
1
　
問
題
は

1
か
ら

5
ま
で
で
、
12
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

6
　
答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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1

次
の
各
文
の

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴
　
打
球
が
夏
空
に
弧
を
描
く
。

⑵
　
課
題
を
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
る
。

⑶
　
大
通
り
を
自
動
車
が
頻
繁
に
行
き
交
う
。

⑷
　
開
校
記
念
日
に
学
校
の
歴
史
を
顧
み
る
。

⑸
　
大
空
に
飛
び
立
っ
た
飛
行
機
が
旋
回
す
る
。

次
の
各
文
の

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で 

書
け
。

⑴
　
冷
蔵
庫
で
ム
ギ
チ
ャ
を
冷
や
す
。

⑵
　
公
園
で
新
緑
の
美
し
さ
を
ハ
イ
ク
に
よ
む
。

⑶
　
入
学
し
て
出
会
っ
た
同
級
生
と
シ
タ
し
く
な
る
。

⑷
　
道
が
分
か
ら
な
く
て
コ
マ
っ
て
い
る
人
に
行
き
方
を
教
え
る
。

⑸
　
家
事
の
フ
タ
ン
を
軽
減
す
る
た
め
、
早
起
き
し
て
ご
み
を
捨
て
る
。

12

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

父
の
影
響
で
写
真
家
を
目
指
し
て
い
る
大
学
生
の
「
僕
」（
大お
お

野の

匠た
く

海み

）
は
、
自
分
の
将

来
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
た
め
、
か
つ
て
父
が
幻
想
的
な
蛍
の
写
真
を
撮
影
し
た
長
野

県
・
辰た

つ

野の

町
を
訪
れ
た
。
町
で
出
会
っ
た
明あ
か

里り

の
母
、
菜な

摘つ
み

が
経
営
す
る
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

「〝
月
〟」
で
働
き
な
が
ら
、
し
ば
ら
く
の
間
、
辰
野
で
暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
匠
海
は
、 

あ
る
冬
の
日
、
仕
事
の
帰
り
に
明
里
に
呼
び
止
め
ら
れ
た
。

「
そ
う
だ
匠
海
、
外
に
行
こ
う
。
い
い
も
の
見
せ
て
あ
げ
る
。」

「
こ
ん
な
時
間
に
？
」

「
い
い
か
ら
。
コ
ー
ト
着
て
く
る
か
ら
待
っ
て
て
。
匠
海
は
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
カ
メ

ラ
も
。」

明
里
は
〝
月
〟
に
戻
っ
て
い
っ
た
。
僕
は
言
わ
れ
る
が
ま
ま
三
脚
と
自
分
の
カ
メ

ラ
、
さ
ら
に
菜
摘
さ
ん
の
カ
メ
ラ
を
首
か
ら
さ
げ
て
外
に
出
た
。
出
た
途
端
、
気
温

の
低
さ
に
焦あ

せ

る
。
僕
は
素
早
く
ダ
ウ
ン
の
前
を
し
め
た
。

コ
ー
ト
を
着
て
、
手
袋
を
つ
け
た
明
里
が
戻
っ
て
く
る
。

「
こ
っ
ち
。」

す
で
に
道
を
雪
が
覆
っ
て
い
た
。
明
里
が
雪
に
足
跡
を
つ
け
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。

暗
闇
。
の
は
ず
な
の
に
、
結
構
明
る
い
。
月
が
出
て
い
る
か
ら
だ
。
あ
と
、
雪
が

白
い
か
ら
。
明
里
の
背
中
を
追
い
か
け
て
、
木
々
の
陰
を
歩
い
て
い
く
。

「
な
ん
か
、
あ
っ
ち
光
っ
て
る
？
」

「
そ
う
。
も
う
す
ぐ
だ
よ
。
ほ
ら
。」

木
々
の
陰
を
抜
け
る
と
、
景
色
が
開
け
た
。

そ
こ
は
一
面
、
光
の
世
界
だ
っ
た
。

3⑴
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2

い
た
。

「
ど
う
し
て
匠
海
が
、
風
景
の
写
真
が
好
き
な
の
か
わ
か
っ
た
。」

「
え
、
何
？
」

「
自
分
じ
ゃ
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
？
」

「
…
…
そ
れ
が
理
由
に
な
る
の
？
」

「
人
生
は
思
い
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
よ
。
で
も
、
匠
海
は
そ
れ
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
匠
海
は
誰
か
と
比
べ
な
い
で
、
最
高
の
瞬
間
が
訪
れ
る

の
を
待
て
ば
い
い
。
風
景
自
体
は
逃
げ
な
い
で
し
ょ
？

　自
分
の
人
生
だ
っ
て
、
逃

げ
な
い
よ
。」

月
明
か
り
の
下
、
全
て
が
柔
ら
か
い
光
の
中
だ
っ
た
。

僕
は
黙
っ
て
頷う
な
ずく

。
溶
け
て
消
え
な
い
よ
う
、
明
里
の
言
葉
を
胸
の
中
に
仕
舞
い

こ
む
。
風
に
吹
か
れ
、
灯
火
の
消
え
か
か
っ
た
心
の
中
の
部
屋
に
、
パ
ッ
と
暖
か
い
灯あ
か

り
が
つ
い
た
よ
う
だ
っ
た
。

雪
の
中
に
、
明
里
は
足
を
踏
み
出
す
。
足
跡
を
つ
け
て
、
前
に
進
む
。
そ
の
後
ろ

姿
か
ら
、
目
が
離
せ
な
か
っ
た
。

「
ね
ぇ
明
里
。」

こ
っ
ち
を
向
い
た
明
里
に
向
か
っ
て
、
僕
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
。

カ
シ
ャ
、
と
音
が
な
る
。

「
あ
、
ず
る
い
。
撮
る
前
に
言
っ
て
よ
。」

「
次
か
ら
は
そ
う
す
る
。」

「
あ
、
そ
れ
お
母
さ
ん
の
カ
メ
ラ
だ
。」

「
そ
う
。
フ
ィ
ル
ム
だ
か
ら
、
現
像
し
て
プ
リ
ン
ト
す
る
ま
で
確
認
で
き
な
い
。」

ち
ゃ
ん
と
撮
れ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
の
魅
力
の

⑷

白
い
雪
が
月
光
に
照
ら
さ
れ
、
乱
反
射
し
て
輝
い
て
い
る
。
知
っ
て
い
る
場
所
の

は
ず
な
の
に
、
雪
に
覆
わ
れ
て
見
た
こ
と
の
な
い
景
色
に
な
っ
て
い
た
。

「
す
ご
い
で
し
ょ
。」

月
と
雪
。
自
然
が
作
り
出
す
美
し
さ
に
、
僕
は
言
葉
を
失
っ
た
。

風
に
乗
っ
て
細
か
い
雪
が
舞
う
。
そ
の
雪
の
粉
に
月
の
光
が
当
た
っ
て
、
空
気
ま

で
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
み
た
い
だ
。

「
こ
れ
が
、
辰
野
の
冬
の
蛍
。
私
が
そ
う
呼
ん
で
る
だ
け
だ
け
ど
。」

「
蛍
…
…
。」

光
を
反
射
し
な
が
ら
空
を
舞
う
雪
は
、
確
か
に
蛍
が
乱
舞
し
て
い
る
み
た
い
だ
。

明
里
は
以
前
、
川か
わ

島し
ま

は
冬
の
景
色
が
一
番
美
し
い
っ
て
言
っ
て
た
。
こ
う
い
う
こ
と

か
と
思
っ
た
。

明
里
が
深
呼
吸
す
る
。
僕
も
真ま

似ね

て
、
深
呼
吸
す
る
。
凍い

て
つ
い
た
空
気
が
、
肺

の
内
側
を
撫な

で
る
の
が
わ
か
る
。

「
し
み
る
な
ぁ
。」

と
僕
は
言
っ
た
。「
し
み
る
ね
。」
と
明
里
も
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

