
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

　最
後
ま
で
意
志
を
貫
い
て
目
標
を
達
成
し
た
。

⑵

　人
類
に
と
っ
て
の
普
遍
の
真
理
を
追
究
す
る
。

⑶

　私
た
ち
は
恒
久
の
平
和
を
強
く
願
う
。

⑷

　彼
が
描
い
た
風
景
画
は
秀
逸
だ
っ
た
。

⑸

　米
を
炊
い
て
夕
飯
の
準
備
を
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

　冬
が
ス
ぎ
、
暖
か
な
春
を
迎
え
た
。

⑵

　色
鮮
や
か
な
花
火
が
夜
空
を
明
る
く
テ
ら
す
。

⑶

　テ
レ
ビ
が
コ
シ
ョ
ウ
し
た
の
で
修
理
を
依
頼
し
た
。

⑷

　こ
の
秋
、
新
し
い
音
楽
雑
誌
が
ソ
ウ
カ
ン
さ
れ
る
。

⑸

　自
分
の
才
能
を
生
か
し
て
ハ
タ
ラ
く
。

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
。）

大
学
一
年
生
の
高た
か

田だ

友と
も

恵え

（
ト
モ
）
は
、
空
手
道
部
に
入
部
し
、
同
級
生
の
真ま

知ち

子こ

や
岡お
か

本も
と

と
と
も
に
練
習
に
励
ん
で
き
た
。
六
月
末
、
ト
モ
た
ち
は
、
初
め
て
の
対
外
試
合
で
、
形か
た

と
組く
み

手て

の
試
合
に
出
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
に
行
わ
れ
た
形
の
試
合
で
負
け
て
し
ま
っ

た
ト
モ
は
、組
手
の
試
合
の
開
始
を
待
ち
な
が
ら
、副
主
将
の
形
の
試
合
を
観
戦
し
て
い
た
。

副
主
将
の
名
前
が
呼
ば
れ
た
。
副
主
将
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
組
手
よ
り
形
の

方
が
得
意
ら
し
い
。
副
主
将
は
私
の
よ
く
分
か
ら
な
い
、
で
も
見
た
こ
と
の
あ
る
上

位
形
を
行
っ
た
。
ち
な
み
に
最
初
に
形
の
名
前
を
申
告
し
て
か
ら
始
め
る
の
だ
が
、

大
声
で
し
か
も
早
口
の
た
め
、
そ
も
そ
も
の
形
の
名
前
を
知
ら
な
い
と
聞
き
取
れ
な

い
こ
と
が
多
い
。

ピ
ィ
ン
と
張
り
詰
め
た
緊
張
感
の
漂
う
な
か
、
副
主
将
が
試し

技ぎ

を
終
え
、
審
判
の

笛
が
鳴
る
。
フ
ラ
ッ
グ
は
三
本
。
副
主
将
の
勝
ち
だ
っ
た
。
張
り
詰
め
て
い
た
空
気

が
少
し
だ
け
緩
み
、
私
は
息
を
吐
い
た
。
副
主
将
の
形
は
た
だ
き
れ
い
で
、
す
ご
い

と
い
う
言
葉
く
ら
い
で
し
か
、
い
ま
の
私
に
は
表
現
で
き
な
か
っ
た
。
ど
こ
が
ど
う

す
ご
い
の
か
を
見
極
め
る
目
も
な
い
。
今
の
自
分
の
形
を
ど
れ
だ
け
直
し
て
ど
の
く

ら
い
練
習
す
れ
ば
あ
の
形
に
近
づ
け
る
の
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
、
ひ
そ

か
に
さ
っ
き
と
は
違
う
気
持
ち
で
、
も
う
一
度
た
め
息
を
つ
い
た
。

結
局
、
仲
西
先
輩
は
二
回
戦
で
負
け
て
し
ま
い
、
副
主
将
も
次
の
試
合
で
負
け
て

し
ま
っ
た
。
あ
れ
は
う
ち
の
勝
ち
だ
っ
た
よ
、
と
副
主
将
の
試
合
を
指
し
て
主
将
が

言
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
か
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
和わ

道ど
う

の
形
で

は
試
合
に
勝
て
な
い
、
と
主
将
は
続
け
た
。
和
道
の
形
で
は
流
れ
る
よ
う
な
動
き
が

美
し
い
と
さ
れ
る
け
れ
ど
、
試
合
で
は
そ
れ
ら
は
評
価
さ
れ
に
く
い
ら
し
い
。
ま
だ

3
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2

始
め
た
ば
っ
か
じ
ゃ
分
か
ん
な
い
よ
な
、
と
言
っ
て
笑
っ
た
主
将
は
、
副
主
将
の
も

と
へ
歩
い
て
い
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
ト
モ
、
ど
こ
行
っ
て
た
の
？
」

