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90

200

注
意
事
項

①

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

②

解
答
に
は
Ｈ
Ｂ
ま
た
は
Ｂ
の
黒
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
は
Ｈ
Ｂ
ま
た
は
Ｂ
の
芯
で
あ
れ
ば
使
用
可
）
を
使
用
し
な
さ
い
。

③

マ
ー
ク
式
の
解
答
用
紙
に
は
、
マ
ー
ク
式
で
解
答
し
な
さ
い
。
氏
名
、
受
験
番
号
、
科
目
を
記
入
す
る
欄
と
受
験
番
号
、
解
答

科
目
を
マ
ー
ク
す
る
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
か
ら
、
解
答
を
始
め
ま
す
。
例
え
ば
、
マ
ー
ク
式

と
表
示
の
あ
る
問
い

10

で
③
と
解
答
す
る
場
合
は
、
下
の
（
例
）
の
よ
う
に
解
答
番
号

の
解
答
欄
の

に
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
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④

記
述
式
の
解
答
用
紙
に
は
、
記
述
式
で
解
答
し
な
さ
い
。
氏
名
、
受
験
番
号
を
記
入
す
る
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
か
ら
、

解
答
を
始
め
ま
す
。
例
え
ば
、
記
述
式

２

と
表
示
の
あ
る
問
い
で
解
答
す
る
場
合
は
、

２

の
枠
内
に
解
答
を
記
述
し
な
さ

い
。
枠
外
に
は
み
出
し
た
も
の
は
無
効
と
し
ま
す
。

⑤

い
ず
れ
の
解
答
用
紙
に
も
、
必
要
以
外
の
こ
と
を
記
し
た
場
合
、
そ
の
用
紙
に
あ
る
す
べ
て
の
解
答
を
無
効
と
し
ま
す
。

⑥

試
験
中
に
、
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
高
く

あ
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
な
さ
い
。

（
例
）
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※

出
題
の
都
合
に
よ
り
、
本
文
の
一
部
を
改
め
た
場
合
が
あ
る
。
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国

語
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一
次
の
文
章
は
『
竹
取
物
語
』
の
一
節
で
、
か
ぐ
や
姫
か
ら
持
参
す
れ
ば
求
婚
に
応
じ
る
と
さ
れ
た
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
、
車
持
の
皇
子
が
持
参
し

ほ
う
ら
い

た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
注
１
）

そ
の
山
、
見
る
に
、
さ
ら
に
登
る
べ
き
や
う
な
し
。
そ
の
山
の
そ
ば
ひ
ら
を
め
ぐ
れ
ば
、
世
の
中
に
な
き
花
の
木
ど
も
た
て
り
。

金

、

銀

、
瑠
璃
色
の

こ
が
ね

し
ろ
か
ね

る

り

い
ろ

水
、
山
よ
り
流
れ
い
で
た
り
。
そ
れ
に
は
、
色
々
の
玉
の
橋
渡
せ
り
。
そ
の
あ
た
り
に
照
り
輝
く
木
ど
も
立
て
り
。
そ
の
中
に
、
こ
の
取
り
て
持
ち
て
ま
う
で
来
た

り
し
は
い
と
わ
ろ
か
り
し
か
ど
も
、
Ａ
の
た
ま
ひ
し
に
違
は
ま
し
か
ば
と
、
こ
の
花
を
折
り
て
ま
う
で
来
た
る
な
り
。

山
は
か
ぎ
り
な
く
お
も
し
ろ
し
。
世
に
た
と
ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
り
し
か
ど
、
こ
の
枝
を
折
り
て
し
か
ば
、
さ
ら
に
ア
心
も
と
な
く
て
、
船
に
乗
り
て
、
追
風
吹
き

て
、
四
百
余
日
に
な
む
、
ま
う
で
来
に
し
。
大
願
力
に
や
。
難
波
よ
り
、
昨
日
な
む
都
に
ま
う
で
来
つ
る
。
さ
ら
に
、
潮
に
濡
れ
た
る
衣
だ
に
脱
ぎ
か
へ
ａ
な
で
な

む
、
こ
ち
ま
う
で
来
つ
る
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

翁

、
聞
き
て
、
う
ち
嘆
き
て
よ
め
る
、

お
き
な

Ｂ
く
れ
た
け
の
よ
よ
の
た
け
と
り
野
山
に
も
さ
や
は
わ
び
し
き
ふ
し
を
の
み
見
し

こ
れ
を
、
皇
子
聞
き
て
、
「
イ
こ
こ
ら
の
日
ご
ろ
思
ひ
わ
び
Ⅰ
は
べ
り
つ
る
心
は
、
今
日
な
む
落
ち
ゐ
ぬ
る
」
と
の
た
ま
ひ
て
、
返
し
、

み

こ

我
が

袂

今
日
か
わ
け
れ
ば
わ
び
し
さ
の
千
種
の
数
も
忘
ら
れ
ぬ
べ
し

た
も
と

ち

ぐ
さ

と
の
た
ま
ふ
。

か
か
る
ほ
ど
に
、

男

ど
も
六
人
、
つ
ら
ね
て
、
庭
に
い
で
来
た
り
。

を
の
こ

一
人
の
男
、
文
挟
み
に
文
を
は
さ
み
て
、
申
す
、「
（
注
２
）

内
匠
寮
の
工
匠
、
あ
や
べ
の
内
麻
呂
申
さ
く
、
玉
の
木
を
作
り
Ⅱ
仕
う
ま
つ
り
し
こ
と
、
五
穀
を
断
ち
て
、

ふ
ん
ば
さ

ふ
み

た
く
み
づ
か
さ

た

く

み

千
余
日
に
力
を
尽
く
し
た
る
こ
と
、
す
く
な
か
ら
ず
。
し
か
る
に
、
禄
い
ま
だ
賜
は
ら
ず
。
こ
れ
を
賜
ひ
て
、
わ
ろ
き
（
注
３
）

家
子
に
賜
は
せ
む
」
と
い
ひ
て
、
さ
さ

ろ
く

た
ま

け

こ

げ
た
り
。
た
け
と
り
の
翁
、
こ
の
工
匠
ら
が
申
す
こ
と
は
何
事
ぞ
と
か
た
ぶ
き
を
り
。
Ｃ
皇
子
は
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
気
色
に
て
、
肝
消
え
ゐ
た
ま
へ
り
。

け

し

き

き
も

こ
れ
を
、
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、
「
こ
の

奉

る
文
を
取
れ
」
と
い
ひ
て
、
見
れ
ば
、
文
に
申
し
け
る
や
う
、

た
て
ま
つ

皇
子
の
君
、
千
日
、
い
や
し
き
工
匠
ら
と
、
も
ろ
と
も
に
、
同
じ
所
に
隠
れ
ゐ
た
ま
ひ
て
、
か
し
こ
き
玉
の
枝
を
作
ら
せ
た
ま
ひ
て
、

官

も
賜
は
む
と
仰
せ
た

つ
か
さ

ま
ひ
き
。
こ
れ
を
こ
の
ご
ろ
案
ず
る
に
、
御

使

と
お
は
し
ま
す
べ
き
か
ぐ
や
姫
の
要
じ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
け
り
と
う
け
た
ま
は
り
て
、
こ
の
宮
よ
り
賜
は
ら
む
。

つ
か
ひ

え
う

み
や

と
申
し
て
、
「
賜
は
る
べ
き
な
り
」
と
い
ふ
を
、
聞
き
て
、
か
ぐ
や
姫
、
暮
る
る
ま
ま
に
思
ひ
わ
び
つ
る
心
地
、
笑
ひ
さ
か
え
て
、
翁
を
呼
び
と
り
て
い
ふ
や
う
、

「
Ｄ
ま
こ
と
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
か
く
あ
さ
ま
し
き
そ
ら
ご
と
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
は
や
返
し
た
ま
へ
」
と
い
へ
ば
、
翁
答
ふ
、
「
さ
だ
か
に
作
ら

ｂ
せ
た
る
物
と
聞
き
つ
れ
ば
、
返
さ
む
こ
と
、
い
と
や
す
し
」
と
、
う
な
づ
き
を
り
。
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か
ぐ
や
姫
の
心
ゆ
き
果
て
て
、
あ
り
つ
る
歌
の
返
し
、

Ｅ
ま
こ
と
か
と
聞
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
を
か
ざ
れ
る
玉
の
枝
に
ぞ
あ
り
け
る

と
い
ひ
て
、
玉
の
枝
も
返
し
つ
。

た
け
と
り
の
翁
、
さ
ば
か
り
語
ら
ひ
つ
る
が
、
ウ
さ
す
が
に
お
ぼ
え
て
眠
り
を
り
。
皇
子
は
、
立
つ
も
は
し
た
、
ゐ
る
も
は
し
た
に
て
、
ゐ
た
ま
へ
り
。
日
の
暮

