
三
﹇
昭
和
一
八
﹈

年
）
が
あ
る
。

問
一

破
線
部
1
〜
5
の
カ
タ
カ
ナ
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二

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

汲
々
と

ｂ

水
を
差
す

ア

ひ
と
つ
の
こ
と
で
精
一
杯
で
あ
る
さ
ま

ア

疑
問
を
抱
く

イ

物
事
が
う
ま
く
い
か
ず
に
苦
し
む
さ
ま

イ

興
味
を
も
つ

ウ

関
心
を
も
っ
て
熱
心
に
取
り
組
む
さ
ま

ウ

邪
魔
を
す
る

エ

よ
ど
み
な
く
作
業
を
進
め
て
い
る
さ
ま

エ

不
満
を
漏
ら
す

―
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問
三

傍
線
部
Ａ
「
梅
棹
忠
夫
」
の
見
解
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

京
都
に
住
む
人
間
は
近
年
の
観
光
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
甘
や
か
さ
れ
て
お
り
、
京
都
に
や
っ
て
く
る
観

光
客
に
対
し
て
ご
う
慢
に
な
っ
て
い
る
。

イ

京
都
と
い
う
都
市
に
と
っ
て
観
光
は
た
だ
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
京
都
は
観
光
都
市
で
あ

る
」
と
決
め
つ
け
る
の
は
誤
っ
て
い
る
。

ウ

京
都
に
は
他
の
観
光
地
と
は
異
な
り
、
土
地
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
心
構
え
が
な
い
観
光
客
が
乗

り
込
ん
で
き
て
お
り
、
不
愉
快
で
あ
る
。

エ

京
都
に
暮
ら
す
地
元
民
こ
そ
が
京
都
の
土
地
と
文
化
の
主
人
公
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
多
く

は
自
己
の
文
化
に
対
し
て
無
知
で
あ
る
。

オ

京
都
は
そ
も
そ
も
観
光
都
市
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
京
都
市
民
は
観
光
客
が
支
払
う
拝
観
料
に
頼
る
こ
と

な
く
、
名
所
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
。

問
四

傍
線
部
Ｂ
「
訪
問
者
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
喚
起
す
る
」
よ
う
な
寺
院
と
は
、
松
田
道
雄
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ

う
な
寺
院
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
二
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
Ｃ
「
文
化
財
保
護
法
」
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

京
都
市
で
は
戦
前
に
観
光
課
が
設
置
さ
れ
、
文
化
財
保
護
法
の
制
定
後
に
観
光
局
に
格
上
げ
さ
れ
た
。

イ

文
化
財
保
護
法
は
、
一
九
五
〇
年
に
起
き
た
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
焼
損
を
契
機
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

ウ

文
化
財
保
護
法
は
当
初
は
文
化
財
の
保
存
を
目
的
と
し
、
活
用
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

エ

文
化
財
保
護
法
の
制
定
以
前
に
は
、
京
都
を
訪
れ
る
観
光
客
は
年
間
二
〇
〇
万
人
に
達
し
な
か
っ
た
。

オ

文
化
財
保
護
法
の
制
定
以
降
に
、
国
は
京
都
の
古
美
術
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
刊
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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問
六

傍
線
部
Ｄ
「
修
学
旅
行
」
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

戦
前
に
は
奈
良
の
古
美
術
を
巡
る
習
慣
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
戦
前
の
修
学
旅
行
は
伊
勢
神
宮
や
皇
居
が
中

心
で
あ
っ
た
。

イ

機
関
紙
『
修
学
旅
行
』
で
は
読
者
層
の
学
生
へ
向
け
て
、
京
都
や
奈
良
で
の
古
美
術
見
学
の
方
法
が
紹
介

さ
れ
て
い
た
。

ウ

文
化
財
保
護
委
員
会
は
戦
前
の
学
校
教
育
の
あ
り
方
を
継
承
す
る
た
め
に
、
修
学
旅
行
で
の
古
美
術
観
光

を
推
進
し
た
。

エ

交
通
の
便
が
よ
か
っ
た
こ
と
が
、
京
都
や
奈
良
で
の
古
美
術
観
光
が
修
学
旅
行
の
定
番
と
な
っ
た
理
由
の

一
つ
だ
っ
た
。

オ

文
化
財
を
活
用
す
る
と
い
う
国
の
方
針
に
先
駆
け
て
、
古
美
術
観
光
を
組
み
込
ん
だ
修
学
旅
行
が
本
格
化

し
て
い
っ
た
。

問
七

傍
線
部
Ｅ
「
違
和
感
を
抱
く
知
識
人
」
で
あ
っ
た
竹
山
道
雄
と
矢
代
幸
雄
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

竹
山
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
文
化
に
は
人
間
精
神
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
た
が
、
意
外
に
も
古
寺
に
は
宗