先
輩
の
後
ろ
姿
を
眺
め
て
い
た
ら
、後
ろ
か
ら
真
知
子
に
呼
ば
れ
た
の
で
振
り
返
っ
た
。

「
も
う
組
手
始
ま
る
よ
！
」

「
え
？
　
も
う
？
」

「
形
終
わ
っ
た
ら
す
ぐ
組
手
だ
っ
て
さ
っ
き
確
認
し
た
じ
ゃ
ん
！
　
ち
ょ
っ
と
は
自

分
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
見
な
さ
い
よ
！
」

「
ご
め
ん
ご
め
ん
！
　
あ
、
メ
ン
ホ
ー
と
か
は
？
」

「
も
う
持
っ
て
き
た
っ
て
。」

焦あ
せ

り
か
ら
キ
レ
気
味
の
真
知
子
に
怒
ら
れ
な
が
ら
、
女
子
の
コ
ー
ト
に
向
か
う
。

ち
ょ
う
ど
み
ん
な
で
胴
当
て
を
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

「
こ
れ
つ
け
る
ん
で
す
か
？
」

「
う
ん
、
女
子
は
ね
。
あ
っ
ち
の
袋
に
ま
だ
入
っ
て
る
と
思
う
か
ら
。」

「
分
か
り
ま
し
た
。」

話
に
は
聞
い
て
い
た
が
、
実
際
つ
け
る
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
戸
惑
っ
た
。
見
よ

う
見
ま
ね
で
つ
け
て
み
る
。
な
ん
だ
か
動
き
に
く
か
っ
た
。
上
着
だ
け
脱
い
で
道
着
の

下
に
つ
け
る
の
だ
が
、
帯
も
う
ま
く
締
ま
ら
な
い
し
、
つ
け
る
だ
け
で
な
ん
だ
か
緊
張

し
て
き
て
し
ま
う
。
戸
惑
っ
て
い
る
う
ち
に
コ
ー
ト
係
に
集
合
と
言
わ
れ
、
帯
を
締
め

な
が
ら
慌
て
て
集
ま
っ
た
。
赤
青
に
振
り
分
け
ら
れ
て
い
く
。
今
度
は
三
番
目
で
、
少

し
ほ
っ
と
し
た
け
れ
ど
、
結
構
あ
っ
と
い
う
間
だ
よ
、
と
先
輩
に
言
わ
れ
て
緊
張
が
高

ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
大
会
で
は
、
女
子
も
男
子
も
有
級
と
有
段
に
部
が
分
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
黒

＊

帯
と
、
そ
れ
以
外
に
分
か
れ
る
わ
け
だ
。
形
と
は
違
い
、
私
が
黒
帯
の
有
段
者
に
あ

た
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
女
子
有
級
一
般
の
部
に
出
場
す
る
わ
け
だ
が
、
一
般
の
部

は
、
道
場
で
空
手
を
習
っ
て
い
る
人
か
、
私
と
同
じ
よ
う
に
大
学
で
空
手
を
始
め
た

人
の
大
体
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
勝
ち
目
が
低
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
大
会

は
道
場
の
人
も
結
構
多
い
と
先
輩
が
言
っ
て
い
た
が
、
小
さ
い
大
会
だ
と
、
大
体
他

大
学
の
女
子
と
あ
た
る
か
、
も
し
く
は
、
ほ
ぼ
う
ち
の
部
員
の
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
な

る
こ
と
が
多
い
ら
し
い
。

並
ん
で
正
面
と
お
互
い
に
礼
を
し
て
、
さ
っ
そ
く
岡
本
の
名
前
が
呼
ば
れ
る
。
運

の
悪
い
こ
と
に
、
岡
本
の
相
手
は
、
他
大
学
の
茶
帯
だ
っ
た
。
ば
た
ば
た
し
な
が
ら

メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
、
形
の
と
き
の
よ
う
に
、
相
手
と
同
じ
よ
う
に
礼
を
し
て
コ
ー
ト

に
入
る
。
名
前
を
呼
ば
れ
た
ら
大
き
な
声
で
返
事
を
し
、
相
手
も
呼
ば
れ
て
礼
を
し

た
あ
と
、
お
互
い
に
礼
を
し
て
コ
ー
ト
に
入
り
、
足
元
に
引
い
て
あ
る
線
ま
で
進
ん

だ
ら
、
も
う
一
度
お
互
い
に
礼
を
し
て
審
判
の
開
始
の
か
け
声
を
待
つ
。
始
ま
っ
た

ら
と
に
か
く
手
を
出
し
、
ポ
イ
ン
ト
を
取
っ
た
ら
審
判
に
礼
を
し
て
…
…
い
ろ
い
ろ

考
え
て
い
る
と
頭
が
パ
ン
ク
し
そ
う
で
、
形
の
と
き
と
同
じ
緊
張
感
で
苦
し
く
な
っ

た
。
岡
本
は
上
段
突
き
で
一
ポ
イ
ン
ト
取
っ
た
け
れ
ど
、
結
局
相
手
に
七
ポ
イ
ン
ト

取
ら
れ
て
負
け
て
し
ま
っ
た
。

次
の
選
手
の
名
前
が
呼
ば
れ
る
。
岡
本
が
礼
を
し
て
コ
ー
ト
脇
に
帰
っ
て
き
た
け

れ
ど
、
何
か
声
を
か
け
て
い
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
試
合
も
、
も
う
少
し
で

始
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

「
メ
ン
ホ
ー
つ
け
て
あ
げ
る
よ
。」

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！
　
お
願
い
し
ま
す
！
」

た
だ
で
さ
え
、
拳
サ
ポ
を
し
て
い
る
と
う
ま
く
メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
ら
れ
な
い
の
に
、