れ
ぬ
れ
ば
、
す
べ
り
い
で
た
ま
ひ
ぬ
。

（
注
）
１

そ
の
山
―
―
蓬
莱
山
。
中
国
の
伝
説
で
渤
海
の
東
に
あ
る
と
い
う
五
山
の
一
つ
。

ぼ
っ
か
い

２

内
匠
寮
―
―
宮
中
の
造
営
・
修
理
、
器
物
・
調
度
の
制
作
・
補
修
な
ど
を
役
目
と
す
る
役
所
。

た
く
み
づ
か
さ

３

家
子
―
―
そ
の
家
に
属
す
る
人
。
妻
子
・
従
者
・
使
用
人
・
弟
子
な
ど
。

け

こ

問
１

「
ａ
な
」
「
ｂ
せ
」
の
助
動
詞
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号

は
、
マ
ー
ク
式

１

～

２

。

「
ａ
な
」

１

①

打
消

②

完
了

③

断
定

④

詠
嘆

⑤

比
況

「
ｂ
せ
」

２

①

尊
敬

②

推
量

③

使
役

④

過
去

⑤

断
定

問
２

で
囲
ん
だ
敬
語
Ⅰ
・
Ⅱ
に
つ
い
て
、
敬
語
の
種
類
と
敬
意
の
対
象
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び

な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

３

～

４

。

Ⅰ
は
べ
り

３

①

丁
寧
・
か
ぐ
や
姫

②

尊
敬
・
た
け
と
り
の
翁

③

謙
譲
・
皇
子

④

丁
寧
・
た
け
と
り
の
翁

⑤

尊
敬
・
皇
子

Ⅱ
仕
う
ま
つ
り

４

①

謙
譲
・
皇
子

②

謙
譲
・
か
ぐ
や
姫

③

丁
寧
・
た
け
と
り
の
翁

④

尊
敬
・
皇
子

⑤

丁
寧
・
か
ぐ
や
姫
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問
３

「
ア
心
も
と
な
く
て
」
、
「
イ
こ
こ
ら
の
」
、
「
ウ
さ
す
が
に
」
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

５

～

。

７

「
ア
心
も
と
な
く
て
」

５

「
イ
こ
こ
ら
の
」

「
ウ
さ
す
が
に
」

６

７

①

は
っ
き
り
せ
ず
に

①

最
近
の

①

見
か
け
に
よ
ら
ず

②

じ
れ
っ
た
く
て

②

た
く
さ
ん
の

②

見
か
け
ど
お
り

③

不
安
で

③

近
辺
の

③

案
に
違
わ
ず

④

た
よ
り
な
く
て

④

い
つ
も
の

④

そ
う
は
言
っ
て
も
や
は
り

⑤

ぼ
ん
や
り
と

⑤

か
つ
て
の

⑤

さ
っ
ぱ
り
と
し
て

問
４

「
Ａ
の
た
ま
ひ
し
に
違
は
ま
し
か
ば
と
、
こ
の
花
を
折
り
て
ま
う
で
来
た
る
な
り
」
を
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
記
述
式

１

。

問
５

「
Ｂ
く
れ
た
け
の
よ
よ
の
た
け
と
り
野
山
に
も
さ
や
は
わ
び
し
き
ふ
し
を
の
み
見
し
」
「
Ｅ
ま
こ
と
か
と
聞
き
て
見
つ
れ
ば
言
の
葉
を
か
ざ
れ
る
玉
の

枝
に
ぞ
あ
り
け
る
」
の
和
歌
に
共
通
し
て
使
わ
れ
て
い
る
修
辞
技
法
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

８

①

序
詞

②

枕
詞

③

縁
語

④

体
言
止
め

⑤

本
歌
取
り

問
６

「
Ｃ
皇
子
は
、
我
に
も
あ
ら
ぬ
気
色
に
て
、
肝
消
え
ゐ
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
皇
子
の
様
子
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

け

し

き

き
も

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

９
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①

皇
子
は
玉
の
枝
を
作
っ
た
職
人
の
登
場
が
気
に
入
ら
ず
、
金
を
支
払
う
は
め
に
な
っ
た
こ
と
に
困
惑
し
て
い
る
。

②

翁
が
職
人
の
申
し
出
を
不
審
に
思
っ
て
い
る
こ
と
に
皇
子
は
立
腹
し
、
職
人
の
努
力
が
無
駄
に
な
る
と
不
安
が
っ
て
い
る
。

③

皇
子
は
、
玉
の
枝
を
作
っ
た
職
人
が
突
然
登
場
し
た
こ
と
で
、
自
ら
の
嘘
が
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
戸
惑
っ
て
い
る
。

④

皇
子
は
蓬
莱
の
玉
の
枝
を
苦
労
し
て
手
に
入
れ
た
こ
と
で
有
頂
天
に
な
り
、
職
人
の
申
し
出
を
不
愉
快
に
感
じ
て
い
る
。

⑤

翁
が
首
を
か
し
げ
て
い
る
こ
と
に
皇
子
は
い
た
た
ま
れ
な
く
な
り
、
か
ぐ
や
姫
の
心
が
離
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。

問
７

「
Ｄ
ま
こ
と
蓬
莱
の
木
か
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ
。
か
く
あ
さ
ま
し
き
そ
ら
ご
と
に
て
あ
り
け
れ
ば
、
は
や
返
し
た
ま
へ
」
を
現
代
語
に
訳
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は
、
記
述
式

２

。

問
８

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

10

①

皇
子
は
、
玉
の
枝
を
手
に
入
れ
た
後
も
、
蓬
莱
の
山
は
こ
の
世
に
な
い
美
し
さ
で
去
り
が
た
く
、
帰
り
が
遅
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

②

た
け
と
り
の
翁
は
、
皇
子
の
玉
の
枝
を
手
に
入
れ
る
ま
で
の
苦
労
話
に
と
て
も
感
じ
入
り
、
自
分
と
同
じ
苦
労
を
し
た
こ
と
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。

③

内
匠
寮
の
工
匠
の
あ
や
べ
の
内
麻
呂
は
、
玉
の
枝
完
成
の
お
祝
い
の
言
葉
を
述
べ
に
た
け
と
り
の
翁
の
屋
敷
に
参
上
し
た
。

④

高
齢
の
た
け
と
り
の
翁
は
、
玉
の
枝
を
手
に
入
れ
る
苦
労
話
や
工
匠
た
ち
の
話
を
聞
き
、
疲
れ
て
居
眠
り
を
し
て
し
ま
っ
た
。

⑤

か
ぐ
や
姫
は
、
皇
子
の
持
参
し
た
玉
の
枝
が
作
り
物
と
分
か
り
、
皇
子
と
結
婚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

問
９

『
竹
取
物
語
』
と
成
立
の
年
代
・
時
期
が
最
も
近
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

11

①

大
鏡

②

源
氏
物
語

③

伊
勢
物
語

④

新
古
今
和
歌
集

⑤

平
家
物
語
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
冒
頭
の
「
大
平
」
と
は
精
神
科
医
・
大
平
健
、
「
森
」
と
は
社
会
学
者
・
森
真
一
の
こ

と
で
あ
る
。

大
平
が
特
徴
づ
け
た
「
治
療
と
し
て
の
『
や
さ
し
さ
』
か
ら
予
防
と
し
て
の
〝
や
さ
し
さ
〟
へ
と
い
う
変
化
」
に
つ
い
て
、
森
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト

し
て
い
る
。

「
治
療
的
や
さ
し
さ
は
、
不
本
意
に
も
相
手
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
の
傷
を
癒
や
そ
う
と
す
る
こ
と
が
、
や
さ
し
さ
で
し
た
。
修
復
こ
そ
が
や
さ
し
さ
、

な
の
で
す
。

一
方
の
予
防
的
や
さ
し
さ
は
、
傷
つ
け
る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
が
や
さ
し
さ
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
修
復
は
最
初
か
ら
考
慮
に
い
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で

す
。
傷
つ
け
た
ら
終
わ
り
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
予
防
的
や
さ
し
さ
は
、
や
は
り
と
て
も
き
び
し
い
ル
ー
ル
な
の
で
す
」
（
森
真
一
『
ほ
ん
と
は
こ

わ
い
「
や
さ
し
さ
社
会
」
』
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
）

Ｘ

、
人
の
気
持
ち
を
傷
つ
け
た
く
な
い
と
い
う
の
は
、
人
に
よ
っ
て
強
弱
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
「

間

柄
の
文
化
」
（
私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
自
分

あ
い
だ
が
ら

が
思
う
こ
と
を
思
う
存
分
主
張
す
れ
ば
よ
い
、
あ
る
事
柄
を
持
ち
出
す
か
持
ち
出
さ
な
い
か
は
自
分
の
意
見
を
基
準
に
判
断
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
文
化
を
「
自
己