「
こ
の
空
気
を
吸
え
る
の
も
、
贅ぜ
い

沢た
く

な
ん
だ
よ
ね
。
窓
を
開
け
て
空
気
を
吸
え
る
だ
け

で
、
感
動
す
る
人
も
い
る
ん
だ
か
ら
。」

沖お
き

裏う
ら

さ
ん
が
、
や
っ
て
き
て
す
ぐ
に
デ
ッ
キ
に
出
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

綺き

麗れ
い

な
空
気
を
吸
え
る
こ
の
環
境
を
、
切
望
す
る
人
も
い
る
。

僕
は
三
脚
を
立
て
て
、
写
真
を
撮
る
。
誰
も
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
い
、
雪
景
色

と
月
明
か
り
。

「
嬉う
れ

し
そ
う
な
顔
し
て
る
ね
。」

明
里
に
言
わ
れ
て
、
写
真
を
撮
り
な
が
ら
自
分
が
に
や
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ

⑵
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3

「
あ
り
が
と
う
。」

自
然
と
そ
う
、
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
言
葉
が
出
た
。

「
何
に
対
し
て
？
」

と
訊き

き
返
さ
れ
る
。

「
な
ん
か
、
こ
う
、
全
体
的
に
。」

「
何
そ
れ
？
」

明
里
は
く
す
り
と
笑
っ
た
。

「
来
年
の
夏
は
、
一
緒
に
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
見
に
行
こ
う
ね
。
ほ
た
る
童
謡
公
園
の
。」

「
う
ん
、
夏
の
蛍
も
見
た
い
。
僕
は
ま
だ
、
あ
の
公
園
に
蛍
が
い
る
の
を
想
像
で
き
な

い
。」

「
見
た
ら
き
っ
と
び
っ
く
り
す
る
よ
。
す
ご
い
数
だ
か
ら
。」

「
楽
し
み
だ
な
。」

明
里
と
一
緒
に
い
ら
れ
て
、
僕
は
幸
せ
だ
と
思
っ
た
。

（
河
邉
徹
「
蛍
と
月
の
真
ん
中
で
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

川か
わ

島し
ま

―	

―
辰
野
町
に
あ
る
地
区
。

	

し
み
る
―	

―
冷
え
る
。
凍
る
。

	

沖お
き

裏う
ら

さ
ん
―	

―
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
〝
月
〟
の
長
期
宿
泊
客
。

	

独
り
ご
ち
た
―	

―
ひ
と
り
ご
と
を
言
っ
た
。

⑸

一
つ
だ
。

「
そ
う
だ
、
ま
た
星
の
こ
と
教
え
て
よ
。
あ
の
明
る
い
星
は
？
」

明
里
は
夜
空
を
指
さ
し
て
言
っ
た
。
冬
は
一
等
星
が
多
い
の
で
、
月
が
あ
っ
て
も

見
え
る
星
は
多
い
。
明
里
が
観み

て
い
る
明
る
い
星
は
、
シ
リ
ウ
ス
。
全
天
で
一
番
明

る
い
恒
星
。
冬
の
大
三
角
の
一
つ
。
好
き
な
物
の
知
識
は
す
る
す
る
と
出
て
く
る
。

指
で
辿た
ど

っ
て
、
前
と
同
じ
よ
う
に
明
里
に
教
え
て
あ
げ
た
。

僕
は
雪
と
冬
の
大
三
角
が
一
緒
に
入
る
構
図
を
探
し
、
三
脚
を
立
て
て
写
真
を
撮

る
。
明
里
も
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
を
覗の
ぞ

き
こ
む
。

「
星
の
写
真
っ
て
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
長
く
開
い
て
、
光
を
集
め
て
撮
る
ん
だ

よ
ね
？
」

「
そ
う
だ
ね
。」

「
そ
れ
っ
て
面
白
い
ね
。
じ
ゃ
あ
匠
海
は
、
光
の
配
達
屋
さ
ん
だ
。
匠
海
が
星
の
光
を

集
め
て
き
て
、
そ
れ
を
必
要
な
人
の
場
所
ま
で
運
ん
で
い
く
。」

「
光
の
配
達
屋
…
…
。」

言
わ
れ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
確
か
に
カ
メ
ラ
は
そ
の
瞬
間
の
光
を
集
め
て
、
別
の

場
所
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
装
置
だ
。
そ
ん
な
考
え
方
、
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
け

れ
ど
。

「
必
要
と
し
て
く
れ
る
人
、
い
る
と
い
い
な
。」

僕
は
そ
う
独
り
ご
ち
た
。

「
き
っ
と
い
る
よ
。」

明
里
は
微ほ
ほ

笑え

む
。
出
会
っ
た
頃
か
ら
そ
う
だ
。
明
里
は
い
つ
も
、
僕
よ
り
ず
っ
と

先
を
歩
い
て
い
て
、
僕
が
必
要
と
し
て
い
る
も
の
を
教
え
て
く
れ
る
。
僕
に
は
見
え

な
い
も
の
が
見
え
て
い
る
。
こ
ん
な
人
に
な
れ
た
ら
と
思
う
。

＊
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〔
問
3
〕　「
嬉う

れ

し
そ
う
な
顔
し
て
る
ね
。」
と
あ
る
が
、
明
里
が
こ
の
よ
う
に
言
っ 

た
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
辰
野
の
美
し
い
雪
景
色
に
接
し
て
す
ぐ
に
撮
影
し
よ
う
と
し
て
い
る
匠
海
に 

対
し
、
撮
影
を
す
る
前
に
対
象
を
冷
静
に
見
つ
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
。

イ
　
冷
た
く
澄
ん
だ
空
気
を
全
身
で
感
じ
な
が
ら
、
写
真
に
撮
り
た
い
と
思
え
る 

よ
う
な
美
し
い
景
色
と
出
会
っ
た
「
僕
」
の
喜
び
が
表
情
に
表
れ
て
い
た
か
ら
。

ウ
　
な
か
な
か
味
わ
う
こ
と
が
で
き
な
い
辰
野
の
冬
の
空
気
を
、
宿
泊
客
と
一
緒 

に
楽
し
ん
で
い
る
「
僕
」
の
満
足
感
が
表
情
に
表
れ
て
い
た
か
ら
。

エ
　
辰
野
の
冬
の
景
色
が
凍
り
付
く
ほ
ど
冷
た
く
き
れ
い
で
あ
る
こ
と
を
、
匠
海 

か
ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
明
里
は
嬉
し
さ
を
感
じ
て
い
る
か
ら
。