＊

⑵

＊
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3

初
試
合
の
緊
張
と
、
メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
る
の
が
二
回
目
で
不
慣
れ
だ
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
困
っ
て
い
た
ら
、
す
ぐ
に
先
輩
が
来
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
後
ろ
か
ら
思
い
切

り
き
つ
く
締
め
ら
れ
る
と
、
緊
張
感
が
さ
ら
に
増
し
た
。
あ
ん
な
に
う
る
さ
か
っ
た

は
ず
な
の
に
、
周
り
の
音
が
遠
く
に
感
じ
る
。
自
分
の
呼
吸
だ
け
が
や
け
に
は
っ
き

り
と
聞
こ
え
た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
呼
ば
れ
る
よ
！
」

「
え
？
」

「
青
、
高
田
選
手
！
」

前
の
試
合
は
い
つ
の
間
に
か
終
わ
り
、も
う
自
分
の
試
合
が
始
ま
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

先
輩
に
言
わ
れ
て
や
っ
と
そ
の
こ
と
に
気
付
き
、
慌
て
て
返
事
を
す
る
。
相
手
が
茶
帯

と
分
か
り
、
さ
ら
に
緊
張
し
た
。
ど
こ
で
礼
を
す
る
か
な
ど
ま
っ
た
く
思
い
出
せ
な
く

て
、
と
り
あ
え
ず
目
の
前
の
相
手
と
同
じ
動
き
を
す
る
。
礼
を
し
て
、
進
ん
で
、
礼

を
し
て
。
そ
の
間
も
心
臓
が
バ
ク
バ
ク
と
音
を
立
て
続
け
て
い
る
。
静
ま
れ
、
静
ま

れ
、
と
呪
文
の
よ
う
に
思
っ
て
も
お
さ
ま
ら
な
い
。
も
う
い
い
や
と
思
っ
た
と
き
に

審
判
が
動
い
た
。

「
始
め
！
」

相
手
の
選
手
が
構
え
て
、大
き
な
声
で
気き

合あ
い

を
出
し
た
。あ
あ
、動
か
な
き
ゃ
と
思
っ

て
構
え
た
直
後
に
、
相
手
の
突
き
が
メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
た
あ
ご
に
決
ま
る
。

「
や
め
！
」

審
判
の
声
で
我
に
返
っ
た
。

「
赤
、
上
段
突
き
、
有
効
！
」

わ
ず
か
数
秒
で
一
ポ
イ
ン
ト
取
ら
れ
た
。
あ
ご
が
痛
い
。
メ
ン
ホ
ー
が
ず
れ
た
。
何

も
考
え
ら
れ
な
い
。
で
も
こ
の
コ
ー
ト
に
い
る
の
は
私
と
相
手
と
審
判
の
た
っ
た
三
人

⑶
⑷

で
、
い
く
ら
み
ん
な
で
練
習
を
積
ん
だ
と
し
て
も
、
今
こ
の
場
で
戦
う
の
は
私
一
人
。

誰
か
が
代
わ
り
に
相
手
を
倒
し
て
く
れ
る
な
ん
て
こ
と
、
あ
り
え
な
い
の
だ
。

「
始
め
！
」

「
自
分
か
ら
行
け
！
」

審
判
の
声
で
試
合
が
再
開
さ
れ
た
直
後
、
主
将
の
声
が
や
け
に
は
っ
き
り
と
聞
こ

え
た
。
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
、
私
は
前
に
出
た
。

（
片
川
優
子
「
動
物
学
科
空
手
道
部
1
年
高
田
ト
モ
！
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

形か
た

―	

―
技
を
組
み
合
わ
せ
た
動
き
を
選
手
が
そ
れ
ぞ
れ
披
露
し
、技
の
正
確

さ
な
ど
を
競
う
空
手
道
の
形
式
。

	

組く
み

手て

―	

―
二
人
の
選
手
が
互
い
に
技
を
掛
け
合
っ
て
戦
い
、勝
敗
を
決
め
る

空
手
道
の
形
式
。

	

和わ

道ど
う

―	

―
空
手
道
の
流
派
の
一
つ
。

	

メ
ン
ホ
ー
―	

―
頭
部
に
装
着
す
る
防
具
。

	

茶
帯
―	

―
有
段
者
を
表
す
黒
帯
の
一
つ
下
の
階
級
の
有
級
者
。

	

拳
サ
ポ
―	

―
手
に
装
着
す
る
防
具
。
拳
サ
ポ
ー
タ
ー
。

⑸
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4

〔
問
1
〕

　今
の
自
分
の
形
を
ど
れ
だ
け
直
し
て
ど
の
く
ら
い
練
習
す
れ
ば
あ
の
形
に

近
づ
け
る
の
だ
ろ
う
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
、
ひ
そ
か
に
さ
っ
き
と
は
違

う
気
持
ち
で
、
も
う
一
度
た
め
息
を
つ
い
た
。
と
あ
る
が
、「
私
」
が
「
た
め

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

ア

　副
主
将
の
形
の
素
晴
ら
し
さ
を
理
解
し
て
い
る
の
に
、
初
心
者
に
は
分
か
ら
な

い
と
決
め
つ
け
る
主
将
の
態
度
に
失
望
し
た
か
ら
。

イ

　副
主
将
の
形
の
素
晴
ら
し
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
試
合
会
場
の
張
り
詰
め