中
心
の
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
よ
う
に
、
一
方
的
な
自
己
主
張
で
人
に
嫌
な
思
い
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い
、
あ
る
事
柄
を
持
ち
出
す

か
持
ち
出
さ
な
い
か
は
相
手
の
気
持
ち
や
立
場
を
配
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
文
化
を
「
間
柄
の
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
）
を
生
き
る
日
本
人
な
ら
、

だ
れ
も
が
抱
い
て
い
る
思
い
で
あ
る
。
非
常
に
繊
細
で
、
傷
つ
く
こ
と
を
と
て
も
怖
れ
る
太
宰
治
は
、
人
の
気
持
ち
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
も
異
常
に
怖
れ
る
よ
う

お
そ

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

太
宰
の
妻
、
津
島
美
知
子
は
、
犬
が
相
手
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
材
料
に
、
や
さ
し
さ
で
な
く
仕
返
し
を
怖
れ
る
気
持
ち
か
ら
親
切
に
す
る
、
Ａ
愛
の
も
つ
エ
ゴ
イ

ズ
ム
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

「
そ
れ
ほ
ど
犬
嫌
い
の
彼
が
あ
る
日
、
後
に
つ
い
て
き
た
仔
犬
に
『
卵
を
や
れ
』
と
い
う
。
愛
情
か
ら
で
は
な
い
。
怖
ろ
し
く
て
、
手
な
ず
け
る
た
め
の
軟
弱
外

こ

い
ぬ

交
な
の
で
あ
る
。
人
が
他
の
人
や
動
物
に
好
意
を
示
す
の
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
か
と
、
私
は
け
げ
ん
に
思
っ
た
。
怖
ろ
し
い
か
ら
与
え
る
の
で
、
欲

し
が
っ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
与
え
な
い
と
仕
返
し
が
怖
ろ
し
い
。
こ
れ
は
他
へ
の
愛
情
で
は
な
い
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
彼
の
そ
の
後
の
人
間

関
係
を
み
る
と
、
や
は
り
『
仔
犬
に
卵
』
式
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
さ
て
『
愛
』
と
は
と
、
つ
き
つ
め
て
考
え
る
と
、
太
宰
が
極
端
な
だ
け
で
、
本
質
的
に
は

み
な
そ
ん
な
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
」
（
津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』
講
談
社
文
芸
文
庫
）
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仕
返
し
を
怖
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
も
、
「
傷
つ
け
る
の
が
怖
い
か
ら
」
と
い
う
動
機
が
や
さ
し
さ
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で

は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

太
宰
自
身
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
や
さ
し
さ
の
描
写
を
し
て
い
る
。

「
難
破
し
て
、
わ
が
身
は
怒
濤
に
巻
き
込
ま
れ
、
海
岸
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
、
必
死
に
し
が
み
つ
い
た
所
は
、
灯
台
の
窓
縁
で
あ
る
。
や
れ
、
嬉
し
や
、
た
す
け

ど

と
う

う
れ

を
求
め
て
叫
ば
う
と
し
て
、
窓
の
内
を
見
る
と
、
今
し
も
灯
台
守
の
夫
婦
と
そ
の
幼
き
女
児
と
が
、
つ
つ
ま
し
く
も
仕
合
せ
な
夕
食
の
最
中
で
あ
る
。
あ
あ
、
い

し

あ
わ

け
ね
え
、
と
思
つ
た
。
お
れ
の
凄
惨
な
一
声
で
、
こ
の
団
欒
が
滅
茶
滅
茶
に
な
る
の
だ
、
と
思
つ
た
ら
喉
ま
で
出
か
か
つ
た
『
助
け
て
ー
』
の
声
が
ほ
ん
の
一
瞬

だ
ん
ら
ん

戸
惑
つ
た
。
ほ
ん
の
一
瞬
で
あ
る
。
た
ち
ま
ち
、
ざ
ぶ
り
と
大
波
が
押
し
寄
せ
、
そ
の
内
気
な
遭
難
者
の
か
ら
だ
を
一
呑
み
に
し
て
、
沖
遠
く
（
注
）

拉
し
去
つ
た
」

ひ
と

の

ら
つ

（
太
宰
治
「
一
つ
の
約
束
」

『
太
宰
治
全
集

』
ち
く
ま
文
庫
所
収
）

10

太
宰
は
、
こ
の
よ
う
な
遭
難
者
は
、
世
の
中
で
一
番
や
さ
し
く
ａ
気
高
い
人
な
の
だ
と
い
う
。
一
家
団
欒
の
よ
う
な
ほ
ん
の
些
細
な
幸
せ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

さ

さ
い

を
自
分
の
た
め
に
台
無
し
に
し
た
く
な
い
と
思
う
。
自
分
の
命
が
掛
か
っ
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
そ
う
し
た
配
慮
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
や
さ
し
さ
を
尊
い
と
感
じ
る
の
は
、
な
に
も
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
っ
た
配
慮
が
過
剰
に
な
っ
て
き

て
い
る
と
こ
ろ
が
、
現
代
の
特
徴
と
言
え
る
。

森
は
、
こ
の
新
し
い
や
さ
し
さ
、
い
わ
ゆ
る
「
予
防
的
や
さ
し
さ
」
に
、
け
っ
し
て
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
、
傷
つ
け
た
ら
終
わ
り
と
い
う
感
じ
が
あ
る
こ
と

に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
な

。

「
現
代
社
会
で
は
、
『
や
さ
し
さ
』
や
『
や
さ
し
い
こ
と
』
は
、
ほ
と
ん
ど
無
条
件
に
『
善
い
こ
と
』
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
じ
っ
さ
い
に
自
分
の
生
活
を

ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
言
え
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
や
さ
し
さ
社
会
が
も
た
ら
し
て
い
る
『
し
ん
ど
さ
』
や
『
こ
わ
さ
』
に
、
あ
ら

た
め
て
気
づ
く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
（
森
真
一

前
掲
書
）

人
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
や
さ
し
さ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
で
、
う
っ
か
り
注
意
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
な
ど
、
非
常
に
厳
し
い
社

会
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
や
さ
し
さ
社
会
」
の
怖
さ
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

や
さ
し
さ
が
現
代
の
日
本
社
会
で
は
厳
し
い
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
森
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
で
は
う
っ
か
り
注
意
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
っ
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
新
聞
の
読
者
の
投
書
を
あ
げ
て
い
る
。

「
人
に
は
う
っ
か
り
注
意
も
出
来
な
い
。
反
発
を
食
ら
う
か
ら
で
あ
る
。
反
発
を
恐
れ
る
た
め
何
も
言
え
な
い
。
だ
か
ら
自
分
勝
手
な
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
」

（
七
十
九
歳
男
性
）
（
毎
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
四
月
二
十
九
日
付
朝
刊
）
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「
最
近
、
他
人
を
注
意
す
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
て
い
る
。
誰
も
が
常
識
的
と
思
っ
て
い
る
マ
ナ
ー
違
反
を
注
意
し
た
時
、
反
対
に
に
ら
ま
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
で

あ
る
」
（
毎
日
新
聞
二
〇
〇
二
年
四
月
十
四
日
付
朝
刊
）

具
体
的
に
は
、
犬
を
放
し
飼
い
に
し
て
い
た
た
め
、
自
転
車
に
衝
突
し
そ
う
に
な
っ
て
危
な
か
っ
た
の
で
、
飼
い
主
に
放
し
飼
い
を
注
意
し
た
。
ま
た
、
バ
ス

に
乗
っ
て
も
携
帯
電
話
で
話
し
続
け
、
車
内
放
送
で
注
意
さ
れ
て
も
ｂ
知
ら
ん
顔
な
乗
客
に
、
降
り
る
と
き
に
注
意
し
た
。

「
だ
が
、
い
ず
れ
も
に
ら
ま
れ
て
し
ま
い
、
情
け
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
（
中
略
）
そ
の
う
ち
注
意
し
た
ら
殴
ら
れ
る
な
ん
て
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
や

は
り
た
め
ら
っ
て
し
ま
う
」
（
森
真
一

前
掲
書
、
以
下
同
書
）

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
過
度
に
や
さ
し
い
人
が
増
え
た
か
ら
、「
や
さ
し
さ
社
会
」
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
森
は
言
う
。
投
書
者
は
「
や
さ
し
く
な
い
」

人
で
あ
り
、
や
さ
し
い
人
は
「
目
の
前
に
い
る
ひ
と
に
注
意
し
て
恥
を
か
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
避
け
る
」
の
だ
と
い
う
。