教
性
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

イ

矢
代
に
よ
れ
ば
、
戦
後
の
古
寺
に
は
多
数
の
観
光
客
が
来
訪
す
る
よ
う
に
な
り
、
古
寺
が
持
っ
て
い
た
魅

力
の
一
つ
で
あ
る
寂
し
さ
が
失
わ
れ
た
。

ウ

竹
山
に
よ
れ
ば
、
寺
院
に
集
う
人
び
と
は
巡
礼
者
で
は
な
く
見
物
客
で
あ
り
、
彼
ら
の
中
に
信
仰
や
美
の

世
界
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

エ

矢
代
に
よ
れ
ば
、
古
寺
の
仏
像
は
美
術
で
は
な
く
一
途
な
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
は
仏
像
の

観
光
資
源
化
に
対
し
て
懸
念
を
示
し
た
。

オ

竹
山
に
よ
れ
ば
、
僧
侶
た
ち
の
多
く
は
美
術
品
と
し
て
の
仏
像
の
管
理
者
に
過
ぎ
ず
、
仏
に
畏
敬
の
念
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。

問
八

空
欄

Ｘ

に
入
る
作
品
で
は
、
戦
死
し
た
同
胞
を
弔
う
た
め
に
出
家
す
る
に
い
た
っ
た
日

本
兵
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
名
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な

さ
い
。

ア

海
と
毒
薬

イ

黒
い
雨

ウ

二
十
四
の
瞳

エ

野
火

オ

ビ
ル
マ
の
竪
琴
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問
九

傍
線
部
Ｆ
「
雰
囲
気
が
だ
い
ぶ
変
わ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
矢
代
幸
雄
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
最
近
の
寺
院
の
雰

囲
気
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
四
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。
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Ⅱ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
解
答
に
句
読
点
等
の
記
号
が
あ
る
場
合
は
、
そ

れ
も
字
数
に
含
む
も
の
と
す
る
。（
四
五
点
）

Ⅰ
日
本
の
大
学
生
は
進
化
す
る
必
要
が
あ
る
、
な
ど
と
私
が
言
お
う
も
の
な
ら
、
私
の
学
生
も
含
め
た
生
物
学
徒
は

鬼
の
首
を
取
っ
た
よ
う
に
苦
情
を
述
べ
る
だ
ろ
う
。
私
の
主
張
に
、
で
は
な
い
。
進
化
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
対

し
て
で
あ
る
。

生
物
学
的
な
進
化
の
意
味
は
、
遺
伝
す
る
性
質
の
世
代
を
超
え
た
変
化
で
あ
る
。
現
代
の
そ
れ
は
発
展
や
発
達
、

進
歩
の
意
味
で
は
な
い
。
生
物
進
化
は
一
定
方
向
へ
の
変
化
を
意
味
し
な
い
。
目
的
も
目
標
も
、
一
切
な
い
の
だ
。

そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
要
は
、
ラ
ン
ダ
ム
に
生
起
し
た
変
異
がⅡ
自
然
選
択
の
ふ
る
い
に
か
か
っ
て
起
き
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
説
明
か
ら
見
て
み
よ
う
。

「
…
…
ど
ん
な
原
因
で
生
じ
た
ど
ん
な
に
わ
ず
か
な
変
異
で
も
、
ほ
か
の
生
物
や
周
囲
の
自
然
と
の
無
限
に
複
雑

な
関
係
の
中
で
、
そ
の
変
異
が
何
か
の
種
の
個
体
に
と
っ
て
少
し
で
も
有
益
で
あ
れ
ば
、
そ
の
個
体
の
生
存
に
つ
な

が
る
。
そ
し
て
そ
の
変
異
が
そ
の
個
体
の
子
孫
に
受
け
継
が
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
子
孫
も
生
き
残

る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
ん
な
種
で
も
、
定
期
的
に
生
ま
れ
る
多
く
の
個
体
の
う
ち
、
ご
く
わ
ず
か

し
か
生
き
残
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
わ
ず
か
な
変
異
で
も
、
有
用
で
あ
れ
ば
保
存
さ
れ
る
と
い
う
原
理
を
、

私
は
『
自
然
選
択
』
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
に
よ
る
選
択
の
力
と
の
関
係
を
示
す
た
め
で
あ
る
」。

こ
の
自
然
選
択
の
作
用
で
、
よ
り
高
い
繁
殖
率
や
生
存
率
を
持
つ
変
異
が
、
次
世
代
に
ほ
か
の
変
異
よ
り
多
く
の

子
孫
を
残
す
結
果
、
存
在
比
率
を
増
や
し
て
い
く
。
選
択
に
よ
る
わ
ず
か
な
変
化
が
蓄
積
し
、
少
し
ず
つ
漸
進
的
に

進
化
す
る
。

自
然
選
択
は
、
動
植
物
の
育
種
の
た
め
に
人
間
が
行
う
変
異
の
選
抜

人
為
選
択
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。

だ
が
人
為
選
択
と
異
な
り
、
自
然
の
作
用
に
は
育
種
家
が
抱
く
よ
う
な
変
化
の
目
的
や
目
標
は
な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン

に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
変
異
が
生
じ
る
か
は
ラ
ン
ダ
ム
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
性
質
が
有
利
か
は
環
境
に
よ
っ
て

変
わ
る
の
で
、
進
化
は
条
件
次
第
で
ど
の
よ
う
な
方
向
に
も
進
み
う
る
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
進
化
に
は
発
展
や
進

歩
の
よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
た
方
向
は
な
い
。
退
化
も
進
化
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
寄
生
虫
が
自
由
生

活
者
の
祖
先
か
ら
進
化
し
適
応
を
遂
げ
た
結
果
、
祖
先
が
持
っ
て
い
た
器
官
や
能
力
を
失
う
、
つ
ま
り
退
化
す
る
こ

と
が
多
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

一
定
の
方
向
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
変
化
す
る
結
果
、
多
様
化
が
進
む
。
現
在
の
生
物
が
、
初
期
の
生
命

と
比
べ
て
複
雑
に
見
え
る
の
は
、
単
純
な
も
の
か
ら
様
々
な
方
向
へ
の
進
化
で
多
様
性
が
高
ま
っ
た
結
果
の
一
部
を

見
て
そ
う
思
う
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
の
地
球
上
に
棲
む
生
物
種
は
、
す
べ
て
共
通
祖
先
か
ら
枝
分
か
れ
し
、
同
じ
進

化
の
時
間
を
経
て
き
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
中
に
祖
先
的
な
形
質
を
残
し
た
種
は
存
在
す
る
が
、
あ
る
種
が
別

の
種
の
祖
先
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
1
8
3
7
年
の
ノ
ー
ト
に
こ
う
記
し
て
い
る
。「Ⅲ
あ
る
動
物
が
ほ
か
の
動
物
よ
り
高
等
で
あ
る
、
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と
語
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
」。
ま
た
友
人
の
ジ
ョ
セ
フ
・
フ
ッ
カ
ー
に
宛
て
て
、
こ
う
手
紙
に
書
い
て
い
る
。「
神

よ
、�
進
歩
す
る
傾
向
�
と
い
う
ラ
マ
ル
ク
の
馬
鹿
げ
た
考
え
か
ら
、
私
を
お
守
り
く
だ
さ
い
」。

進
化
は
進
歩
で
も
発
展
で
も
な
い
、
そ
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
生
物
学
以
外
の
分
野
や

一
般
社
会
で
は
、
進
化
を
発
展
、
発
達
、
進
歩
の
意
味
で
使
う
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
主
張
を
整
理
し
よ
う
。
そ
の
要
点
は
、
第
1
に
生
物
の
種
は
神
が
創
造
し
た
も
の
で
な
く
、

共
通
祖
先
か
ら
分
化
、
変
遷
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
常
に
変
化
す
る
、
と
い
う
主
張
。
第
2
に
、
生
物
の
系
統
が

常
に
変
化
し
、
枝
分
か
れ
す
る
以
上
、
種
は
類
型
的
な
実
体
で
は
な
く
、
科
や
属
や
亜
種
と
同
じ
く
、
形
の
ギ
ャ
ッ

プ
で
恣
意
的
に
区
分
さ
れ
る
変
異
の
グ
ル
ー
プ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
。
第
3
に
、
そ
う
し
た
変
化
を
引
き
起
こ

し
た
主
要
な
プ
ロ
セ
ス
は
自
然
選
択
で
あ
る
、
と
い
う
自
然
選
択
説
の
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
に
基
づ
い

て
、
生
物
の
進
化
は
何
ら
か
の
目
標
に
向
か
う
進
歩
で
は
な
く
、
方
向
性
の
な
い
盲
目
的
な
変
化
で
あ
る
、
と
い
う

主
張
が
導
か
れ
る
。

よ
く
誤
解
さ
れ
て
い
る
が
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

進
化
（evolu

tion

）
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た

の
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
在
の
私
た
ち
が
進
化
と
表
現
し
て
い
る
現
象
を
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン

は
最
初
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。
1
8
5
9
年
に
出
版
し
た
非
常
に
長
い
タ
イ
ト
ル
の
本

（O
n

th
e

O
rigin

of
S

pecies
by

M
ean

s
of

N
atu

ral
S

election
,

or
th

e
P

reservation
of

F
avou

red

R
aces

in
th

e
S

tru
ggle

for
L

ife

自
然
選
択
す
な
わ
ち
生
物
の
闘
争
に
お
け
る
有
利
な
品
種
の
維
持
に
よ
る

種
の
起
源
に
つ
い
て
、
の
意
）

略
称
『
種
の
起
源
』
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
最
後
に
「
進
化
す
る
」
と
い
う
動
詞

形
で
用
い
た
だ
け
で
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
用
語
は
使
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
（tran

sm
u

tation

）
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
。
ま
た
自
ら
の
理
論
を
、「
変
化
を
伴
う
血
統
の
理
論
」