た
空
気
が
緩
ん
だ
こ
と
で
自
分
自
身
も
安
心
し
た
か
ら
。

ウ

　副
主
将
の
形
の
美
し
さ
に
感
動
す
る
と
同
時
に
、
副
主
将
に
追
い
つ
く
た
め
に

自
分
が
乗
り
越
え
る
べ
き
具
体
的
な
課
題
を
理
解
し
た
か
ら
。

エ

　副
主
将
の
形
の
美
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
と
と
も
に
、
副
主
将
に
は
る
か
に
及
ば

な
い
自
分
の
技
術
の
未
熟
さ
を
思
い
知
っ
た
か
ら
。

⑴

〔
問
2
〕

　始
ま
っ
た
ら
と
に
か
く
手
を
出
し
、
ポ
イ
ン
ト
を
取
っ
た
ら
審
判
に
礼 

を
し
て
…
…
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
と
頭
が
パ
ン
ク
し
そ
う
で
、
形
の
と 

き
と
同
じ
緊
張
感
で
苦
し
く
な
っ
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
私
」
の

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

ア

　岡
本
の
動
作
を
覚
え
よ
う
と
真
剣
に
見
て
い
た
が
、
あ
ま
り
に
も
速
い
動
き
に

つ
い
て
い
け
ず
、
自
分
に
同
じ
こ
と
が
で
き
る
か
不
安
に
な
っ
て
い
る
様
子
。

イ

　自
分
の
試
合
だ
け
に
集
中
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
格
上
の
相
手
と
戦
っ
て
い

る
岡
本
の
試
合
が
気
に
な
り
、
う
ま
く
集
中
で
き
ず
に
焦
っ
て
い
る
様
子
。

ウ

　岡
本
を
見
て
自
分
の
試
合
の
流
れ
や
作
法
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
確
認
し
て 

い
た
が
、
整
理
し
き
れ
な
く
な
り
、
混
乱
し
て
平
静
さ
を
失
っ
て
い
る
様
子
。

エ

　自
分
の
試
合
で
ど
う
戦
う
か
作
戦
を
練
っ
て
い
た
が
、
岡
本
が
試
合
に
負
け
た

こ
と
で
急
に
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
、
今
の
状
況
が
理
解
で
き
ず
に
い
る
様
子
。

⑵
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〔
問
3
〕　
し
か
し
、
後
ろ
か
ら
思
い
切
り
き
つ
く
締
め
ら
れ
る
と
、
緊
張
感
が
さ 

ら
に
増
し
た
。
と
あ
る
が
、「
後
ろ
か
ら
思
い
切
り
き
つ
く
締
め
ら
れ
る
と
、

緊
張
感
が
さ
ら
に
増
し
た
」
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち 

で
は
ど
れ
か
。

ア
　
一
人
で
メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
先
輩
が
い
ら
だ
っ
て
い
る
の
を 

感
じ
、
先
輩
に
認
め
て
も
ら
う
に
は
試
合
に
勝
つ
し
か
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

イ
　
メ
ン
ホ
ー
を
強
く
締
め
ら
れ
た
こ
と
で
周
囲
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
よ
う
な
感
覚 

に
陥
る
と
同
時
に
、
試
合
に
向
け
た
準
備
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
を
実
感
し
た
か
ら
。

ウ
　
自
分
で
メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
る
と
き
と
は
違
う
強
さ
で
締
め
ら
れ
た
の
で
つ
け 

直
し
た
か
っ
た
が
、
時
間
も
な
い
の
で
諦
め
る
し
か
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

エ
　
久
し
ぶ
り
に
メ
ン
ホ
ー
を
つ
け
た
感
触
に
戸
惑
う
と
と
も
に
、
先
輩
に
つ
け
さ

せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
申
し
訳
な
い
思
い
が
湧
き
起
こ
っ
た
か
ら
。

〔
問
4
〕　
礼
を
し
て
、
進
ん
で
、
礼
を
し
て
。
そ
の
間
も
心
臓
が
バ
ク
バ
ク
と
音
を

立
て
続
け
て
い
る
。
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
　
相
手
と
自
分
自
身
の
動
き
を
客
観
的
に
比
較
で
き
る
ほ
ど
冷
静
に
な
っ
て
い 

る
「
私
」
の
様
子
を
、
順
序
立
て
て
丁
寧
に
描
き
説
明
的
に
表
現
し
て
い
る
。

イ
　
試
合
中
の
動
作
を
覚
え
て
い
な
い
こ
と
を
相
手
に
気
付
か
れ
て
も
動
じ
ず
に 

行
動
す
る
「
私
」
の
様
子
を
、
細
部
ま
で
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
。

ウ
　
自
分
よ
り
格
上
の
相
手
の
堂
々
と
し
た
様
子
と
試
合
の
流
れ
も
分
か
ら
ず
落 

ち
着
か
な
い
「
私
」
の
様
子
と
を
、
交
互
に
描
き
対
比
的
に
表
現
し
て
い
る
。

エ
　
必
死
に
相
手
を
ま
ね
て
試
合
に
臨
み
つ
つ
も
動
揺
を
し
ず
め
ら
れ
ず
に
い
る

「
私
」
の
様
子
を
、
感
覚
的
な
言
葉
を
用
い
て
臨
場
感
豊
か
に
表
現
し
て
い
る
。

⑶⑷

〔
問
5
〕　
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
、
私
は
前
に
出
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
私
」