「
注
意
さ
れ
る
と
、
予
防
的
や
さ
し
さ
と
い
う
非
公
式
ル
ー
ル
に
従
っ
て
き
た
ひ
と
は
、
ム
カ
つ
い
て
、
注
意
し
て
き
た
相
手
を
に
ら
み
つ
け
た
り
し
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
マ
ナ
ー
違
反
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
対
等
性
の
原
則
を
守
る
た
め
に
、
注
意
す
る
こ
と
を
控
え
る
か
ら
で
す
」

「
注
意
し
た
ひ
と
に
た
い
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。
予
防
的
や
さ
し
さ
の
ひ
と
か
ら
す
れ
ば
、
注
意
す
る
ひ
と
の
ほ
う
が
ル
ー
ル
違
反
で
あ
り
、

マ
ナ
ー
違
反
で
あ
り
、
『
悪
い
こ
と
』
で
す
。
悪
い
こ
と
を
し
た
ひ
と
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
『
善
い
こ
と
』
で
す
。
だ
か
ら
、
注
意
す
る
と
い
う
『
悪
』
を
お
こ

な
っ
た
ひ
と
に
、
極
端
な
場
合
は
、
暴
力
を
ふ
る
う
の
で
す
」

哲
学
者
中
島
義
道
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
国
で
は
『
他
人
を
傷
つ
け
ず
自
分
も
傷
つ
か
な
い
』
こ
と
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
支
配
す
る
『
公
理
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は

他
人
か
ら
注
意
さ
れ
る
と
、
そ
の
注
意
の
内
容
が
た
と
え
正
し
い
と
し
て
も
、
注
意
さ
れ
た
こ
と
そ
の
こ
と
を
は
げ
し
く
嫌
う
。
そ
の
他
人
は
私
を
傷
つ
け
た
か

ら
で
あ
り
、
『
思
い
や
り
』
を
欠
い
た
か
ら
で
あ
り
、
日
本
的
行
為
論
の
『
公
理
』
に
反
す
る
暴
挙
に
出
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
行
為
観
の
も
と
で
は
、
注
意
す
る
こ
と
は
大
勇
気
を
要
し
、
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
大
屈
辱
で
あ
る
」
（
中
島
義
道
『
〈
対
話
〉
の
な
い
社
会
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ

新
書
）

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
や
さ
し
さ
社
会
」
は
、
非
常
に
生
き
づ
ら
い
ｃ
閉
塞
的
な
社
会
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
従
来
の
や
さ
し
さ
が
普
及
し
て
い
た
社
会

の
方
が
、
ず
っ
と
生
き
や
す
い
社
会
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｂ
学
校
や
職
場
で
教
育
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
の
も
、
予
防
と
し
て
の
や
さ
し
さ
の
感
受
性
が
広
ま
っ
た
た
め
と
言
え
る
。
予
防
と
し
て
の
や
さ
し
さ
か
ら
治

療
と
し
て
の
や
さ
し
さ
に
、
や
さ
し
さ
の
感
受
性
を
戻
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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Ｃ
こ
こ
で
、
「
や
さ
し
い
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
辞
書
的
な
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
広
辞
苑
』
（
第
六
版

新
村
出
編

岩
波
書
店
）
に
よ
れ
ば
、
「
や
さ
し
い
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
（
「
優
し
い
」
と
書
く
も
の
の
み
に
絞
り
、
「
易

こ
う

じ

え
ん

し
い
」
と
書
く
も
の
は
除
外
す
る
）
。

①
身
も
痩
せ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
恥
ず
か
し
い
。

②
周
囲
や
相
手
に
気
を
つ
か
っ
て
控
え
目
で
あ
る
。
つ
つ
ま
し
い
。

③
さ
し
向
か
う
と
恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど
優
美
で
あ
る
。
優
美
で
風
情
が
あ
る
。

④
お
だ
や
か
で
あ
る
。
す
な
お
で
あ
る
。
お
と
な
し
い
。
温
順
で
あ
る
。

⑤
悪
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

⑥
情
深
い
。
情
が
こ
ま
や
か
で
あ
る
。

⑦
け
な
げ
で
あ
る
。
殊
勝
で
あ
る
。
神
妙
で
あ
る
。

ま
た
、
『
日
本
語
源
大
辞
典
』
（
前
田
富
祺
監
修

小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、
「
や
さ
し
い
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
（
「
優
し
い
」
と
書
く
も
の
の
み

に
絞
り
、
「
易
し
い
」
と
書
く
も
の
は
除
外
す
る
）
。

①
人
の
見
る
目
に
対
し
て
身
も
細
る
思
い
で
あ
る
。
自
分
の
行
為
や
状
態
な
ど
に
ひ
け
目
を
感
じ
る
。
み
っ
と
も
な
く
て
恥
ず
か
し
い
。

②
姿
や
言
語
、
振
る
舞
い
な
ど
に
、
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い
や
、
た
し
な
み
の
深
さ
な
ど
が
感
じ
ら
れ
る
さ
ま
。

こ
れ
ら
の
辞
書
的
な
意
味
を
み
る
と
、
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い
が
あ
る
、
情
が
深
い
と
い
う
よ
う
な
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
意
味
の
他
に
、
引
け
目
を
感
じ
る
、

恥
ず
か
し
く
な
る
と
い
っ
た
意
味
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
前
者
の
「
こ
ま
や
か
な
心
づ
か
い
や
情
の
深
さ
」
が
従
来
の
や
さ
し
さ
に
通
じ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
後
者
の
「
引
け
目
や
恥
ず
か
し
さ
」
は
傷
つ
き
や
す

さ
と
い
う
意
味
で
の
新
た
な
や
さ
し
さ
に
通
じ
る
も
の
と
い
え
る
。

「
や
さ
し
い
」
に
は
情
が
深
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
竹
内
は
、
こ
の
「
情
け
深
さ
」
と
い
う
意
味
に
着
目
し
、「
情
け
」
の
意
味
を
た
ど
っ
て
い
る
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
（
補
訂
版

大
野

晋

他
編

岩
波
書
店
）
に
よ
れ
ば
、
「
な
さ
け
（
情
け
）
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。

す
す
む

「
他
人
に
見
え
る
よ
う
に
心
づ
か
い
を
す
る
か
た
ち
、
ま
た
、
他
人
か
ら
見
え
る
、
思
い
や
り
あ
る
様
子
の
意
が
原
義
。
従
っ
て
、
表
面
的
で
嘘
を
含
む
場
合

う
そ
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も
あ
り
、
血
縁
の
人
の
間
に
は
使
わ
な
い
。
ナ
サ
は
ナ
シ
（
作
為
す
る
）
と
同
根
、
ケ
は
見
た
目
・
様
子
の
意
の
接
尾
語
ケ
に
同
じ
で
あ
ろ
う
」

具
体
的
な
語
義
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
（
う
わ
べ
の
）
心
づ
か
い
の
様
子
。

②
見
た
目
の
風
情
。

③
好
意
。

④
思
い
や
り
。
い
た
わ
り
。

⑤
情
趣
。

⑥
物
や
人
の
微
妙
な
風
情
を
感
じ
る
心
。

⑦
（
漢
語
「
情
」
の
訓
と
し
て
）
真
情
。
感
情
。
情
愛
。

⑧
男
女
の
情
愛
。

⑨
義
理
。

竹
内
は
、
こ
の
よ
う
な
『
岩
波
古
語
辞
典
』
の
語
源
説
を
踏
ま
え
て
、
国
文
学
者
の
藤
原
克
己
が
、
「
な
さ
け
」
の
原
義
・
本
質
と
し
て
、
作
為
性
（
為
す
）
と

外
面
性
（
ケ
）
の
二
要
素
が
抽
出
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

Ｙ

、
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
光
源
氏
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
気
持
ち
の
な
い
こ
と
で
も
「
情
け
」
の
た
め
に
口
に
す
る
よ
う
な
人
だ
と
描
写
し

て
い
る
こ
と
を
例
と
し
て
あ
げ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。

「
そ
の
『
情
け
』
は
、
か
な
ら
ず
し
も
『
真
情
』
な
ど
と
言
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
そ
の
時
に
お
い
て
の
『
他
人
へ
の
心
づ
か
い
』
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
嘘
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
嘘
で
あ
る
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
こ
に
は
当
然
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
場
を
ふ
ま
え
相
手
を

慮

っ
て
、
そ
う
し
た
こ
と
を
『
よ

お
も
ん
ぱ
か

く
言
ひ
つ
づ
け
』
う
る
こ
と
が
、
彼
の
『
情
け
』
で
あ
り
、
『
文
化
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
竹
内
整
一
『
「
や
さ
し
さ
」
と
日
本
人
─
─
日
本
精
神
史
入
門
』
ち
く