（th
eory

of
descen

t
w

ith
m

odification

）
と
呼
ん
で
い
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
・

ウ
ォ
レ
ス
と
と
も
に
発
表
し
た
、
進
化
に
お
け
る
自
然
選
択
の
作
用
に
つ
い
て
の
論
文
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
す
ら
使
わ
ず
、
そ
れ
を
「
変
化
」
と
し
か
表
現
し
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
がⅣ
19
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

進
化
と
い
う
言
葉
は
、
学
術
界
で
一
般
的
に

使
用
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
ま
だ
ビ
ー
グ
ル
号
で
世
界
一
周
の
航
海
途
上
に
あ
っ
た
1
8
3
2
年
、

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
イ
エ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
最
初
に
存
在
し
た
海
洋
の
有
殻
ア
メ
ー
バ
類
の
う
ち
の

い
く
つ
か
が
徐
々
の
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
陸
地
に
生
息
す
る
も
の
に
改
良
さ
れ
た
」。

そ
れ
は
た
と
え
ば
星
雲
の
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、
非
生
物
的
自
然
の
連
続
的
な
複
雑
化
や
発
達
、
と

い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
人
間
社
会
の
進
歩
に
も
使
わ
れ
て
い
た
。
歴
史
家
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
パ
ル
グ

レ
イ
ブ
は
1
8
3
7
年
に
、「
立
憲
主
義
に
よ
る
私
た
ち
の
政
治
形
態
は
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

も
と
も
と
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、「
展
開
す
る
、
繰
り
広
げ
る
」
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
、evolu

tio

に
由
来
す
る
語
で
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
も
の
が
一
方
向
に
展
開
す
る
よ
う
な
現
象
を
表
現
す
る
の
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に
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
転
じ
て
17
世
紀
以
降
、
個
体
発
生
を
意
味
す
る
語
と
し
て
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
が
使

わ
れ
た
。
当
時
の
前
成
説
の
考
え
で
は
、
精
子
や
卵
の
中
に
子
供
の
形
の
ひ
な
型
が
入
っ
て
お
り
、
次
第
に
そ
れ
が

展
開
す
る
の
が
発
生
の
過
程
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
自
体
は
、
自
然
主
義
の
出
発
点

古
代
ギ
リ
シ
ャ
ま
で
遡
る
。
ま
ず
は
プ
ラ

ト
ン
が
万
物
に
は
そ
の
物
を
そ
の
物
た
ら
し
め
る
不
変
の
本
質
が
あ
る
と
す
る
本
質
主
義
を
唱
え
て
、
進
化
の
ラ
イ

バ
ル
と
な
る
不
変
の
思
想
の
ほ
う
が
先
に
誕
生
す
る
。
だ
が
同
時
に
プ
ラ
ト
ン
は
、
宇
宙
に
お
け
る
秩
序
の
発
生
と

い
う
概
念
を
着
想
し
た
。
さ
ら
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
無
生
物
か
ら
植
物
、
動
物
へ
と
連
続
す
る
自
然
観

が
導
か
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
自
然
物
の
存
在
にａ
合
目
的
性
を
認
め
た
。
こ
の
秩
序
と
連
続
が
の
ち
に
「
存

在
の
連
鎖
」

植
物
か
ら
動
物
、
人
間
へ
と
生
命
の
直
線
的
な
秩
序
を
表
す
自
然
観
へ
と
発
展
し
た
。
こ
れ
に
キ

リ
ス
ト
教
の
時
間
的
な
変
化
の
概
念
が
融
合
し
、
進
歩
を
意
味
す
る
歴
史
観
と
な
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の

目
的
論
を
受
け
継
ぐ
、
一
つ
の
目
標
に
向
け
て
進
む
進
歩
観
で
あ
る
。

進
歩
を
光
と
す
れ
ば
、
衰
退
は
闇
で
あ
る
。
西
欧
に
は
、
光
が
作
る
影
の
よ
う
に
、
進
歩
観
の
裏
側
に
そ
れ
と
は

正
反
対
の
世
界
観
が
張
り
付
い
て
い
た
。
旧
約
聖
書
に
記
さ
れ
た
堕
落
神
話

ア
ダ
ム
と
イ
ブ
か
ら
続
く
堕
落
や
、

大
洪
水
を
箱
舟
で
生
き
延
び
た
ノ
ア
の
子
孫
が
各
地
へ
移
住
し
た
後
、
新
し
い
土
地
で
暮
ら
す
う
ち
に
堕
落
し
て
い

く
、
と
い
っ
た
衰
退
観
で
あ
る
。
人
類
は
神
に
よ
る
創
造
以
来
、
堕
落
し
衰
退
し
続
け
る
と
い
う
世
界
観
、
さ
ら
に

キ
リ
ス
ト
教
の
終
末
論
は
、
逆
に
西
欧
の
進
歩
へ
のｂ
強
迫
観
念
を
支
え
て
き
た
。

18
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ビ
ュ
フ
ォ
ン
が
、「
と
き
の
流
れ
の
中
で
、
発
達
と
退
化
を
経
て
、
ほ