の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　
突
き
を
受
け
て
ぼ
う
然
と
な
っ
た
が
、
戦
う
の
は
自
分
以
外
に
い
な
い
の
だ
か

ら
、
余
計
な
こ
と
は
考
え
ず
思
い
切
っ
て
相
手
に
立
ち
向
か
お
う
と
思
う
気
持
ち
。

イ
　
自
分
一
人
で
相
手
と
戦
っ
て
い
る
気
に
な
っ
て
い
た
が
、
仲
間
と
一
緒
に
練
習

を
重
ね
て
き
た
の
だ
か
ら
、
必
ず
勝
っ
て
喜
び
を
分
か
ち
合
お
う
と
思
う
気
持
ち
。

ウ
　
自
分
の
や
り
方
で
戦
お
う
と
し
た
が
、
試
合
開
始
直
後
に
ポ
イ
ン
ト
を
取
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
主
将
の
指
示
ど
お
り
に
戦
お
う
と
思
う
気
持
ち
。

エ
　
主
将
の
期
待
に
応
え
た
か
っ
た
が
、
も
う
こ
れ
以
上
重
圧
に
は
耐
え
ら
れ
な
い

の
で
、
一
刻
も
早
く
試
合
を
終
わ
ら
せ
て
こ
の
場
を
離
れ
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

⑸
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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
。）

人
を
「
道
具
を
作
る
動
物
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
人

間
的
な
知
性
の
定
義
の
中
心
に
道
具
の
製
作
を
位
置
づ
け
た
。
人
は
、
ホ
モ
・
フ
ァ

ベ
ル
（
工
作
す
る
人
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
動
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
人

の
知
性
と
は
、
道
具
を
作
る
た
め
の
道
具
を
製
作
し
、
そ
し
て
そ
の
行
為
を
無
際
限

に
変
化
さ
せ
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。（
第
一
段
）

こ
の
定
義
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
道
具
の
製
作
や
使
用
そ
の
も
の
と
い
う
よ

り
は
、
そ
れ
ら
を
作
り
出
す
際
限
の
な
い
能
力
で
あ
る
。
サ
ル
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も

ま
た
、
石
や
棒
と
い
っ
た
単
純
な
道
具
を
用
い
、
さ
ら
に
は
そ
の
使
い
方
を
工
夫
し

た
り
伝
達
し
た
り
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
人
が
そ
う
し
た
動
物
と
区
別
さ
れ

る
の
は
、
人
が
道
具
を
使
用
す
る
と
き
に
、
複
雑
な
心
的
機
能
と
の
か
か
わ
り
が
み

ら
れ
る
か
ら
だ
。
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
人
が
道
具
に
か
か
わ
る
と
き
、
そ
こ
に

は
「
心
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
技
術
は
、
言
語
と
は
ま
た
異
な
る

仕
方
で
世
界
を
把
握
し
、
そ
し
て
世
界
を
つ
く
り
だ
す
、
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
方
法

な
の
で
あ
る
。（
第
二
段
）

人
類
学
の
分
野
で
技
術
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
人
類
学

者
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
で
あ
る
。
モ
ー
ス
は
、
先
に
引
用
し
た
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
の

定
義
に
ふ
れ
な
が
ら
、
技
術
を
ま
ず
は
身
体
と
の
か
か
わ
り
で
と
ら
え
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
歩
き
、
走
り
、
眠
る
と
い
う
何
気
な
い
動
作
に
は
、
目
的
や
状
況
に
応
じ

た
特
定
の
身
体
の
使
い
方
が
あ
る
。
枕
を
使
っ
て
眠
る
、
ハ
ン
モ
ッ
ク
で
眠
る
、
馬

の
上
で
眠
る
、
立
っ
た
ま
ま
眠
る
、
と
い
っ
た
具
合
だ
。
モ
ー
ス
自
身
は
、
歩
き
な

が
ら
眠
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
さ
え
記
し
て
い
る
。
道
具
の
使
用
に
先
立
つ
こ
う
し
た 

4

身
体
の
使
い
方
は
、「
身
体
技
法
」
と
呼
ば
れ
る
。
身
体
技
法
は
、目
的
の
達
成
に
と
っ

て
有
効
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
伝
承
さ
れ
る
。（
第
三
段
）

こ
れ
に
対
し
て
、
身
体
の
外
側
に
独
立
し
た
機
能
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
モ
ノ
を
、

「
道
具
」、
そ
の
複
雑
な
構
成
を
「
技
術
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
手
で
紙
を
半
分
に

切
る
と
き
に
私
た
ち
が
す
る
動
作
が
身
体
技
法
だ
と
す
れ
ば
、同
じ
作
業
を
す
る
た
め

に
ペ
ー
パ
ー
ナ
イ
フ
を
製
作
す
る
の
は
、
技
術
（
道
具
）
の
発
明
で
あ
る
。（
第
四
段
）

技
術
の
特
性
に
つ
い
て
、
モ
ー
ス
は
「
相
互
的
因
果
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
て