ま
学
芸
文
庫
）
。

そ
し
て
竹
内
は
、
「
情
け
」
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
薄
っ
ぺ
ら
い
場
合
は
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
に
な
る
が
、
好
悪
の
感
情
を
あ
り
の
ま
ま
に
剥
き
出
し
に
せ
ず
、

む

心
底
深
く
思
っ
て
い
る
相
手
で
な
く
て
も
、
感
動
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
や
態
度
を
作
り
出
し
て
い
け
る
力
は
、
や
さ
し
さ
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
と
い
う
藤
原
の
議

論
を
紹
介
し
て
い
る
。
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こ
う
し
て
み
る
と
、
新
し
い
や
さ
し
さ
の
と
ら
え
方
の
よ
う
な
、
傷
つ
け
な
い
と
い
う
気
の
遣
い
方
も
、
「
偽
物
の
や
さ
し
さ
」
だ
と
切
り
捨
て
る
わ
け
に
も
い

か
な
い
。

（
榎
本
博
明
『
「
や
さ
し
さ
」
過
剰
社
会

人
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
の
か
』
に
よ
る
）

（
注
）
拉
し
去
つ
た
―
―
連
れ
去
っ
た
。

問
１

Ｘ

、

Ｙ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

12

～

。

13
Ｘ

①

さ
て

②

も
ち
ろ
ん

③

む
し
ろ

④

や
は
り

⑤

あ
る
い
は

12

Ｙ

①

も
し
く
は

②

す
る
と

③

し
か
し

④

そ
し
て

⑤

だ
か
ら

13

問
２

波
線
部
ａ
～
ｃ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

～

。

14

16

「
ａ
気
高
い
」

①

容
易
に
近
寄
り
が
た
い

②

品
位
を
誇
ろ
う
と
す
る

③

気
分
が
高
ぶ
っ
て
い
る

14

④

負
け
ん
気
が
強
い

⑤

尊
く
気
品
が
あ
る

「
ｂ
知
ら
ん
顔
」

①

マ
ナ
ー
を
知
ら
な
い
よ
う
な
ふ
り

②

言
葉
を
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
な
ふ
り

15

③

放
送
を
聞
い
て
い
な
い
よ
う
な
ふ
り

④

世
間
に
関
心
が
な
い
よ
う
な
ふ
り

⑤

顔
を
見
知
っ
て
い
な
い
よ
う
な
ふ
り
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「
ｃ
閉
塞
的
な
」

①

他
と
の
交
流
を
も
た
な
い

②

人
間
関
係
が
行
き
詰
ま
っ
た

③

他
の
世
代
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
る

16

④

周
囲
の
環
境
を
切
り
離
し
た

⑤

発
展
を
望
ま
な
い

問
３

「
Ａ
愛
の
も
つ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
相
手
」
・
「
自
分
」
の
二
語
を
用
い
て
四
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、
記
述
式

３

。

問
４

「
Ｂ
学
校
や
職
場
で
教
育
機
能
が
発
揮
で
き
な
い
の
も
、
予
防
と
し
て
の
や
さ
し
さ
の
感
受
性
が
広
ま
っ
た
た
め
と
言
え
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が

そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

17

①

う
っ
か
り
注
意
を
す
る
と
反
発
を
受
け
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
で
は
、
相
手
か
ら
の
反
発
を
恐
れ
て
誰
も
何
も
言
え
な
く
な
る
た
め
、
自
分
勝
手
な

行
動
を
す
る
大
人
や
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
増
え
て
、
人
を
に
ら
み
つ
け
る
行
動
が
は
び
こ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

②

人
の
内
心
に
立
ち
入
ら
ず
自
他
を
傷
つ
け
な
い
の
が
や
さ
し
さ
だ
と
い
う
認
識
が
広
が
る
中
で
は
、
マ
ナ
ー
違
反
な
ど
相
手
の
不
適
切
な
行
動
に
注

意
を
与
え
て
も
、
相
手
が
行
動
を
改
め
る
ど
こ
ろ
か
、
相
手
を
傷
つ
け
た
と
解
さ
れ
て
、
相
手
か
ら
不
当
な
反
発
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。

③

注
意
し
た
ら
殴
ら
れ
る
こ
と
が
広
ま
っ
た
世
の
中
で
は
、
自
他
を
傷
つ
け
な
い
の
が
や
さ
し
さ
で
あ
る
か
ら
に
は
、
人
を
殴
ら
せ
な
い
よ
う
相
手
を

怒
ら
せ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
暴
力
の
主
で
あ
る
相
手
よ
り
暴
力
を
振
る
わ
せ
る
言
葉
を
発
し
た
自
分
の
ほ
う
が
罪
が
重
く
な
る
か
ら
。

④

今
や
携
帯
電
話
も
ペ
ッ
ト
も
社
会
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
注
意
を
与
え
る
人
間
の
ほ
う
こ
そ
、
多
様
性
を
認
め
ず
や
さ
し
さ
を

発
揮
で
き
な
い
人
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
広
ま
っ
て
い
て
、
他
者
の
指
導
を
受
け
る
雰
囲
気
が
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
。

⑤

若
者
は
、
目
上
の
者
が
自
分
の
ル
ー
ル
を
押
し
付
け
て
く
る
こ
と
を
不
快
に
感
じ
て
い
る
た
め
、
学
校
や
職
場
で
の
教
育
が
注
意
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
以
上
、
学
校
や
職
場
に
根
本
的
な
不
快
を
抱
え
つ
つ
通
い
続
け
、
学
習
へ
の
興
味
や
関
心
が
感
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
か
ら
。
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問
５

文
脈
上
、

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

18

①

自
分
の
命
が
掛
か
る
危
険
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る

②

尊
さ
の
な
か
に
あ
る
や
さ
し
さ
を
重
視
す
る
の
で
あ
る

③

や
さ
し
さ
の
も
つ
過
酷
さ
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る

④

無
傷
で
あ
る
こ
と
の
「
善
さ
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

⑤

「
新
し
さ
」
に
宿
る
斬
新
さ
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る

問
６

「
Ｃ
こ
こ
で
、
「
や
さ
し
い
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
辞
書
的
な
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
け
る
筆
者
の
意
図
は

何
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

19

①

「
や
さ
し
い
」
と
い
う
行
為
を
太
宰
治
が
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
津
島
美
知
子
の
仮
説
が
語
義
的
に
正
し
い
か
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
。

②

自
分
の
命
が
掛
か
っ
て
も
な
お
他
者
へ
向
け
る
太
宰
治
の
「
や
さ
し
さ
」
を
修
正
す
る
た
め
、
「
や
さ
し
い
」
の
原
義
を
調
べ
よ
う
と
し
た
。

③

非
常
に
厳
し
い
現
代
の
「
や
さ
し
さ
社
会
」
が
、
他
人
を
注
意
す
る
厳
し
さ
へ
と
向
か
っ
て
き
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。

④

語
源
や
古
語
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
や
さ
し
い
」
と
い
う
語
が
含
む
伝
統
的
な
価
値
観
や
考
え
方
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

⑤

長
い
時
間
を
か
け
て
広
ま
っ
た
、
自
他
を
傷
つ
け
な
い
「
や
さ
し
さ
」
と
い
う
考
え
方
が
い
か
に
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
か
を
示
そ
う
と
し
た
。
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問
７

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

20

①

学
校
や
職
場
の
機
能
を
回
復
さ
せ
る
に
は
、
相
手
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
新
種
の
や
さ
し
さ
の
捉
え
方
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

現
代
の
や
さ
し
さ
は
非
常
に
面
倒
で
つ
ら
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
は
太
宰
治
も
、
そ
の
や
さ
し
さ
に
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
。

③

や
さ
し
さ
の
中
に
、
相
手
を
傷
つ
け
る
の
が
怖
い
と
い
う
動
機
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
昔
も
今
も
誰
に
で
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

④

「
や
さ
し
い
」
に
は
情
が
深
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
た
め
、
相
手
を
思
う
な
ら
、
真
心
を
こ
め
て
語
り
か
け
る
行
為
を
大
事
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

⑤

相
手
を
傷
つ
け
な
い
配
慮
と
し
て
や
さ
し
さ
を
捉
え
る
傾
向
が
現
代
で
は
広
が
る
が
、
そ
の
配
慮
自
体
は
古
来
日
本
に
宿
る
考
え
方
で
あ
る
。
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三
次
の
文
章
は
、
井
上
靖
の
小
説
『
し
ろ
ば
ん
ば
』
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

食
事
を
終
る
と
、
洪
作
と
唐
平
は
す
ぐ
帰
路
に
就
い
た
。
秋
の
日
は
暮
れ
る
の
が
早
い
の
で
、
湯
ケ
島
に
帰
り
着
く
ま
で
に
日
が
暮
れ
た
ら
い
け
な
い
と
い
う
林