か
の
す
べ
て
の
動
物
を
生
み
出
し
た
」
と
歴
史
的
な
種
の
変
化
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
進
歩
と
退
化
（
堕

落
）
を
決
め
る
の
は
環
境
の
違
い
だ
と
考
え
た
ビ
ュ
フ
ォ
ン
は
、
生
命
の
活
力
を
低
下
さ
せ
る
新
大
陸
の
気
候
は
、

動
植
物
の
み
な
ら
ず
人
間
も
退
化
さ
せ
る
と
説
い
た
。
こ
の
主
張
に
激
怒
し
た
米
国
建
国
の
父
、
ト
マ
ス
・
ジ
ェ

フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
反
論
の
た
め
米
国
の
自
然
や
動
植
物
を
称
え
る
活
動
に
力
を
入
れ
、
巨
大
な
ヘ
ラ
ジ
カ
の
剥
製
を

ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
も
と
に
送
り
つ
け
た
。

ド
イ
ツ
で
は
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
説
が
支
持
を
集
め
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
は
人
種
の
違
い
を
気
候
の
違
い
で
生
じ

た
も
の
だ
と
主
張
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ラ
マ
ル
ク
が
1
8
0
9
年
に
、
親
が
環
境
に
応
答
し
て
獲
得
し
た
性
質

が
次
世
代
に
先
天
的
な
性
質
と
な
っ
て
伝
わ
る
、
と
い
う
考
え
で
生
物
の
変
化
を
説
明
し
た
。
ラ
マ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、

生
物
は
体
の
構
造
を
よ
り
複
雑
な
も
の
へ
と
進
歩
さ
せ
る
内
的
な
性
質
を
持
つ
と
い
う
。
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る

と
、
生
物
は
生
き
残
る
た
め
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
脳
を
持
つ
動
物
は
意
識
的
に
、
そ
れ
以
外
の
生
物
は

無
意
識
的
に
、
変
化
し
た
環
境
に
適
し
た
性
質
を
獲
得
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
そ
の
結
果
身
体
に
生
じ
た
変
化
は
、

子
に
受
け
継
が
れ
、
先
天
的
な
性
質
と
な
っ
て
世
代
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
る
。
使
わ
れ
な
い
性
質
は
逆
に
失
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
獲
得
形
質
の
遺
伝
に
よ
る
目
標
に
向
け
た
進
歩
で
、
生
物
は
祖
先
か
ら
子
孫
へ
と
徐
々
に
性
質
が
変
化
し

て
い
く
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
、
解
剖
学
者
・
古
生
物
学
者
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
キ
ュ
ヴ
ィ
エ
は
、
天
変
地
異
に
よ
る
種
の
絶
滅
と
入

れ
替
わ
り
で
種
構
成
の
歴
史
的
な
変
遷
が
起
き
る
と
す
る
「
天
変
地
異
説
」
を
唱
え
、
ラ
マ
ル
ク
の
主
張
す
る
祖
先

―
子
孫
のｃ
漸
進
的
変
化
を
批
判
し
た
。

英
国
で
は
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
神
の
摂
理
は
自
然
法
則
の
形
で
作
用
し
、
自
然
の
発
達
を
通
じ

て
そ
の
摂
理
が
実
現
す
る
、
と
考
え
る
、
進
化
理
神
論
（E

volu
tion

ary
deism

）
と
呼
ば
れ
る
主
張
が
広
が
っ

て
い
た
。
生
物
の
個
体
発
生
も
こ
う
し
た
摂
理
が
作
用
す
る
例
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
進
化
理
神
論
者
の
一
人

で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
祖
父
、
エ
ラ
ズ
マ
ス
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
、
1
7
9
1
年
に
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
個
体
発
生

の
意
味
で
使
い
、
こ
う
記
し
て
い
る
。「
種
子
か
ら
進
む
動
物
ま
た
は
植
物
の
幼
体
の
段
階
的
な
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
」。

進
化
理
神
論
で
は
、
最
初
は
不
明
確
で
ま
と
ま
り
の
な
い
均
質
な
状
態
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
発
達
し
て
、
複
雑

で
ま
と
ま
り
を
持
つ
秩
序
あ
る
多
様
性
に
至
る
、
と
考
え
る
。
最
終
的
に
到
達
す
る
の
は
、
最
大
の
幸
福
を
実
現
す

る
理
想
的
な
状
態
で
あ
る
。
こ
の
進
歩
・
発
展
の
過
程
が
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
成

体
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
発
達
す
る
の
が
個
体
発
生
で
あ
り
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
、
そ
れ
を
生
物
の

歴
史
的
な
変
遷
に
置
き
換
え
、
個
体
発
生
と
同
じ
く
何
ら
か
の
目
標
に
向
け
て
発
展
す
る
現
象
と
見
な
せ
ば
、
そ
れ