い
る
。
人
は
、
あ
る
動
作
や
技
法
の
延
長
線
上
に
技
術
を
作
る
だ
け
で
な
く
、
作
り

出
さ
れ
た
技
術
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
が
影
響
を
被
る
と
い
う
、
反
対
方
向
の
関
係
性

に
同
時
に
ま
き
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
先
の
尖と
が

っ
た
石
器
（
尖せ

ん

頭と
う

器き

）
は
、
大
型
の
動
物
を
仕
留
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
旧
石
器
時
代
の
代
表
的

な
道
具
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
狩
猟
と
い
う
社
会
的
行
為
を
可
能
に
し
、
狩

猟
社
会
が
成
立
す
る
た
め
の
物
理
的
な
条
件
と
も
な
っ
た
。
石
器
や
そ
れ
を
用
い
た

狩
り
の
技
術
が
な
け
れ
ば
、
人
は
大
型
動
物
を
仕
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ

け
で
な
く
、
一
定
規
模
の
社
会
を
営
む
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
双
方

向
に
展
開
す
る
関
係
性
が
、
モ
ー
ス
に
と
っ
て
、
人
や
社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
糸

口
と
な
る
の
で
あ
る
。（
第
五
段
）

こ
の
と
き
人
は
、
知
性
の
本
質
や
、
動
物
と
の
本
性
上
の
差
異
を
定
義
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
技
術
と
の
関
係
に
ま
き
こ
ま
れ
た
具
体
的
な
生
の

あ
り
方
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
技
術
は
、
た
だ
便
利
な
道
具
で
あ
る
と
か
、
身

体
機
能
を
拡
張
さ
せ
る
人
工
物
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
は
、
技
術
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
知
性
を
本
来
的
に
備
え
て
い
る
か
ら
人
な
の
だ
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
技
術
を
手
に
す
る
こ
と
で
「
ヒ
ト
」
か
ら
「
人
」
に
な
っ
た
の
で
あ

⑴
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り
、
人
と
技
術
は
、
何
重
に
も
折
り
重
な
っ
た
相
互
的
因
果
の
連
鎖
の
な
か
で
し
か

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。（
第
六
段
）

こ
の
相
互
性
は
、
尖
頭
器
や
斧お
の

と
い
っ
た
素
朴
な
技
術
だ
け
で
な
く
、
文
字
や
地

図
と
い
っ
た
、
よ
り
複
雑
な
技
術
、
そ
し
て
技
術
の
複
合
体
と
し
て
の
機
械
や
シ
ス

テ
ム
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
第
七
段
）

目
覚
ま
し
時
計
の
音
で
目
を
覚
ま
し
、
電
車
に
乗
っ
て
通
学
し
、
パ
ソ
コ
ン
を
開

い
て
課
題
の
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
と
い
っ
た
、
そ
う
し
た
日
常
に
も
高
度
な
技
術
は
潜

ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
明
ら
か
に
人
工
的
な
生
活
環
境
を
、
私
た
ち
は
日
常
的
に

不
自
然
な
も
の
と
感
じ
て
は
い
な
い
。
大
雪
で
電
車
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
と

き
に
初
め
て
そ
の
便
利
さ
に
気
づ
く
と
い
う
く
ら
い
に
、
技
術
は
日
常
の
一
部
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
私
た
ち
は
、
技
術
的
な
世
界
で
こ
そ
本
来
の
生
活
を
ま
っ

と
う
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
、
こ
の
あ
た
り
ま
え
の
世
界
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
条

件
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
な
い
。（
第
八
段
）

他
方
で
、
人
や
社
会
は
技
術
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
強
調
し
す

ぎ
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
遺
伝
子
操
作
に
よ
っ
て
新
し
い
生
命
を

誕
生
さ
せ
る
こ
と
は
、
現
代
の
技
術
水
準
で
す
で
に
実
現
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
人
の
体
細
胞
か
ら
ク
ロ
ー
ン
を
誕
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
実
験
が
固
く

禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
人
や
社
会
は
、
無
際
限
に
技
術
に
よ
っ
て

変
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
と
き
私
た
ち
は
、「
人
の
本
性
」
を
、

技
術
と
は
別
の
位
相
で
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。（
第
九
段
）

技
術
に
よ
っ
て
人
の
生
活
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
同
時
に
、
人
の
生
活
の
な
か
か

ら
そ
の
必
要
に
応
じ
て
技
術
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
相
互
的
因
果
を
考
え
る

こ
と
は
、
人
と
世
界
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
第
十
段
）

⑵

＊

　
　
　
　（
中
略
）

有
史
以
来
、
技
術
的
な
環
境
こ
そ
が
人
に
と
っ
て
の
生
き
る
環
境
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
現
代
に
至
る
ま
で
技
術
は
、
そ
の
特
異
な
構
成
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
環
世
界
を

あ
ら
た
に
生
み
だ
し
、ま
た
人
間
性
の
再
定
義
に
関
与
し
つ
づ
け
て
い
る
。（
第
十
一
段
）

も
っ
と
も
、
現
代
に
お
け
る
技
術
の
問
題
は
、
そ
れ
ほ
ど
悠
長
な
話
で
は
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
生
命
の
改
変
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
ま
で
は
雲