〔
問
4
〕　
僕
は
黙
っ
て
頷う
な
ず

く
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
僕
」
の
気
持
ち
に
最 

も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
風
景
を
撮
影
す
る
こ
と
と
、
人
生
と
を
結
び
付
け
て
話
す
明
里
の
言
葉
を
か 

み
し
め
、
自
分
の
心
に
し
っ
か
り
と
と
ど
め
よ
う
と
す
る
気
持
ち
。

イ
　「
僕
」
が
風
景
写
真
を
好
む
理
由
を
分
析
し
、
新
た
な
写
真
の
撮
り
方
を
提 

案
し
て
く
れ
た
明
里
に
感
謝
し
、
改
め
て
風
景
を
楽
し
も
う
と
思
う
気
持
ち
。

ウ
　「
僕
」
の
写
真
を
肯
定
的
に
捉
え
、
待
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
明
里
の 

言
葉
に
納
得
し
、
写
真
に
真
剣
に
向
き
合
い
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

エ
　
本
当
は
風
景
以
外
の
も
の
も
撮
り
た
い
と
い
う
思
い
を
、
鋭
く
見
抜
い
た
明 

里
に
感
服
し
、
風
景
の
魅
力
を
今
一
度
確
認
し
よ
う
と
思
う
気
持
ち
。

⑶⑷

〔
問
1
〕　
暗
闇
。
の
は
ず
な
の
に
、
結
構
明
る
い
。
月
が
出
て
い
る
か
ら
だ
。
あ

と
、
雪
が
白
い
か
ら
。
明
里
の
背
中
を
追
い
か
け
て
、
木
々
の
陰
を
歩
い 

て
い
く
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適 

切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
思
い
が
け
な
い
寒
さ
で
明
里
と
話
す
こ
と
も
で
き
ず
黙
っ
て
周
囲
を
見
渡
し 

て
い
る
「
僕
」
の
様
子
を
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
説
明
的
に
表
現
し
て
い
る
。

イ
　
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
明
里
の
後
ろ
姿
を
、
月
の
光

や
雪
を
真
っ
白
な
キ
ャ
ン
バ
ス
に
見
立
て
る
こ
と
で
写
実
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ウ
　
明
里
の
後
を
追
っ
て
歩
き
な
が
ら
捉
え
た
周
囲
の
状
況
に
つ
い
て「
僕
」の
心
に

浮
か
ん
だ
こ
と
を
、
短
い
文
で
テ
ン
ポ
よ
く
連
ね
て
印
象
的
に
表
現
し
て
い
る
。

エ
　
ぬ
か
る
ん
だ
雪
道
の
上
で
明
里
の
姿
を
見
失
う
ま
い
と
必
死
に
後
を
追
う

「
僕
」
の
あ
せ
り
を
、
た
と
え
を
用
い
る
こ
と
で
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。

〔
問
2
〕　「
蛍
…
…
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
僕
」
の
様
子 

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
月
の
夜
空
を
舞
う
雪
を
、
蛍
に
見
立
て
た
明
里
の
言
葉
に
感
銘
を
受
け
、
自 

分
の
言
葉
を
つ
な
ご
う
と
景
色
を
前
に
あ
れ
こ
れ
思
案
し
て
い
る
様
子
。

イ
　
目
の
前
の
壮
大
な
景
色
に
感
じ
入
り
な
が
ら
、
雪
を
蛍
に
た
と
え
た
明
里
の 

言
葉
を
振
り
返
り
、
以
前
見
た
美
し
い
雪
景
色
を
思
い
出
し
て
い
る
様
子
。

ウ
　
普
段
と
は
ま
る
で
違
う
、
厳
か
な
姿
を
見
せ
る
景
色
に
畏
怖
の
念
を
抱
き
、 

明
里
の
言
葉
に
も
集
中
で
き
な
い
ほ
ど
自
然
の
力
に
感
服
し
て
い
る
様
子
。

エ
　
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
輝
く
雪
を
、
冬
の
蛍
と
言
っ
た
明
里
の
言
葉
を
か
み 

し
め
な
が
ら
、
眼
前
に
広
が
る
美
し
い
冬
の
景
色
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
様
子
。

⑴⑵
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

建
築
は
閉
じ
ら
れ
、
ま
た
開
か
れ
る
。
人
、
風
、
光
、
景
色
、
時
に
は
木
の
葉
や
蝶ち

ょ
う

に
対
し
て
開
か
れ
ま
た
閉
じ
ら
れ
る
の
が
建
築
で
あ
る
。
何
に
対
し
て
、
何
時
、
ど
の

よ
う
に
開
か
れ
、閉
じ
ら
れ
る
の
か
、こ
れ
が
建
築
の
空
間
の
特
徴
を
決
定
し
て
い
る
。

そ
れ
を
決
め
る
と
こ
ろ
に
、
建
築
を
つ
く
る
面
白
さ
が
あ
る
。（
第
一
段
）

空
間
の
開
放
と
閉
鎖
の
問
題
は
、面
白
く
、そ
れ
だ
け
に
様
々
な
問
題
が
重
な
り
あ

い
、
か
ら
み
あ
っ
た
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
こ
れ
は
開
放
的
な
空
間
で
、

あ
れ
は
閉
鎖
的
な
空
間
だ
と
言
う
よ
う
な
割
り
切
っ
た
分
類
が
な
さ
れ
る
が
、そ
れ
は
、

空
間
の
部
分
的
な
あ
る
面
、
あ
る
は
た
ら
き
に
つ
い
て
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
体

を
正
し
く
と
ら
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。そ
れ
で
は
、建
築
の
、多
様
に
か
ら
み
あ 

っ
た
問
題
を
、
全
体
と
し
て
捉
え
る
面
白
さ
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
。（
第
二
段
）

よ
く
あ
る
そ
う
し
た
単
純
な
見
方
の
ひ
と
つ
は
、
西
洋
の
建
築
は
閉
鎖
的
で
、
日

本
の
建
築
は
開
放
的
だ
と
す
る
見
方
だ
。
た
し
か
に
、
囲
っ
て
い
る
壁
に
注
目
し
た

時
、
厚
く
重
い
組そ

積せ
き

造ぞ
う

の
壁
に
囲
ま
れ
た
西
洋
の
空
間
は
閉
鎖
的
で
、
薄
く
軽
い
紙

や
木
の
板
で
囲
ま
れ
た
日
本
の
空
間
は
開
放
的
だ
と
感
じ
る
こ
と
は
当
然
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
主
な
る
囲
い
の
開
放
性
・
閉
鎖
性
は
、
他
の
部
位
で
の
、
異
な
っ
た

種
類
の
開
放
性
・
閉
鎖
性
と
、
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
空
間

の
床
は
、
外
の
地
平
か
ら
一
段
高
く
持
ち
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
で
履は

き

も
の
を
脱
が
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
を
強
く
区
切
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
西
洋
の
屋
内