は
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
。

19
世
紀
前
半
に
は
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
内
的
な
力
に
よ
っ
て
生
起
す
る
一
定
の
方
向
に
向
け
た
時
間
的
変

化
や
、
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
へ
と
発
達
、
発
展
す
る
現
象
を
広
く
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。

1
8
4
4
年
に
匿
名
で
出
版
さ
れ
た
ロ
バ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
の
『V

estiges
of

th
e

N
atu

ral
H

istory
of

C
reation

』
は
、
神
の
摂
理
で
あ
る
自
然
法
則
の
も
と
、
太
陽
系
が
形
成
さ
れ
、
既
存
の
種
か
ら
新
し
い
種
が
生

ま
れ
変
遷
し
て
、
人
間
に
至
る
、
と
主
張
し
た
。

ラ
マ
ル
ク
も
チ
ェ
ン
バ
ー
ス
も
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
語
は
使
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
地
球
上
の
生
命
の

発
展
は
、
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
目
標
に
向
け
た
首
尾
一
貫
し
た
計
画
の
展
開
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
点
で
一
致

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
生
物
の
進
歩
的
な
変
化
の
考
え
は
、
す
で
に
19
世
紀
前
半
に
は
英
国
社
会
で
か
な
り
の
程
度

ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
『
種
の
起
源
』
で
進
化
の
考
え
を
提
唱
す
る
以
前
に
、
エ
ヴ
ォ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
、
様
々
な
現
象
の
発
展
、
発
達
、
進
歩
や
、
一
つ
の
目
標
に
向
か
う
変
化
を
意
味
す
る
語
と
し
て

使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
由
緒
正
し
い
意
味
で
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
語
を
使
い
、
宇
宙
の
発
達
、
生
物
の
複
雑
・
多
様
化
、
人
間

と
精
神
の
発
達
、
社
会
の
発
展
・
進
歩
を
、
自
然
法
則
と
し
て
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
ハ
ー
バ
ー

ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
彼
の
著
書
『F

irst
P

rin
ciples

』
が
出
版
さ
れ
、
世
間
の
評
判
を
得
る
の
は

1
8
6
2
年
だ
が
、
1
8
5
0
年
代
に
は
す
で
に
そ
の
構
想
を
完
成
さ
せ
、
一
部
を
発
表
し
て
い
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー

が
生
物
の
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
駆
動
す
る
力
と
し
て
重
視
し
た
の
は
、
ラ
マ
ル
ク
の
考
え
で
あ
る
獲
得
形
質
の

―
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遺
伝
を
主
と
す
る
内
的
な
力
だ
っ
た
。
1
8
6
4
年
に
出
版
さ
れ
た
『
生
物
学
原
理
』（T

h
e

P
rin

ciples
of

B
iology

）
で
、
適
応
の
要
因
と
し
て
獲
得
形
質
の
遺
伝
と
と
も
に
、
自
然
選
択
を
一
部
だ
け
取
り
入
れ
た
が
、
そ

れ
が
適
用
で
き
る
性
質
の
範
囲
は
限
ら
れ
る
、
と
考
え
て
い
た
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
界
の
秩
序
あ
る
発
展
、
つ
ま
り
エ
ヴ
ォ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
語
を
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
使
わ
な
か
っ

た
の
は
、
彼
が
着
想
し
た
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
、
当
時
広
く
使
わ
れ
て
い
た
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と

は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
方
向
が
ど
の
よ
う
に
も
変
わ
り
う
る

生
物
の
変
化
、
目
的
の
な
い
変
化
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
基
本
的
な
考
え
は
、
革
新
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
の
生
命
史
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
純
な
形
か
ら
出
発
し
た
生
物
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
枝
分
か
れ
し
な
が
ら
無
目

的
に
変
化
す
る
結
果
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
人
間
を
含
む
果
て
し
な
い
多
様
性
が
生
ま
れ
て
い
く
、
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。『
種
の
起
源
』
の
末
尾
は
、
動
詞
形
な
が
ら
本
中
で
唯
一
の
、
進
化
す
る
、
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
こ
う

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
ん
な
壮
大
な
生
命
観
が
あ
る

生
命
は
、
最
初
一
つ
か
少
数
の
形
の
も
の
に
吹
き
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
惑
星
が
重
力
の
法
則
に
従
い
回
転
し
て
い
る
間
に
、
非
常
に
単
純
な
始
ま
り
か
ら
、
最
も
美
し
く
、
最
も
素
晴
ら

し
い
無
限
の
姿
へ
と
、
今
も
な
お
、
進
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
」。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
秩
序
あ
る
発
展
で
は
な
く
、
果
て
し
な
く
広
が
り
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
変
わ
り
続
け
る
命
の
、

あ
て
の
な
い
旅
を
、
目
標
な
き
「
展
開
」
の
意
味
で
進
化
す
る
、
と
描
写
し
た
の
だ
ろ
う
。

だ
が
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
方
向
性
の
な
い
進
化
に
こ
だ
わ
り
、
進
化
を
進
歩
と
見
る
考
え
を
常
に
拒
否
し
て
い
た
か