や
雨
と
い
っ
た
「
自
然
現
象
」
で
す
ら
、
気
象
工
学
の
操
作
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
気

候
変
動
や
核
兵
器
の
使
用
に
関
し
て
は
、
私
た
ち
の
生
き
る
世
界
そ
の
も
の
が
完
全
に

破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
ま
で
も
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
変
化
を
続
け
る
私
た

ち
の
環
世
界
が
、
人
が
生
き
る
世
界
と
し
て
こ
の
先
も
維
持
可
能
か
ど
う
か
が
、
真
剣

に
問
わ
れ
て
い
る
。（
第
十
二
段
）

現
代
の
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
は
、
た
だ
道
具
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
み

ず
か
ら
の
生
き
る
環
世
界
そ
の
も
の
を
次
々
に
つ
く
り
変
え
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
を

つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。
そ
の
行
き
着
く
先
に
み
ず
か
ら
の
生
命
の
危
機
が
あ
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
記
し
た
「（
道
具
の
）
製
作
行
為
を
無
際
限

に
変
化
さ
せ
る
能
力
」
を
、
み
ず
か
ら
の
手
で
う
ま
く
飼
い
な
ら
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
困
難
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
そ
れ
は
、
そ
う

し
た
英
知
が
、「
人
の
本
性
」
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
技
術
が
も
た
ら

す
相
互
的
因
果
の
た
だ
な
か
で
、
変
化
し
つ
づ
け
る
こ
の
世
界
に
お
い
て
見
い
だ
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。（
第
十
三
段
）

ス
マ
ホ
を
手
放
す
こ
と
で
あ
な
た
が
不
安
を
感
じ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、

ス
マ
ホ
が
あ
な
た
の
日
常
を
構
成
す
る
環
世
界
の
一
部
と
な
り
、
あ
な
た
自
身
の
生

を
規
定
し
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
あ
な
た
の
身
体
は
、
ス
マ
ホ

を
つ
う
じ
て
変
容
し
は
じ
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ス
マ
ホ
が
身
体
を
変
容
さ
せ
る 

＊
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な
ん
て
大
げ
さ
な
、
と
思
う
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
く
れ

ば
、
そ
れ
が
、
身
体
ど
こ
ろ
か
社
会
を
、
さ
ら
に
は
人
と
世
界
の
か
か
わ
り
そ
の
も

の
を
変
容
さ
せ
る
確
か
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。（
第
十
四
段
）

（
山
崎
吾
郎
「
技
術
と
環
境
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

位
相
―	
―
物
事
を
観
察
・
考
察
す
る
際
に
と
る
立
場
や
見
地
。

	

環
世
界
―	
―
生
き
て
い
く
上
で
か
か
わ
る
世
界
。

〔
問
1
〕
　こ
の
双
方
向
に
展
開
す
る
関
係
性
が
、
モ
ー
ス
に
と
っ
て
、
人
や
社
会	

を
理
解
す
る
た
め
の
糸
口
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
あ
る
が
、「
双
方
向
に
展

開
す
る
関
係
性
」
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

　人
は
身
体
の
外
側
に
独
立
し
た
機
能
と
し
て
身
体
技
法
を
作
り
出
す
が
、
同
時

に
、
身
体
技
法
の
延
長
線
上
に
特
定
の
道
具
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
。

イ

　人
は
道
具
の
製
作
や
使
用
に
よ
っ
て
社
会
的
行
為
を
可
能
に
し
た
が
、
一
方
で
、

道
具
に
よ
っ
て
社
会
が
一
定
規
模
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

ウ

　人
は
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
技
術
を
作
り
出
す
が
、
同
時
に
、
技
術
の

影
響
に
よ
っ
て
人
や
社
会
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ

　人
は
新
し
い
技
術
を
無
際
限
に
作
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
で
、

他
の
動
物
が
作
り
出
せ
る
技
術
は
身
体
技
法
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

⑶

⑴

〔
問
2
〕

　他
方
で
、
人
や
社
会
は
技
術
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と	

強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
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

　技
術
が
日
常
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
当
然
だ
と
考
え
て
し
ま
う
と
、	

現
在
の
技
術
を
進
歩
さ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
ら
れ
な
く
な
り
、
人
が
作
り
出
す	

技
術
の
水
準
が
さ
ら
に
下
が
っ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　技
術
に
よ
る
人
工
的
な
生
活
環
境
を
不
自
然
な
環
境
だ
と
認
識
し
て
し
ま
う

と
、
日
常
に
潜
ん
で
い
る
高
度
な
技
術
の
存
在
を
疑
う
よ
う
に
な
り
、
今
の
生	

活
環
境
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ

　技
術
が
人
の
生
活
や
社
会
の
必
要
性
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
理
解
し	

て
し
ま
う
と
、
あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
便
利
さ
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
り
、
人	

と
技
術
の
相
互
的
因
果
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ

　人
や
社
会
が
技
術
だ
け
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
と
、

技
術
が
人
や
社
会
を
支
配
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
、
人
と
技
術
と	

の
関
係
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

⑵
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〔
問
3
〕

　こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
十
二
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
た
人
と
技
術
の
関
係
か
ら
発
展
し
て
、
今
後
開
発
が
予
想 