に
い
る
人
が
、
談
笑
し
つ
つ
、
時
に
は
男
女
が
組
ん
で
踊
り
つ
つ
屋
外
に
流
れ
出
て

い
く
よ
う
な
こ
と
は
、
日
本
の
伝
統
的
住
居
空
間
に
お
い
て
は
不
可
能
だ
。
床
と
壁

は
、
日
本
・
西
洋
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
互た

が
いに
他
の
開
放
・
閉
鎖
の
度ど

合あ
い

を
補

い
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。（
第
三
段
）

4

＊

⑴

〔
問
5
〕

　「あ
り
が
と
う
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
僕
」
の 

様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　自
分
が
想
像
も
し
な
か
っ
た
考
え
に
感
銘
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
か
ら 

ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
最
善
か
、
明
里
の
見
解
を
待
っ
て
い
る
様
子
。

イ

　自
分
の
写
真
が
誰
か
に
必
要
と
さ
れ
る
か
心
配
し
て
い
た
が
、
明
里
に
星
空
の

写
真
を
褒
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
星
空
を
専
門
に
撮
ろ
う
と
決
意
し
て
い
る
様
子
。

ウ

　自
分
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
自
分
が
必
要
と
し
て
い
る
言
葉
を
伝
え
て
く
れ

た
明
里
に
対
す
る
感
謝
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
あ
ふ
れ
出
て
い
る
様
子
。

エ

　星
座
を
写
真
に
撮
ろ
う
と
す
る
自
分
の
姿
を
、
絶
妙
な
比
喩
で
表
現
し
た
明 

里
に
対
し
て
抱
い
た
嫉
妬
と
羞
恥
心
と
を
何
と
か
隠
そ
う
と
し
て
い
る
様
子
。

⑸
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ド
イ
ツ
の
ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ
も
、
同
じ
よ
う
な
考
え
を
煉れ

ん

瓦が

の

壁
で
試
み
た
計
画
案
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
そ
の
も
の
は
、
デ
・
ス
テ 

ィ
ー
ル
の
画
家
達た

ち

の
作
品
に
似
て
美
し
い
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
想
像
し
て
、
そ
こ
に
自
分
の
空
間
を
見み

出い
だ

す
こ
と

は
難
し
い
。
ミ
ー
ス
は
、
後
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
イ
リ
ノ
イ
州
に
四
面
透
明
ガ
ラ

ス
張
り
の
「
ガ
ラ
ス
の
家
」
を
建
て
、
開
放
的
空
間
の
純
粋
な
実
現
と
し
て
注
目
を

集
め
た
。
し
か
し
こ
の
空
間
は
一
見
透
明
で
視
覚
的
に
は
極
め
て
開
放
的
と
も
言
え

る
が
、
全
体
は
ガ
ラ
ス
の
箱
の
よ
う
に
固
く
閉
じ
ら
れ
、
更
に
そ
の
箱
は
森
の
木
々

で
包
ま
れ
他
か
ら
完
全
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
果
た
し
て
こ
の
空
間
は

閉
じ
て
い
る
の
か
。
開
い
て
い
る
の
か
。
ど
ち
ら
に
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
中
で
、

自
分
の
居
場
所
を
み
つ
け
優
し
く
憩い

こ

う
こ
と
の
で
き
る
人
は
ど
こ
に
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
現
に
、
評
論
家
達
の
賞
賛
と
は
別
に
、
施せ

主し
ゅ

フ
ァ
ン
ス
ワ
ー
ス
は
建
築
家
ミ
ー

ス
を
訴
え
た
と
い
う
話
も
残
っ
て
い
る
。（
第
七
段
）

ミ
ー
ス
に
心
酔
し
、
彼
の
方
法
で
多
く
の
建
築
を
実
現
し
た
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ

リ
ッ
プ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
ミ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
の
家
を
模
範
に
し
た
住
宅
を
い
く
つ

も
建
て
て
い
る
が
、
注
意
深
く
観
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
住
宅
は
、
い
ず
れ
も
、

開
放
的
な
ガ
ラ
ス
張
り
の
居
間
を
、
極
め
て
閉
鎖
的
な
石
造
り
あ
る
い
は
煉
瓦
造
り

の
寝
室
と
の
組
み
合
わ
せ
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
部

分
の
開
放
性
は
他
の
部
分
の
閉
鎖
性
で
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
住
居
と
し
て
の
条

件
は
な
ん
と
か
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
第
八
段
）

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
亡
霊
は
、残
念
な
が
ら
今
日
で
も
生
き
て
い
る
。「
開
放
的
な
空
間
」、

「
誰
で
も
自
由
に
出
入
り
で
き
る
オ
ー
プ
ン
な
施
設
」、「
は
た
ら
き
が
固
定
さ
れ
ず
、

誰
で
も
自
分
の
居
場
所
が
見
つ
け
ら
れ
る
空
間
」
…
…
等
々
の
主
張
は
、
建
築
の
雑

誌
の
誌
上
か
ら
役
所
の
広
報
に
至
る
ま
で
、あ
ち
こ
ち
に
氾
濫
し
て
い
る
。結
果
的
に
建

築
は
、人
を
落
ち
着
か
せ
ず
、町
は
ま
す
ま
す
無
秩
序
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。（
第
九
段
）

＊
＊

⑵

問
題
は
、
さ
ら
に
複
雑
に
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
空
間
は
、
た
だ
単
に
一
枚
の
壁
で

包
ま
れ
て
い
る
場
合
は
少
な
い
。何
枚
も
の
重
な
り
で
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
が
普
通
だ
。

た
と
え
ば
建
物
の
壁
が
、そ
の
ま
わ
り
を
塀
や
垣
根
、あ
る
い
は
樹
木
で
囲
ま
れ
る
と

い
っ
た
場
合
の
よ
う
に
。
そ
れ
を
、
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
個
別
に
見
る
の
で
は
な
く
、
同

時
に
と
ら
え
る
な
ら
、
た
と
え
ば
、
西
洋
の
住
宅
は
、
室
内
を
外
に
見
せ
る
よ
う
に
構

え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
時
、
た
と
え
塀
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
見
通
し
の
き
く
鉄

柵
等
の
場
合
が
多
い
の
に
対
し
、日
本
の
開
放
的
な
木
と
紙
の
住
居
は
、閉
鎖
的
な
高

い
塀
で
囲
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。（
第
四
段
）

明
治
の
初
め
に
日
本
に
来
て
興
味
深
い
観
察
記
録
を
残
し
た
博
物
学
者
、エ
ド
ワ
ー

ド
・
モ
ー
ス
は
、
町
の
通
り
を
歩
い
て
い
る
時
「
日
本
の
住
居
が
閉
鎖
的
で
全
く
中
の

生
活
が
見
え
な
い
」
こ
と
を
驚
き
、
興
味
深
い
ス
ケ
ッ
チ
を
残
し
て
い
る
。（
第
五
段
）

あ
る
い
は
反
対
に
、
そ
れ
ま
で
の
西
洋
の
建
築
の
伝
統
が
、
あ
ま
り
に
も
権
威
主

義
的
で
重
々
し
い
と
考
え
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
建
築
は
、「
開
放
的
空
間
」、「
開
放
的
平

面
（
オ
ー
プ
ン
・
プ
ラ
ン
）」
あ
る
い
は
「
普
遍
的
空
間
（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
ス
ペ
ー

ス
）」
と
い
っ
た
空
間
の
開
放
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
建
築
の
革
新
を
目
指
し
た
が
、