と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
記
述
に
は
ぶ
れ
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
種
の
起
源
』
で
、
自
然
選

択
に
よ
り
「
す
べ
て
の
身
体
的
、
精
神
的
資
質
は
完
全
に
向
か
っ
て
進
歩
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ま

た
前
述
の
結
語
の
直
前
に
は
、「
こ
う
し
て
、
自
然
の
戦
争
、
飢
饉
、
死
か
ら
、
私
た
ち
が
想
像
し
う
る
最
も
高
貴

な
対
象
、
す
な
わ
ち
高
等
動
物
の
創
出
が
直
接
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
の
ち
に
獲
得
形
質
の
遺
伝
の
考
え
も
大
幅
に
取
り
入
れ
、
方
向
性
の
な
い
変
化
の
主
張
も
後
退

さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
語
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

歴
史
家
の
ピ
ー
タ
ー
・
Ｊ
・
ボ
ウ
ラ
ー
は
、
生
物
学
者
と
し
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
進
化
を
方
向
性
の
な
い
も
の
と

認
識
し
て
い
た
が
、
社
会
哲
学
者
と
し
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
進
化
を
進
歩
の
意
味
で
説
明
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

自
説
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
、
19
世
紀
英
国
社
会
の
進
歩
主
義
に
貢
献
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
考
え
て
い
た
た
め
だ
と
い
う
。
自
然
選
択
説
と
い
う
自
説
の
核
を
守
る
た
め
、
そ
れ
に
付
随
す
る
は
ず
の
進

化
の
無
方
向
性
を
犠
牲
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
部
分
的
に
は
進
化
を
発
達
や
進
歩
と

見
て
い
た
と
指
摘
す
る
研
究
者
も
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
方
向
性
の
な
い
進
化
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
の

ち
に
封
印
し
て
そ
れ
ほ
ど
強
く
訴
え
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
当
時
は
社
会
的
に
も
あ
ま
り
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。

―
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だ
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
が
、
当
時
の
社
会
の
進
歩
観
に
衝
撃
を
与
え
た
わ
け
で
も
、
そ
れ
と
対
立
し
た
わ
け
で

も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
社
会
は
そ
れ
を
進
歩
主
義
の
推
進
力
に
利
用
し
た
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
そ
れ
を
利
用
し
た
。

そ
の
結
果
、Ⅴ
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
同
義
と
な
っ
た
。

20
世
紀
半
ば
以
降
、
自
然
選
択
を
中
心
に
据
え
た
進
化
の
総
合
説
が
広
く
定
着
し
、
改
め
て
生
物
進
化
が
当
初
の

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
主
張
通
り
、
方
向
性
の
な
い
変
化
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
生
物
学
者
は

み
な
そ
れ
を
本
来
違
う
意
味
だ
っ
た
は
ず
の
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
語
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

（
千
葉
聡
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
呪
い
』
一
部
改
変
）

問
一

二
重
傍
線
部
ａ
〜
ｃ
の
本
文
中
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
選

び
な
さ
い
。

ａ

合
目
的
性

ア

物
事
が
そ
れ
ぞ
れ
目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と

イ

目
的
を
定
め
て
物
事
を
進
め
て
い
く
こ
と

ウ

物
事
が
一
定
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と

エ

物
事
の
目
的
が
一
致
す
る
よ
う
に
合
わ
せ
る
こ
と

ｂ

強
迫
観
念

ア

相
手
を
脅
す
よ
う
な
考
え
を
持
つ
こ
と

イ

き
わ
め
て
強
い
恐
怖
感
や
不
安
感
を
持
つ
こ
と

ウ

自
分
の
意
思
に
反
し
て
あ
る
考
え
が
つ
き
ま
と
う
こ
と

エ

あ
る
考
え
に
対
し
て
強
く
固
執
す
る
こ
と

ｃ

漸
進
的

ア

も
の
ご
と
が
徐
々
に
実
現
し
て
い
く
さ
ま

イ

も
の
ご
と
が
一
気
に
進
歩
し
て
い
く
さ
ま

ウ

も
の
ご
と
に
大
き
な
変
化
が
起
き
る
さ
ま

エ

そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
が
生
じ
る
さ
ま
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問
二

傍
線
部
Ⅰ
「
日
本
の
大
学
生
は
進
化
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
発
言
を
生
物
学
者
で
あ
る
「
私
」
が
す
る

と
、
生
物
学
を
学
ぶ
学
生
は
、
ど
う
し
て
「
鬼
の
首
を
取
っ
た
よ
う
に
」
苦
情
を
述
べ
る
の
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
選
び
な
さ
い
。

ア

私
の
発
言
は
、
学
生
に
対
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
あ
り
、
悪
い
鬼
を
倒
す
よ
う
に
こ
れ
に
立
ち
向
か
っ
て