お
え

太
郎
の
配
慮
か
ら
、
早
々
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
帰
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
帰
路
は
洪
作
と
唐
平
は
仲
よ
く
一
緒
に
歩
い
た
。
洪
作
は
同
じ
椎
茸
作
り
の

し
い
た
け

家
の
血
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
唐
平
に
も

Ｘ

を
感
じ
た
。

夕
方
湯
ヶ
島
に
帰
り
着
く
と
、
そ
の
晩
唐
平
は
土
蔵
に
泊
っ
た
。
親
戚
の
者
が
土
蔵
に
泊
っ
た
の
は

殆

ど
初
め
て
と
言
っ
て
よ
く
、
洪
作
は
嬉
し
か
っ
た
。
洪

と
ま

ほ
と
ん

う
れ

作
は
唐
平
に
対
す
る
意
地
の
悪
い
厭
な
少
年
だ
と
い
う
印
象
を
そ
の
晩
改
め
た
。
ａ
人
み
し
り
す
る
口
下
手
な
少
年
で
あ
っ
た
が
、
よ
く
話
し
て
み
る
と
、
洪
作
と

い
や

気
の
合
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

「
お
ら
あ
、
祖
父
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
椎
茸
を
作
る
か
、
父
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
先
生
に
な
る
か
、
ま
だ
決
め
て
な
い
ん
だ
。
そ
の
二
つ
の
う
ち
の
ど
っ
ち
か
を
や
る
こ

じ

い

と
だ
け
は
決
ま
っ
て
い
る
」

唐
平
は
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の

鼾

の
聞
え
て
い
る
闇
の
中
で
言
っ
た
。
洪
作
は
そ
ん
な
こ
と
を
聞
く
と
、
自
分
が
何
に
な
る
か
ま
だ
決
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
何
と

い
び
き

き
こ

な
く
落
ち
着
か
な
い
気
持
だ
っ
た
。
早
く
決
め
な
い
と
遅
く
な
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

き

も

ち

唐
平
の
寝
息
が
聞
え
て
か
ら
も
、
洪
作
は
ま
だ
眼
覚
め
て
い
た
。
そ
し
て
（
注
１
）

棚
場
の
山
の
中
で
、
祖
父
林
太
郎
も
今
頃
眠
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。

深
夜
の
棚
場
の
死
の
よ
う
な
静
け
さ
が
、
洪
作
に
は
今
は
っ
き
り
と
自
分
の
五
体
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
だ
っ
た
。
洪
作
は
自
分
が
心
か
ら
尊
敬
で
き
る
人
物

を
自
分
の
身
近
い
と
こ
ろ
に
発
見
し
た
こ
と
で
、
や
は
り
そ
の
晩
は
昂
奮
し
て
い
た
。

こ
う
ふ
ん

棚
場
へ
行
っ
て
か
ら
四
、
五
日
し
て
、
洪
作
は
学
校
で
受
持
教
師
に
呼
び
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
（
注
２
）

田
方
郡
の
各
学
校
か
ら
作
文
の
う
ま
い
の
を
一
つ
選
ん
で

う
け
も
ち

た

が
た

郡
の
方
へ
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
何
か
自
分
で
自
由
に
題
を
選
ん
で
そ
れ
を
書
い
て
提
出
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。

「
女
生
徒
の
方
で
は
六
年
の
あ
き
子
さ
ん
が
書
く
。
書
く
題
材
が
一
緒
に
な
る
と
い
け
な
い
か
ら
、
二
人
で
一
応
相
談
し
て
か
ら
書
き
な
さ
い
。
で
き
上
が
っ
た
上

で
い
い
方
を
出
す
こ
と
に
す
る
」

若
い
教
師
は
言
っ
た
。
洪
作
は
選
抜
を
受
け
た
こ
と
も
嬉
し
か
っ
た
が
、
所
長
さ
ん
の
家
の
あ
き
子
と
一
緒
に
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
心
の
躍
る

悦
よ
ろ
こ

び
が
あ
っ
た
。
そ
の
日
一
日
、
洪
作
は
学
校
で
落
ち
着
か
な
か
っ
た
。
教
師
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
あ
き
子
と
そ
の
こ
と
を
相
談
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
、
学
校
で
あ
き
子
と
話
で
も
し
よ
う
も
の
な
ら
、
多
勢
の
生
徒
た
ち
に
は
や
し
立
て
ら
れ
る
こ
と
は
決
っ
て
い
た
。

お
お
ぜ
い

従
っ
て
放
課
後
に
そ
う
し
た
機
会
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
学
校
に
居
る
時
、
洪
作
は
休
み
時
間
に
遠
く
か
ら
あ
き
子
を
見
守
っ
て
い
た
。
あ
き
子
も
自
分
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と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
先
生
の
口
か
ら
伝
え
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
気
持
で
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ
一
、
二
度
、
洪
作
は
あ
き
子
と
視
線
を
合
わ
せ
た
が
、

は
ず

あ
き
子
は
い
か
な
る
変
っ
た
表
情
も
取
ら
な
か
っ
た
。

学
校
を
退
け
る
と
、
洪
作
は
教
科
書
を
土
蔵
へ
投
げ
込
み
、
す
ぐ
（
注
３
）

御
料
局
の
所
長
さ
ん
の
家
へ
出
か
け
て
行
っ
た
。
家
の
前
で
メ
ン
コ
を
し
て
い
た
公
一
が
、

ひ

「
姉
ち
ゃ
ん
は
お
宮
さ
ん
の
掃
除
に
行
っ
て
る
」

と
言
っ
た
。
洪
作
は
公
一
を
連
れ
て
神
社
へ
行
こ
う
と
思
っ
た
が
、
公
一
は
仲
間
を
待
っ
て
い
る
の
で
、
神
社
へ
行
く
の
は
厭
だ
と
言
っ
た
。
洪
作
は
一
人
で
村

に
た
だ
一
つ
あ
る
小
さ
い
神
社
へ
出
か
け
て
行
っ
た
。
神
社
の
境
内
に
は
女
生
徒
が
十
人
ほ
ど
散
ら
ば
っ
て
い
た
。

洪
作
は
い
つ
も
な
ら
女
生
徒
ば
か
り
居
る
場
所
な
ど
近
寄
っ
て
行
く
の
は
厭
で
あ
っ
た
が
、
今
日
は
教
師
か
ら
命
じ
ら
れ
た
用
事
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
た
い
し

て
ｂ
気
お
く
れ
し
な
い
で
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
行
っ
た
。
六
年
生
の
あ
き
子
は
下
級
生
た
ち
を
監
督
し
て
い
る
と
い
っ
た
恰
好
で
、
社
殿
の
横
手
に
立
っ
て
い
た
。
洪

か
っ
こ
う

作
は
あ
き
子
が
自
分
の
姿
を
見
つ
け
た
筈
だ
と
思
っ
た
が
、
い
っ
こ
う
に
そ
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
、
他
の
女
生
徒
と
話
を
し
て
い
る
の
が
不
満
に
思
わ
れ
た
。
洪
作
は

あ
き
子
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
、

「
先
生
か
ら
聞
い
た
？
」

と
言
っ
た
。

「
何
を
？
」

あ
き
子
は
初
め
て
洪
作
の
方
へ
顔
を
向
け
て
言
っ
た
。

「(

注
４)

綴

方
の
こ
と
」

つ
づ
り
か
た

洪
作
が
言
う
と
、

「
あ
あ
、
あ
れ
、
聞
い
た
。
―
―

何
を
書
い
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
。
洪
作
は
あ
き
子
の
口
か
ら
出
る
村
の
言
葉
と
は
ま
る
で
違
っ
た
言
葉
づ
か
い
が
眩
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

ま
ぶ

「
何
を
書
く
？
」

洪
作
は
ま
た
訊
い
た
。

き

「
秘
密
よ
。
ず
る
い
わ
、
洪
ち
ゃ
っ
て
。
―
―

わ
た
し
、
書
い
て
し
ま
う
ま
で
言
わ
な
い
」

そ
ん
な
こ
と
を
あ
き
子
は
言
っ
た
。
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「
先
生
が
相
談
し
ろ
っ
て
」

「
嘘
！
」

「
嘘
な
も
の
か
。
本
当
に
そ
う
言
っ
た
ん
だ
」

「
そ
ん
な
こ
と
言
い
っ
こ
な
い
わ
。
洪
ち
ゃ
っ
て
、
嫌
い
よ
、
ず
る
い
か
ら
」

洪
作
と
し
て
は

甚

だ
ｃ
心
外
な
言
い
が
か
り
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

は
な
は

「
本
当
に
先
生
か
ら
相
談
し
ろ
っ
て
言
わ
れ
た
ん
だ
」

洪
作
は
相
手
を
睨
み
つ
け
な
が
ら
言
っ
た
。
す
る
と
、
あ
き
子
も
瞬
間
烈
し
い
顔
を
し
た
。
洪
作
は
こ
れ
ま
で
あ
き
子
が
こ
の
よ
う
な
敵
意
を
も
っ
た
烈
し
い
顔