そ
れ
も
極
端
に
片
寄
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
に
始
ま
っ
た
「
デ
・

ス
テ
ィ
ー
ル
」
の
運
動
が
あ
る
。
彼
等
は
、
そ
れ
ま
で
の
建
築
を
ま
ず
バ
ラ
バ
ラ
に

分
解
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
リ
ー
ト
フ
ェ
ル
ト
が
一
九
二
三
年
に
発
表
し
た
計
画
案

に
お
い
て
、
住
居
の
囲
い
は
、
い
く
つ
も
の
平
面
に
分
解
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
の
意

図
は
、
十
九
世
紀
ま
で
の
あ
ま
り
に
も
硬
直
化
し
た
空
間
概
念
と
設
計
理
念
を
も
う

一
度
新
し
く
と
ら
え
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
理
念
は
、

紙
の
上
で
し
か
示
し
得
ず
実
現
し
た
住
居
は
、
中ち

ゅ
う

途と

半は
ん

端ぱ

な
も
の
に
終お

わ

っ
た
。
華
々

し
い
「
宣
言
」
や
「
主
張
」
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
叫
ば
れ
よ
う
と
、
紙
の
上
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
よ
う
と
も
建
築
空
間
が
、
完
全
に
開
き
っ
ぱ
な

し
で
、
存
在
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。（
第
六
段
）

＊

＊
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「
デ
・
ス
テ
ィ
ー
ル
」
の
運
動
―	

―
二
十
世
紀
初
頭
の
オ
ラ
ン
ダ
で
、
建
築

な
ど
に
抽
象
的
表
現
を
取
り
入
れ
る
こ	

と
を
目
指
し
た
運
動
。

	

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
―	

―
製
図
。

	

施せ

主し
ゅ

―	

―
建
築
や
設
計
な
ど
を
依
頼
し
た
人
。

〔
問
1
〕
　床
と
壁
は
、
日
本
・
西
洋
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
互た

が
いに
他
の
開
放
・

閉
鎖
の
度ど

合あ
い

を
補
い
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
あ
る
が
、	

こ
の
よ
う
に
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な	

も
の
を
選
べ
。

ア

　日
本
と
西
洋
の
建
築
は
、
形
は
異
な
る
が
壁
と
床
の
素
材
は
共
通
し
て
お
り	

開
放
性
と
閉
鎖
性
の
組
み
合
わ
せ
の
度
合
い
も
同
じ
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　日
本
で
も
西
洋
で
も
、
建
築
に
お
い
て
空
間
は
あ
る
部
分
の
開
放
性
や
閉
鎖	

性
を
他
の
部
分
で
補
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ

　木
や
紙
で
で
き
た
日
本
の
住
居
と
同
様
に
、
西
洋
の
住
居
は
開
放
的
で
あ
る	

が
床
の
構
造
に
よ
っ
て
空
間
を
強
く
区
切
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ

　近
代
建
築
は
日
本
建
築
の
開
放
性
と
、
西
洋
建
築
の
閉
鎖
性
と
が
互
い
に
補	

い
あ
う
特
徴
を
持
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

⑴

も
う
一
度
、
し
っ
か
り
と
、
空
間
の
意
味
が
捉
え
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、

私
の
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
。
あ
な
た
は
、
あ
な
た
の
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
。
私

と
あ
な
た
が
、
同
じ
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
時
も
あ
る
。
共
に
い
る
、
と
は
そ
の
時

の
こ
と
を
言
う
。
家
族
、
共
同
体
、
と
は
、
同
じ
空
間
に
包
ま
れ
て
い
る
人
の
こ
と

を
言
う
。（
第
十
段
）

私
を
包
み
、
私
と
あ
な
た
を
ひ
と
つ
に
包
む
空
間
を
つ
く
る
の
が
、
建
築
だ
。
私

は
、
そ
の
空
間
の
中
で
、
安
ら
ぎ
、
憩
い
、
自
分
の
行
う
べ
き
こ
と
を
行
い
、
自
分

が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
。
建
築
空
間
と
は
、
そ
の
よ
う
に
人
を
包
む
も
の

で
あ
る
。
た
と
え
、
華
や
か
に
人
目
を
ひ
い
て
い
る
建
物
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
空
間

が
あ
な
た
を
優
し
く
、
暖
か
く
包
み
、
そ
し
て
あ
な
た
が
そ
こ
に
留と

ど

ま
っ
て
い
た
い

と
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
良
い
建
築
で
は
な
い
、
と
言
い
切
る

こ
と
に
し
よ
う
。（
第
十
一
段
）

自
分
の
空
間
を
、
し
っ
か
り
と
持
っ
て
い
る
人
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
外
と
つ
な
が

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
な
い
人
は
、
外
と
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
難
し
い
。

そ
れ
は
、
自
分
の
考
え
を
持
た
な
い
人
が
、
他
と
意
見
を
交
わ
す
こ
と
が
難
し
い
こ

と
に
通
じ
て
い
る
。
部
屋
と
部
屋
が
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
住
居
が
で
き
、
家
族
が
で

き
る
。住
居
と
住
居
が
う
ま
く
つ
な
が
っ
て
、町
が
で
き
、共
同
体
が
で
き
る
。良
き
町
、

良
き
都
市
と
は
、そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
、育
っ
て
い
く
。そ
の
よ
う
に
部
屋
と
は
、人
間

を
育
て
、建
築
を
つ
く
り
、都
市
を
つ
く
っ
て
い
く
、基
本
な
の
で
あ
る
。（
第
十
二
段
）

（
香
山
壽
夫
「
建
築
を
愛
す
る
人
の
十
三
章
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）

〔
注
〕	

組そ

積せ
き

造ぞ
う

―	

―
ブ
ロ
ッ
ク
な
ど
を
積
み
上
げ
る
建
築
構
造
。

	

モ
ダ
ニ
ズ
ム
―	

―
伝
統
主
義
に
対
抗
し
て
常
に
新
し
さ
を
求
め
る
こ
と
。

⑶
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〔
問
4
〕

　良
き
町
、
良
き
都
市
と
は
、
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
育
っ
て
い
く
。
と 

あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最 

も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　自
分
の
空
間
を
も
た
な
い
人
で
も
、
外
に
つ
な
が
り
を
求
め
る
こ
と
で
、
町 

や
都
市
な
ど
の
共
同
体
の
中
で
自
己
を
確
立
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　空
間
的
に
開
か
れ
た
環
境
で
生
活
す
る
家
族
が
、
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
で
、

町
や
都
市
な
ど
の
共
同
体
の
結
び
つ
き
が
強
固
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ

　人
が
安
ら
ぎ
、
自
己
の
存
在
を
確
認
で
き
る
空
間
が
互
い
に
つ
な
が
る
こ
と 

で
共
同
体
が
生
ま
れ
、
町
や
都
市
が
成
熟
し
て
い
く
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ

　閉
鎖
的
な
自
分
の
空
間
に
住
む
人
が
、
外
に
出
て
建
築
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ 

と
で
、
町
や
都
市
な
ど
の
共
同
体
を
つ
く
り
変
え
て
い
く
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

〔
問
5
〕
　国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に

あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
、
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で