行
く
必
要
が
あ
る
と
学
生
は
考
え
る
の
で
。

イ

私
の
発
言
は
、
生
物
学
の
知
識
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
不
適
切
な
言
葉
の
使
い
方
を
し
て
お
り
、
そ
の
誤

り
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
手
柄
に
な
る
と
学
生
は
考
え
る
の
で
。

ウ

私
の
発
言
は
、
一
般
社
会
で
は
進
化
は
進
歩
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
間
違
っ
た

使
い
方
を
し
て
い
る
の
で
、
学
生
は
そ
れ
を
糾
弾
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
。

エ

私
の
発
言
は
、
日
本
の
学
生
の
現
状
に
照
ら
し
た
場
合
に
、
真
実
と
は
一
致
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な

発
言
を
す
る
私
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
は
ポ
イ
ン
ト
を
稼
ぐ
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
。

オ

私
の
発
言
は
、
学
生
に
と
っ
て
は
耳
の
痛
い
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、
私
を
悪
役
に
仕

立
て
て
反
撃
し
よ
う
と
考
え
る
の
で
。

問
三

傍
線
部
Ⅱ
「
自
然
選
択
の
ふ
る
い
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
適
切
で
な
い
も
の
を
一

つ
選
び
な
さ
い
。

ア

少
し
で
も
生
存
に
有
益
な
変
異
で
あ
れ
ば
、
自
然
選
択
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
る
。

イ

ど
の
よ
う
な
変
異
が
自
然
選
択
に
よ
っ
て
残
さ
れ
る
の
か
は
、
環
境
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。

ウ

自
然
選
択
に
よ
っ
て
変
異
が
保
存
さ
れ
る
の
は
、
ご
く
わ
ず
か
の
個
体
し
か
生
き
残
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

エ

自
然
選
択
で
は
変
異
が
ラ
ン
ダ
ム
に
生
じ
る
が
、
人
為
選
択
で
は
一
定
方
向
に
起
こ
る
。

オ

自
然
選
択
に
よ
っ
て
、
祖
先
的
な
形
質
を
残
し
た
種
が
存
在
を
続
け
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

問
四

傍
線
部
Ⅲ
「
あ
る
動
物
が
ほ
か
の
動
物
よ
り
高
等
で
あ
る
、
と
語
る
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
」
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン

が
考
え
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
六
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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問
五

傍
線
部
Ⅳ
「
19
世
紀
前
半
に
は
す
で
に
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

進
化
と
い
う
言
葉
は
、
学
術
界
で
一

般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
カ
の
う
ち
か
ら
、

適
切
な
も
の
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

現
代
の
生
物
学
で
言
う
進
化
の
現
象
を
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
も
後
年
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ん
だ
。

イ

エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
個
体
発
生
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
が
、
個
体
発
生
の
過
程
は
、

折
り
畳
ま
れ
て
い
た
ひ
な
型
が
展
開
し
て
行
く
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

ウ

エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
一
つ
の
目
標
に
む
け
て
進
む
進
歩
観
と
結
び
つ
い
た
が
、
退
化
（
堕
落
）
は
エ

ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は
関
わ
り
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

エ

進
化
理
神
論
に
お
い
て
は
、
個
体
発
生
が
成
体
と
い
う
目
標
に
向
か
っ
て
発
達
す
る
の
と
同
様
に
、
生
物

の
歴
史
的
な
変
遷
は
神
の
摂
理
を
実
現
す
る
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

オ

エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
ま
で
遡
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

も
無
生
物
か
ら
植
物
、
動
物
へ
と
進
歩
し
て
い
く
秩
序
の
存
在
を
唱
え
た
。

カ

ラ
マ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
は
、
進
歩
す
る
内
的
な
力
に
よ
っ
て
、
生

物
が
獲
得
し
た
性
質
が
子
孫
に
遺
伝
す
る
と
い
う
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
た
。

問
六

傍
線
部
Ⅴ
「
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
は
同
義
と
な
っ
た
」

と
あ
る
が
、
進
化
に
つ
い
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
考
え
の
ぶ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
、
適

切
で
な
い
も
の
を
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア
『
種
の
起
源
』
の
中
で
も
、
自
然
選
択
の
結
果
、
高
貴
な
生
物
、
す
な
わ
ち
、
高
等
生
物
が
生
み
出
さ
れ

た
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

イ

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
ト
ラ
ン
ス
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
た
が
、
そ
れ
が
、
当
時
広
く

使
わ
れ
て
い
た
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。

ウ

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
の
ち
に
獲
得
形
質
の
遺
伝
の
考
え
を
取
り
入
れ
、
エ
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
語
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

エ

生
物
学
者
と
し
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
社
会
哲
学
者
と
し
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
で
は
、
そ
の
主
張
が
異
な
っ
て

い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

オ

ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
自
説
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
進
化
を
進
歩
と
す
る
当
時
の
社
会
思
潮
と
対
立
す

る
こ
と
を
避
け
た
。
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