に
ら

は
げ

を
す
る
の
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
じ
ゃ
、
洪
ち
ゃ
は
洪
ち
ゃ
で
、
書
く
こ
と
を
先
生
に
話
し
た
ら
い
い
。
わ
た
し
は
わ
た
し
で
先
生
に
話
す
わ
」

そ
れ
か
ら
あ
き
子
は
、
洪
作
の
方
へ
き
ら
り
と
光
っ
た
眼
を
当
て
、

め

「
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
ら
い
い
で
し
ょ
う
」

と
言
っ
た
。

洪
作
は
人
か
ら
誤
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
子
に
依
っ
て
初
め
て
経
験
し
た
。
自
分
の
気
持
や
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
、
ど
う
し
て
も
相
手
に
理
解
し

て
貰
え
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
自
分
が
相
手
に
対
し
て
悪
意
を
抱
い
て
い
る
よ
う
に
す
ら
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
の
、
何
と
も
言
い
よ
う
の
な
い
悲
し
さ
を
味
わ
っ
た
。

も
ら洪

作
は
、
翌
日
登
校
す
る
と
、
受
持
の
教
師
に
、
自
分
が
書
こ
う
と
思
っ
て
い
る
綴
方
の
題
を
報
せ
た
。

し
ら

「
あ
き
子
さ
ん
と
二
人
で
先
生
に
題
を
言
い
っ
こ
す
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
。
〝
祖
父
と
椎
茸
〟
こ
う
い
う
題
で
書
き
ま
す
」

「
そ
う
か
、
そ
れ
で
も
い
い
が
、
何
も
匿
し
合
う
こ
と
は
な
い
。
ば
か
だ
な
」

か
く

教
師
は
言
っ
た
。
Ｂ
洪
作
は
こ
の
場
合
も
、
教
師
に
依
っ
て
幾
ら
か
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
。

洪
作
は
二
晩
ほ
ど
作
文
の
た
め
に
使
っ
た
。
こ
の
間
唐
平
と
二
人
で
棚
場
へ
祖
父
を
訪
ね
て
行
っ
た
時
の
こ
と
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
書
い
た
。
自
分
が
い
か

に
祖
父
か
ら
大
き
い
感
銘
を
受
け
た
か
、
そ
し
て
孤
独
な
生
活
の
中
で
椎
茸
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
る
祖
父
に
い
か
に
大
き
い
共
感
を
覚
え
た
か
、
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
、
綴
方
用
紙
十
枚
ほ
ど
に
綴
っ
た
。
洪
作
が
そ
れ
を
学
校
へ
出
す
日
の
朝
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
、

「
ど
れ
、
見
せ
て
ご
ら
ん
」
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と
言
っ
て
、
そ
れ
を
窓
際
で
読
ん
だ
。
読
み
終
る
と
、

お
わ

「
石
守
の
じ
い
ち
ゃ
も
、
洪
ち
ゃ
に
こ
ん
な
に
よ
く
書
か
れ
た
ら
い
つ
死
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。

倖

せ
な
じ
い
ち
ゃ
だ
」

し
あ
わ

と
言
っ
た
。
綴
方
を
教
師
の
手
も
と
に
出
し
て
か
ら
三
、
四
日
し
て
、
洪
作
は
校
長
の
石
守
森
之
進
に
呼
ば
れ
た
。
洪
作
が
校
長
室
へ
は
い
っ
て
行
く
と
、

「
こ
こ
が
違
っ
て
い
る
。
直
し
て
お
き
な
さ
い
」

と
、
伯
父
の
校
長
は
言
っ
た
。
椎
茸
の
栽
培
に
関
す
る
こ
と
を
、
粂
さ
ん
が
洪
作
と
唐
平
に
説
明
す
る
箇
処
で
あ
っ
た
。
欄
外
に
鉛
筆
で
二
、
三
の
用
語
が
訂
正

く
め

か

し

ょ

さ
れ
て
あ
っ
た
。

「
棚
場
に
行
っ
て
よ
か
っ
た
ろ
う
」

伯
父
は
、
例
に
よ
っ
て
、
憤
っ
た
よ
う
な
表
情
と
憤
っ
た
よ
う
な
口
調
で
言
っ
た
。
洪
作
は
伯
父
の
校
長
が
、
自
分
が
祖
父
を
棚
場
に
訪
ね
て
行
き
、
こ
の
よ
う

お
こ

な
作
文
を
書
い
た
こ
と
を
、
結
局
は

Ｙ

の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
。
伯
父
の
に
こ
り
と
も
し
な
い
気
難
し
い
顔
か
ら
は
、
そ
の
心
の
内
側
を
覗
く
こ
と

の
ぞ

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
洪
作
に
は
何
と
な
く
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
伯
父
が
自
分
を
棚
場
へ
行
か
せ
た
の
は
、

こ
ん
ど
の
学
校
か
ら
郡
へ
出
す
綴

方
に
そ
の
こ
と
を
書
く
よ
う
に
と
い
う
含
み
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
。

洪
作
は
あ
き
子
が
い
か
な
る
も
の
を
書
き
、
い
つ
そ
れ
を
教
師
の
手
も
と
に
出
し
た
か
、
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
洪
作
は
あ
き
子
と
道
で
会
っ
て
も
、
学
校
の
運

動
場
で
顔
を
合
せ
て
も
、
ひ
と
言
も

喋

ら
な
か
っ
た
。
口
な
ど
き
い
て
や
る
も
の
か
と
い
う
気
持
だ
っ
た
。
あ
き
子
の
方
は
あ
き
子
の
方
で
、
や
は
り
同
じ
よ
う

し
ゃ
べ

な
敵
意
を
洪
作
に
抱
い
て
い
る
ら
し
く
、
洪
作
の
顔
に
は
決
し
て
視
線
を
当
て
な
か
っ
た
。
Ｃ
全
く
洪
作
の
存
在
に
は
気
付
い
て
い
な
い
と
い
っ
た
風
を
装
っ
て
い

た
。十

二
月
に
は
い
っ
て
か
ら
、
洪
作
は
教
師
に
呼
び
出
さ
れ
、
教
員
室
へ
行
く
と
、

「
綴
方
を
出
し
た
が
、
最
初
に
落
ち
た
。
町
の
学
校
の
生
徒
と
は
ま
る
で
月
と
す
っ
ぽ
ん
だ
。
ま
だ
あ
き
子
の
方
を
出
し
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
ん
」

教
師
は
言
っ
た
。
叱
ら
れ
た
の
か
厭
味
を
言
わ
れ
た
の
か
判
ら
な
か
っ
た
。
洪
作
は
堪
ら
な
く
不
快
だ
っ
た
。
あ
き
子
の
綴
方
と
自
分
の
綴
方
が
比
較
さ
れ
、
自

し
か

い

や

み

た
ま

分
の
方
が
選
ば
れ
て
郡
の
方
へ
出
さ
れ
た
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
が
最
初
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
洪
作
は
こ
の
時
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

洪
作
は
、
こ
の
日
、
学
校
が
退
け
る
と
、
教
科
書
を
土
蔵
の
入
口
に
投
げ
込
ん
で
お
い
て
、
す
ぐ
一
人
で
、
若
い
衆
宿(

青
年
詰
所)

の
横
手
か
ら
、
墓
地
の
あ
る

熊
野
山
へ
登
っ
て
行
っ
た
。
洪
作
は
こ
れ
ま
で
一
人
で
熊
野
山
な
ど
へ
登
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
は
堪
ら
な
く
一
人
で
、
た
れ
も
居
な
い
と
こ
ろ
へ
行

っ
て
み
た
か
っ
た
。
Ｄ
こ
ん
ど
の
綴
方
の
こ
と
は
、
初
め
か
ら
す
る
こ
と
為
す
こ
と
志
と
違
っ
た
感
じ
だ
っ
た
。