書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、

や

や

な
ど
も
、 

そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

⑶

〔
問
2
〕

　結
果
的
に
建
築
は
、
人
を
落
ち
着
か
せ
ず
、
町
は
ま
す
ま
す
無
秩
序
な 

も
の
と
な
っ
て
い
く
。
と
あ
る
が
、「
結
果
的
に
建
築
は
、
人
を
落
ち
着
か

せ
ず
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　開
放
的
な
建
築
が
、
世
の
中
に
広
ま
っ
た
結
果
、
建
物
は
自
由
に
出
入
り
で 

き
る
も
の
と
な
り
生
活
の
安
全
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

イ

　美
し
い
空
間
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
住
居
が
増
え
た
結
果
、
住
居
と
し
て
の 

実
用
性
が
な
く
な
り
、
生
活
に
不
便
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

　人
々
が
開
放
的
な
建
築
空
間
を
希
求
す
る
こ
と
で
、
外
に
開
か
れ
た
建
物
が 

増
え
、
住
居
に
必
要
な
静
け
さ
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

エ

　空
間
の
開
放
性
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
建
築
は
平
穏
を
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
と 

な
り
、
人
は
建
物
に
居
場
所
を
見
つ
け
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
3
〕
　こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
十
一
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し 

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
空
間
の
開
放
と
閉
鎖
の
構
造
上
の
関
係
を
踏
ま

え
、
空
間
が
も
つ
意
味
を
示
し
て
文
章
全
体
の
結
論
に
導
い
て
い
る
。

イ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
現
代
的
な
建
築
が
も
つ
空
間
の
在
り
方
に
関
す 

る
事
例
に
対
し
て
、
そ
れ
を
完
全
に
否
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

ウ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
開
放
性
を
突
き
詰
め
た
理
想
の
建
築
を
実
現
す 

る
た
め
、
具
体
的
な
事
例
を
列
挙
し
て
自
説
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。

エ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
、
西
洋
建
築
を
と
ら
え
直
す
運
動
の
妥
当
性
に
つ 

い
て
、
根
拠
と
な
る
事
例
を
付
け
加
え
て
問
題
解
決
の
手
順
を
示
し
て
い
る
。

⑵
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と
こ
も
」
は
「
を
と
こ
の
」
で
な
く
て
は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。『
古
今
集
』
仮

名
序
の
よ
う
な
名
文
を
書
い
た
貫
之
が
、こ
れ
ほ
ど
ぎ
こ
ち
な
く
味
気
な
い
文
章

を
書
く
の
は
お
か
し
い
。
何
か
あ
る
な
と
考
え
て
み
た
ら
、「
を
む
な
も
し

0

0

0

0

0

て
み

ん
」
と
い
う
重
ね
合
わ
せ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。「
を
む
な
も
し
」
と
は
「
女

文
字
」
す
な
わ
ち
、
ひ
ら
が
な
で
す
。『
古
今
集
』
の
巻
第
十
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
「
物も

の

名の
な

」
の
手
法
と
同
じ
で
す
ね
。

物
名
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
「
桔き

ち

梗か
う

の
花は

な

」
と
い
う
隠
題
を
〈
あ
き
ち
か
う
の

0

0

0

0

0

は
な

0

0

り
に
け
り
し
ら
露
の
お
け
る
草
葉
も
色
か
は
り
ゆ
く
〉と
い
う
ふ
う
に
歌
に

埋
め
込
む
。『
土
佐
日
記
』
で
は
「
を
と
こ
も
す
な
る
」
と
い
う
言
葉
遣
い
の
不

自
然
さ
で
、隠
し
た
語
が
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。「
を0

と
こ
も
す

0

0

0

0

な
る
」
も
、
不
完
全
な
が
ら
「
を
と
こ
も
し
」
の
重
ね
あ
わ
せ
で
す
。

日
記
は
普
通
、
男
文
字
で
書
く
け
れ
ど
も
、
私
は
「
女
文
字
」
で
、
つ
ま
り
日
本

語
の
表
現
の
ま
ま
に
書
き
表
そ
う
と
い
う
宣
言
な
の
で
す
。さ
ら
に
そ
の
宣
言
の

中
で
、ひ
ら
が
な
を
運
用
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
も
で
き
る
ん
だ
ぞ
と
い
う
見
本

も
同
時
に
示
し
て
い
る
。
漢
字
で
は
で
き
な
い
芸
当
で
す
。

石
川

　私
は
男
＝
中
国
、
女
＝
こ
ち
ら
の
国
と
い
う
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
共
通

の
認
識
か
ら
、
漢
文
の
日
記
を
女
手
（
ひ
ら
が
な
）
で
書
こ
う
と
い
う
意
識
だ

と
解
読
し
ま
し
た
が
、
先
生
の
話
は
具
体
的
で
、
実
証
的
で
す
。
女
手
と
い
う

言
葉
は
『
宇う

津つ

保ほ

物も
の

語が
た
り』
や
『
源
氏
物
語
』
に
あ
り
ま
す
が
、
女
文
字
と
い
う

言
葉
も
あ
る
の
で
す
か
。

小
松

　『土
佐
日
記
』
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。『
土
佐
日
記
』
に
は
、
あ
と
の
ほ
う

に
「
男
文
字
」
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
も
他
の
文
献
に
は
出
て
き
ま
せ
ん
。

こ
の
ほ
か
に
も
貫
之
が
作
っ
た
言
葉
は
い
く
つ
も
あ
る
よ
う
で
す
。
後
世
と
意

味
が
違
い
ま
す
が
「
ま
く
ら
こ
と
ば
」（
序
文
の
意
）。
そ
れ
か
ら
「
や
ま
と
う

＊

次
の
Ａ
の
文
章
は
、「
土
佐
日
記
」
に
関
す
る
対
談
の
一
部
で
あ
り
、
Ｂ
の
文

章
は
、「
土
佐
日
記
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
は
、
Ａ
で

取
り
上
げ
ら
れ
た
「
古
今
和
歌
集
」
の
「
仮
名
序
」
の
原
文
で
あ
り
、

内

の
文
章
は
そ
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に

答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

石
川

　日
本
語
と
い
う
の
は
非
常
に
末ま

っ

梢し
ょ
う表
現
が
肥
大
化
し
た
言
語
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
助
詞
や
丁
寧
語
、
尊
敬
語
な
ど
末
尾
の
表
現
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
く
、話
し
手
が
何
を
選
ぶ
か
で
言
葉
の
意
味
さ
え
変
わ
っ
て
く

る
。
例
え
ば
「
思
い
ま
す
の
よ
」
と
い
う
言
葉
の
「
の
よ
」
に
、
話
者
の
属
性
や

感
情
に
つ
い
て
、非
常
に
重
要
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。話
者
は
男
か
女
か
、

相
手
は
目
上
か
目
下
か
。
そ
し
て
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
語
へ
の
繰
り

込
み
力
の
高
い
ひ
ら
が
な
が
で
き
た
こ
と
で
、ど
ん
ど
ん
広
が
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。漢
文
で
は
表
せ
な
い
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ひ
ら
が
な
に

よ
っ
て
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
、
と
。

小
松

　貫つ
ら

之ゆ
き

が
『
土
佐
日
記
』
を
ひ
ら
が
な
で
書
い
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う

理
由
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
貫
之
は
漢
文
を
自
由
に
書
け
た
は
ず
で
す
が
、
ひ

ら
が
な
じ
ゃ
な
い
と
心
に
感
じ
た
と
お
り
に
は
書
け
な
い
。
そ
う
い
う
歯
が
ゆ

さ
、
焦
燥
感
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
川

　そ
れ
が
ひ
ら
が
な
を
作
り
あ
げ
て
い
く
原
動
力
に
な
っ
た
。

小
松

　ひ
ら
が
な
の
表
現
力
に
つ
い
て
貫
之
の
考
え
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

の
が
、『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
セ
ン
テ
ン
ス
で
す
。「
を
と
こ
も
す
な
る
日
記

と
い
ふ
も
の
を
、
を
む
な
も
し
て
み
ん
と
て
す
る
な
り
」。
た
い
へ
ん
有
名
で

す
が
、
と
て
も
ち
ぐ
は
ぐ
な
表
現
の
文
章
で
す
。
そ
も
そ
も
書
き
出
し
の
「
を

5Ａ

＊

＊

⑴

⑵
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と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。そ
れ
に
加
え
て
、「
女

も
し
」
の
部
分
に
「
女
文
字
」
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
男
も
す
」
の
部

分
に
は
「
男
文
字
」
が
透
け
て
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
を
熱
心
に
主
張
し
た
の
は
小こ

松ま
つ

英ひ
で

雄お

で
あ
っ
た
。

「
女
も
し
」
が
女
文
字
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
と
し
て
も
、「
男
も
す
」
が
「
男

文
字
」
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
男
が
す
る
と

聞
い
て
い
る
」
で
あ
れ
ば
「
男
の
す
な
る
」
で
よ
い
わ
け
で
、「
も
」
を
使
っ
て
い

る
の
は
男
女
を
併
置
す
る
た
め
、
と
い
う
説
明
で
は
物
足
り
な
い
。
併
置
さ
れ
て

い
る
の
は
「
女
文
字
」
と
「
男
文
字
」
で
あ
る
、
と
考
え
れ
ば
、
確
か
に
納
得
が

ゆ
く
の
で
あ
る
。

言
葉
で
心
を
表
現
す
る
営
み
の
中
で
、当
代
人
に
と
っ
て
音
の
響
き
合
い
が
ど
れ

ほ
ど
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
ま
た
、
音
は
完
全
に
一

致
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、特
定
の
音
を
連
想
さ
せ
る
だ
け
で
充
分
に
そ
の
機
能
を

発
揮
す
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。し
た
が
っ
て
、ロ
ー
マ
字
表
記
で
見
て
み
れ
ば
、

onnam
oshi

を
念
頭
に
置
い
た
上
でotokom

os

と
い
う
音
素
が
連
な
っ
た
時
点
で
、

「
男
文
字
」
は
充
分
に
連
想
さ
れ
得
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

書
き
出
し
の
文
に
こ
の
解
釈
を
盛
り
込
ん
で
み
る
と
、

　《
男
も
書
く
と
聞
い
て
い
る
（
漢
文
の
）
日
記
と
い
う
も
の
を
、
女
の
私
も
（
仮

名
文
で
）
書
い
て
み
よ
う
、
と
思
っ
て
書
く
の
で
あ
る
》

と
な
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、「
男
」
と
「
女
」
の
対
立
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
男
文

字
」
と
「
女
文
字
」
の
対
立
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
向
き
も
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
う
一
度
「
も
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
と
、「
女
」
が
主

語
に
な
っ
て
い
る
こ
の
一
文
で
は
後
半
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、「
男
文

字
」
と
「
女
文
字
」
は
た
だ
併
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら

⑷

ア

イ

た
」
な
ど
も
、
お
そ
ら
く
彼
の
作
っ
た
言
葉
で
す
。

石
川

　《秋あ
き

萩は
ぎ

帖じ
ょ
う》
と
の
関
連
で
考
え
る
の
で
す
が
、
み
そ
ひ
と
文
字
と
い
う
の

は
い
つ
か
ら
の
言
葉
で
す
か
。

小
松

　正
確
に
は
突
き
止
め
て
い
ま
せ
ん
。『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
で
は
「
み
そ

文
字
あ
ま
り
ひ
と
文
字
」
で
す
。「
み
そ
ひ
と
文
字
」
は
中
世
以
後
で
し
ょ
う
ね
。

ひ
ら
が
な
に
と
っ
て
幸
い
だ
っ
た
の
は
、「
か
り
そ
め
の
文
字
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
世
界
の
ど
の
国
で
も
、
読
め
る
こ
と
、
そ
し
て
書
か
な

い
こ
と
が
教
養
あ
る
女
性
の
た
し
な
み
だ
っ
た
。中
国
に
女
性
の
詩
人
な
ん
て
ほ

と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
。
だ
け
ど
日
本
で
は
、ひ
ら
が
な
が
か
り
そ
め
の
文
字
で

あ
っ
た
た
め
に
、
女
性
も
自
由
に
書
く
こ
と
を
許
さ
れ
た
。そ
れ
が
平
安
時
代
の

仮
名
文
学
作
品
で
す
。

石
川

　女
手
つ
ま
り
ひ
ら
が
な
に
よ
っ
て
、
世
界
で
い
ち
は
や
く
文
化
的
に
は
、

識
字
女
性
は
も
の
が
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
漢
学
・
漢
文
、
つ
ま

り
政
治
と
思
想
か
ら
は
締
め
出
さ
れ
つ
づ
け
ま
し
た
が
。

小
松

　自
由
自
在
に
使
え
る
ひ
ら
が
な
が
日
本
語
の
表
現
を
豊
か
に
し
た
。
漢
字

文
と
仮
名
文
と
い
う
二
段
階
が
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、

日
本
語
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

（
石
川
九
楊
、
小
松
英
雄
「
ひ
ら
が
な
対
談
」
に
よ
る
）

『
土
佐
日
記
』
の
書
き
出
し
は
、
広
く
人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
て
い
る
。

　
男
も
す
な
る
日
記
と
い
ふ
も
の
を
、
女
も
し
て
み
む
、
と
て
、
す
る
な
り
。

（
十
二
月
廿

に
じ
ゅ
う

一
日
）

　《
男
も
書
く
と
聞
い
て
い
る
日
記
と
い
う
も
の
を
、
女
の
私
も
書
い
て
み
よ
う
、

と
思
っ
て
書
く
の
で
あ
る
》

⑶

＊

＊

Ｂ

＊
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〔
注
〕	

末ま
っ

梢し
ょ
う

―	

―
先
端
、
末
端
。
こ
こ
で
は
文
末
の
こ
と
。

	

貫つ
ら

之ゆ
き

―	

―
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

。
平
安
時
代
初
期
の
貴
族
、
歌
人
。

	

宇う

津つ

保ほ

物も
の

語が
た
り

―	

―
平
安
時
代
中
期
の
長
編
物
語
。

	

秋あ
き

萩は
ぎ

帖じ
ょ
う

―	

―
平
安
時
代
の
書
の
作
品
。

	

み
そ
ひ
と
文
字
―	

―
三
十
一
字
。
和
歌
の
字
数
。

	