な
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（
注
）
１

棚
場
―
―
林
太
郎
が
椎
茸
を
栽
培
し
て
い
る
山
中
の
集
落
。

２

田
方
郡
―
―
静
岡
県
田
方
郡
。
洪
作
が
住
ん
で
い
る
村
が
属
し
て
い
る
郡
。

３

御
料
局
―
―
国
有
林
を
管
理
す
る
部
局
。

４

綴
方
―
―
作
文
の
こ
と
。

問
１

Ｘ

、

Ｙ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

～

21

。

22
Ｘ

①

な
つ
か
し
い
も
の

②

わ
か
り
あ
え
な
い
も
の

③

親
し
い
も
の

21

④

近
寄
り
が
た
い
も
の

⑤

心
浮
き
立
つ
も
の

Ｙ

①

無
関
心
な
ま
ま
で
い
る

②

ね
た
ま
し
く
感
じ
て
い
る

③

心
配
し
て
く
れ
て
い
る

22

④

不
愉
快
な
思
い
を
し
て
い
る

⑤

悦
ん
で
く
れ
て
い
る

問
２

波
線
部
ａ
～
ｃ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

～

。

23

24

「
ａ
人
み
し
り
」

①

よ
く
知
ら
な
い
人
と
も
親
し
く
な
ろ
う
と
す
る
こ
と

②

見
知
っ
た
人
に
対
し
て
遠
慮
を
す
る
こ
と

23

③

誰
に
対
し
て
も
遠
慮
な
く
振
る
舞
う
こ
と

④

見
慣
れ
な
い
人
を
恥
ず
か
し
が
っ
た
り
す
る
こ
と

⑤

誰
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
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「
ｂ
気
お
く
れ
」

①

心
が
ひ
る
む
こ
と

②

引
け
目
を
感
じ
る
こ
と

③

乗
り
気
に
な
る
こ
と

24

④

気
分
が
落
ち
着
か
な
い
こ
と

⑤

あ
れ
こ
れ
思
い
悩
む
こ
と

「
ｃ
心
外
な
」

①

期
待
を
越
え
て
い
る

②

思
い
も
よ
ら
な
い

③

現
実
離
れ
を
し
て
い
る

25

④

思
慮
の
浅
い

⑤

良
心
を
欠
い
て
い
る

問
３

「
Ａ
一
、
二
度
、
洪
作
は
あ
き
子
と
視
線
を
合
わ
せ
た
が
、
あ
き
子
は
い
か
な
る
変
っ
た
表
情
も
取
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
洪
作
」

の
心
の
動
き
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。
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①

あ
き
子
は
六
年
生
の
中
で
も
監
督
者
的
な
立
場
に
あ
る
た
め
、
自
分
か
ら
男
の
子
に
声
を
か
け
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

う
し
た
気
位
の
高
い
態
度
に
近
寄
り
が
た
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。

②

あ
き
子
が
、
自
分
と
二
人
だ
け
し
か
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
隠
し
て
お
き
た
い
、
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
不
用
意
に
目

線
を
送
っ
た
自
分
の
行
い
が
思
慮
の
浅
い
も
の
で
あ
っ
た
と
恥
じ
て
い
る
。

③

御
料
所
の
所
長
の
娘
で
も
あ
る
あ
き
子
は
、
厳
し
く
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
当
は
自
分
と
話
が
し
た
い
の
だ
が
、
男
の
子
と
親
し
く
話
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
不
自
由
な
立
場
に
同
情
を
し
て
い
る
。

④

あ
き
子
も
自
分
と
話
を
す
る
機
会
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
視
線
が
合
っ
た
際
、
何
ら
か
の
意
を
含
ん
だ
態
度
を
と
る
も
の
と
期
待
し
て

い
た
が
、
そ
っ
け
な
い
態
度
を
と
ら
れ
て
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
気
分
で
い
る
。

⑤

あ
き
子
か
ら
先
に
自
分
に
話
し
か
け
て
く
る
は
ず
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
他
の
生
徒
に
か
ら
か
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
何
度
視
線
を
合
わ
せ
て
も

素
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
る
こ
と
に
不
満
を
募
ら
せ
て
い
る
。

問
４

「
Ｂ
洪
作
は
こ
の
場
合
も
、
教
師
に
依
っ
て
幾
ら
か
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
洪
作
」
の
思
い
を
八
〇
字
以
内
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で
説
明
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
記
述
式

４

。

問
５

「
Ｃ
全
く
洪
作
の
存
在
に
は
気
付
い
て
い
な
い
と
い
っ
た
風
を
装
っ
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
あ
き
子
」
の
様
子
か
ら
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。
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①

神
社
で
の
や
り
と
り
以
来
、
急
に
よ
そ
よ
そ
し
い
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
洪
作
に
対
し
て
、
驚
き
や
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら
も
憤
り
の
気
持

ち
を
持
っ
て
い
る
。

②

自
分
の
綴
方
が
学
校
代
表
に
選
ば
れ
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
持
ち
、
ず
る
い
手
を
使
お
う
と
し
た
洪
作
に
対
し
て
不
信
感
や
敵
対
心
を
抱
い
て

い
る
。

③

洪
作
と
は
今
ま
で
通
り
の
関
係
に
戻
り
た
い
と
願
い
つ
つ
も
、
競
い
合
っ
て
い
る
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
素
直
な
態
度
が
と
れ
ず
に
い
ら
だ
っ

て
い
る
。

④

洪
作
に
対
し
て
は
、
こ
の
間
ず
っ
と
そ
っ
け
な
い
態
度
を
と
り
続
け
て
き
た
た
め
、
今
更
そ
の
態
度
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
ず
に
困
惑
を
し
て
い

る
。

⑤

何
度
も
自
分
の
真
意
を
伝
え
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
非
を
認
め
て
改
め
よ
う
と
し
な
い
洪
作
に
対
し
て
、
激
し
い
怒
り
を
感
じ

て
い
る
。

問
６

「
Ｄ
こ
ん
ど
の
綴
方
の
こ
と
は
、
初
め
か
ら
す
る
こ
と
為
す
こ
と
志
と
違
っ
た
感
じ
だ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
洪
作
」
の
心
の
動
き
は
ど
の

な

よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
心
境
を
説
明
し
た
次
の
文
の

に
六
〇
字
以
内
で
「
す
る
こ
と
為
す
こ
と
」
の
内
容
を
記
述
し
て
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

解
答
番
号
は
、
記
述
式

５

。

洪
作
は

こ
と
に
、
や
る
せ
な
さ
を
感
じ
、
無
性
に
ひ
と
り
に
な
り
た
か
っ
た
。
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問
７

本
文
の
表
現
上
の
特
徴
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
マ
ー
ク
式

。

28

①

登
場
人
物
の
会
話
を
通
じ
て
物
語
が
淡
々
と
展
開
し
、
心
情
描
写
を
極
力
排
し
つ
つ
、
第
三
者
的
な
視
点
か
ら
物
語
全
体
が
写
生
的
に
描
か

れ
て
い
る
。

②

主
人
公
に
つ
い
て
は
時
系
列
に
あ
わ
せ
て
そ
の
内
面
の
変
化
が
語
ら
れ
、
他
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
な
心
情
描
写
が
丁
寧
に
な

さ
れ
て
い
る
。

③

文
語
的
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
場
面
の
切
り
替
え
を
早
く
し
て
、
時
間
経
過
と
と
も
に
変
化
す
る
登
場
人
物
の
人
間
関
係
を
き
わ
だ
た

せ
て
い
る
。

④

自
然
や
村
の
風
景
が
物
語
の
背
景
と
し
て
美
し
く
描
か
れ
、
そ
れ
ら
が
登
場
人
物
の
心
の
動
き
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
情
感
豊
か
に
描
い

て
い
る
。

⑤

会
話
文
に
描
写
的
な
表
現
を
重
ね
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
内
面
の
葛
藤
や
成
長
、
人
間
関
係
の
微
妙
な
変
化
な
ど
が
丹
念
に
描
か
れ
て
い

る
。
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四
漢
字
・
語
句
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問

Ａ
～
Ｊ
の
各
傍
線
部
に
つ
い
て
、
Ａ
～
Ｄ
は
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
Ｅ
～
Ｊ
は
カ
タ
カ
ナ
に
相
当
す
る
漢
字
を
楷
書
で
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。

な
お
、
送
り
仮
名
が
必
要
な
と
き
は
、
そ
れ
も
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は
、
記
述
式

６

Ａ
～
Ｊ
。

Ａ

醜
聞
を
種
に
恐
喝
す
る
。

Ｂ

さ
さ
い
な
こ
と
に
拘
泥
す
る
。

Ｃ

損
失
を
補
塡
す
る
。

Ｄ

大
仰
に
た
め
息
を
吐
く
。

Ｅ

茶
道
の
奥
義
を
カ
ン
ト
ク
す
る
。

Ｆ

敵
の
コ
ン
タ
ン
を
見
抜
く
。

Ｇ

交
通
事
故
を
ボ
ク
メ
ツ
す
る
。

Ｈ

旧
習
を
ボ
ク
シ
ュ
す
る
。

Ｉ

人
の
話
を
サ
エ
ギ
ル
。

Ｊ

多
数
派
の
意
見
に
フ
ワ
ラ
イ
ド
ウ
す
る
。

（
問
題

終
わ
り
）
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（

余

白

）