人
口
に
膾か

い

炙し
ゃ

し
て
い
る
―	

―
広
く
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
。

〔
問
1
〕　
貫
之
は
漢
文
を
自
由
に
書
け
た
は
ず
で
す
が
、
ひ
ら
が
な
じ
ゃ
な
い
と	

心
に
感
じ
た
と
お
り
に
は
書
け
な
い
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
ひ
ら	

が
な
じ
ゃ
な
い
と
心
に
感
じ
た
と
お
り
に
は
書
け
な
い
」
を
説
明
し
た
も	

の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
貫
之
は
、
自
身
の
漢
文
の
表
現
力
で
は
心
の
あ
り
さ
ま
を
表
現
し
き
れ
な
い
と

い
う
思
い
か
ら
、
ひ
ら
が
な
を
用
い
よ
う
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

イ
　
貫
之
は
、
感
情
を
表
す
語
が
多
様
な
ひ
ら
が
な
を
使
う
と
、
か
え
っ
て
感
情
を

表
現
し
に
く
く
な
る
こ
と
を
も
ど
か
し
く
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
貫
之
は
、
末
尾
の
表
現
の
細
か
な
違
い
で
様
々
な
意
味
を
込
め
ら
れ
る
ひ
ら
が

な
を
、
早
く
世
に
広
め
た
い
と
い
う
あ
せ
り
を
感
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

エ
　
貫
之
は
、
漢
文
よ
り
も
細
か
な
差
異
を
表
現
で
き
る
ひ
ら
が
な
を
用
い
た
方
が
、

自
身
の
情
感
を
よ
り
的
確
に
表
現
で
き
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

⑴

か
と
言
え
ば
「
女
文
字
」
を
尊
重
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
り
現
代

風
に
言
い
換
え
る
な
ら
、

　《
漢
文
の
日
記
と
い
う
も
の
も
あ
る
ら
し
い
が
、
私
は
仮
名
で
書
く
》

と
で
も
な
ろ
う
か
。

さ
ら
に
日
記
を
「
す
る
」
と
い
う
動
詞
も
注
目
に
値
す
る
。
ほ
か
の
動
詞
で
は
な

く
「
す
る
」
を
選
ん
だ
の
は
、
む
ろ
ん
「
男
文
字
」「
女
文
字
」
を
埋
め
込
む
た
め

の
選
択
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
適
応
範
囲
が
広
く
、
ま
た
純
粋
な

行
動
を
示
す
「
す
る
」
と
い
う
動
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
土
佐
日
記
』
の

書
き
手
が
こ
の
日
記
を
実
験
的
な
仮
名
文
の
試
み
と
し
て
意
識
し
て
い
る
こ
と
の

表
れ
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
大
野
ロ
ベ
ル
ト
「
紀
貫
之
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）

や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る

も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
言
ひ
出い
だ

せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯

う
ぐ
い
す、

水
に
住
む
か
は
づ

の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。

和
歌
は
、人
の
心
を
種
と
し
て
、多
く
の
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。こ
の

世
に
生
き
る
人
は
、関
わ
り
合
う
事
柄
が
ま
こ
と
に
多
い
の
で
、心
に
思
う
こ
と

を
、
見
る
も
の
や
聞
く
も
の
に
託
し
て
歌
に
す
る
の
で
あ
る
。
花
に
鳴
く
鶯
や
、

水
に
住
む
蛙か
え
るの

声
を
聞
く
と
、す
べ
て
生
あ
る
も
の
は
、ど
れ
が
歌
を
詠よ

ま
な
い

な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（

高
田
祐
彦
「
新
版
　
古
今
和
歌
集
」
に
よ
る
）

ウ

エ

Ｃ

⑸
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〔
問
4
〕

　生
き
と
し
生
け
る
も
の
と
あ
る
が
、
Ｃ
の
現
代
語
訳
に
お
い
て
「
生
き
と

し
生
け
る
も
の
」
に
相
当
す
る
部
分
は
ど
こ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切

な
も
の
を
選
べ
。

ア

　こ
の
世
に
生
き
る
人

イ

　見
る
も
の
や
聞
く
も
の

ウ

　す
べ
て
生
あ
る
も
の
は

エ

　歌
を
詠よ

ま
な
い

〔
問
5
〕
　Ｂ
の
二
重
傍
線
部
ア
〜
エ
の
「
れ
」
の
う
ち
、
他
と
意
味
・
用
法
の
異 

な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

⑸

〔
問
2
〕

　Ａ
で
は
そ
も
そ
も
書
き
出
し
の
「
を
と
こ
も
」
は
「
を
と
こ
の
」
で
な 

く
て
は
お
か
し
い
で
し
ょ
う
。
と
あ
り
、
Ｂ
で
は
し
か
し
、「
男
が
す
る
と

聞
い
て
い
る
」
で
あ
れ
ば
「
男
の
す
な
る
」
で
よ
い
わ
け
で
、「
も
」
を
使 

っ
て
い
る
の
は
男
女
を
併
置
す
る
た
め
、
と
い
う
説
明
で
は
物
足
り
な
い
。 

と
あ
る
が
、『
土
佐
日
記
』
の
冒
頭
の
「
男
も
す
な
る
」
の
「
も
」
の
特
徴

を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　「も
」
で
読
み
手
に
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え
な
が
ら
、「
桔
梗
の
花
」
が
隠 

題
と
し
て
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

イ

　「も
」
を
用
い
る
こ
と
で
読
み
手
に
「
男
文
字
」
と
「
女
文
字
」
と
を
想
起 

さ
せ
、
ひ
ら
が
な
が
も
つ
表
現
の
豊
か
さ
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

ウ

　「も
」
を
用
い
て
ひ
ら
が
な
の
有
用
性
を
読
み
手
に
意
識
さ
せ
つ
つ
、
東
ア 

ジ
ア
漢
字
文
化
圏
共
通
の
認
識
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

エ

　「も
」
を
用
い
て
読
み
手
に
ひ
ら
が
な
の
曖
昧
さ
を
示
す
こ
と
で
、
漢
文
は 

思
想
を
正
確
に
伝
え
る
文
学
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

〔
問
3
〕
　石
川
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し 

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　貫
之
が
作
っ
た
言
葉
に
関
す
る
小
松
さ
ん
の
見
解
を
受
け
、
別
の
例
を
用
い
た

質
問
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
後
の
話
題
を
焦
点
化
し
て
い
る
。

イ

　直
前
の
小
松
さ
ん
の
発
言
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
そ
れ
と
反
対
の
内
容
を
具
体
的

に
述
べ
て
、
一
つ
一
つ
の
例
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。

ウ

　平
安
時
代
と
現
代
の
言
葉
の
意
味
を
比
較
し
た
小
松
さ
ん
の
発
言
を
受
け
、
自

身
の
『
土
佐
日
記
』
の
評
価
を
述
べ
て
、
次
の
発
言
を
促
し
て
い
る
。

エ

　自
身
の
疑
問
に
対
す
る
小
松
さ
ん
の
意
見
に
対
し
、
書
と
の
関
連
性
か
ら
新
た

な
疑
問
を
示
す
こ
と
で
、
書
に
関
す
る
話
題
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

⑵

⑷

⑶
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