さ
れ
る
技
術
の
具
体
例
を
挙
げ
、
話
題
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。

イ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
た
人
と
技
術
の
関
係
を
受
け
て
、
現
代
の
技
術
が
直
面
す 

る
課
題
を
具
体
的
に
示
し
、
こ
の
後
の
結
論
へ
と
導
い
て
い
る
。

ウ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
た
人
と
技
術
の
関
係
か
ら
離
れ
て
、
人
と
自
然
現
象
と
い 

う
別
の
話
題
を
提
示
し
、
新
た
な
論
へ
と
展
開
さ
せ
て
い
る
。

エ

　そ
れ
ま
で
に
述
べ
た
人
と
技
術
の
関
係
を
整
理
し
て
、
現
代
の
技
術
水
準
の 

高
さ
の
根
拠
を
示
し
、
論
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。

〔
問
4
〕
　け
れ
ど
も
、
こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
く
れ
ば
、
そ
れ
が
、
身
体
ど
こ
ろ 

か
社
会
を
、
さ
ら
に
は
人
と
世
界
の
か
か
わ
り
そ
の
も
の
を
変
容
さ
せ
る 

確
か
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
だ 

ろ
う
か
。
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

　技
術
に
よ
る
将
来
の
危
機
を
避
け
る
た
め
に
は
、
人
と
技
術
と
の
関
係
を
人 

と
世
界
と
の
関
係
と
し
て
真
剣
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

イ

　こ
れ
ま
で
に
作
り
あ
げ
た
技
術
を
手
放
す
こ
と
へ
の
抵
抗
を
な
く
す
た
め
に

は
、
生
活
の
中
の
技
術
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

ウ

　人
の
本
性
と
は
関
係
な
く
新
し
い
世
界
を
生
み
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、
技 

術
を
無
際
限
に
変
化
さ
せ
続
け
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

エ

　新
た
な
道
具
を
継
続
的
に
作
り
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
技
術
に
よ
っ
て
世 

界
を
今
よ
り
も
便
利
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

⑶

〔
問
5
〕

　国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、
筆
者
の
考
え
を
参
考
に
し
て
、

「
技
術
の
変
化
と
私
た
ち
の
生
活
と
の
か
か
わ
り
」
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
。
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次
の
Ａ
の
文
章
は
、
日
本
の
季
節
に
関
す
る
対
談
の
一
部
で
あ
り
、
Ｂ
の
文
章
は

対
談
中
に
出
て
く
る「
徒
然
草
」の
原
文
の
一
部
で
あ
る
。ま
た
、あ
と
の

内

の
文
章
は
Ｂ
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
。）

森
本

　季
節
と
い
う
と
私
は
す
ぐ
思
い
出
す
の
で
す
が
、昔
か
ら
春
秋
論
争
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
ね
。日
本
人
に
と
っ
て
は
春
が
い
い
か
、秋
が
い
い
か
と
い
う

争
い
で
し
た
が
、
あ
れ
は
結
局
、
ど
う
い
う
結
末
に
な
っ
た
の
で
す
か
。

佐
佐
木

　古
事
記
に
、秋あ
き

山や
ま

之の

下し
た

氷ひ

壮お
と

夫こ

と
春は

る

山や
ま

之の

霞か
す
み

壮お
と

夫こ

、つ
ま
り
春
と
秋
の

兄
弟
が
い
て
、
女
性
を
め
ぐ
っ
て
争
い
ま
す
。
そ
し
て
弟
で
あ
る
春
が
勝
つ
ん

で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
天て
ん

智じ

天
皇
が
春
の
山
と
秋
の
山
で
は
ど
ち
ら
が
よ
い
か

と
た
ず
ね
た
時
、額ぬ
か

田た
の

王
お
お
き
みが

歌
で
こ
た
え
た
春
秋
争
い
が
あ
り
ま
す
。そ
の
時

は
、
秋
を
勝
ち
に
す
る
の
で
す
ね
。

森
本

　そ
の
後
も
春
秋
論
争
と
い
う
の
は
続
く
わ
け
で
す
が
。

佐
佐
木

　そ
う
で
す
ね
。ご
存
じ
の
枕
草
子
で
は
、勝
ち
負
け
で
は
な
く
、春
は
曙
あ
け
ぼ
の、

秋
は
夕
暮
れ
が
い
い
、そ
れ
ぞ
れ
に
趣
き
が
あ
る
と
い
う
。そ
う
い
う
形
で
の
引

き
分
け
が
ず
っ
と
続
い
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

森
本

　僕
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
に
そ
れ
ほ
ど
詳
し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

春
の
曙
が
い
い
か
、
秋
の
夕
暮
れ
が
い
い
か
な
ん
て
こ
と
を
問
題
に
す
る
な
ど

と
い
う
の
は
、
日
本
人
が
季
節
に
対
し
て
非
常
に
敏
感
な
神
経
の
持
ち
主
な
ん

だ
な
あ
、
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
ね
。

佐
佐
木

　そ
う
い
え
ば
森
本
先
生
は
、雪
が
降
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、な
ぜ
、わ
ざ
わ

ざ
そ
の
こ
と
を
新
聞
記
事
に
す
る
の
か
と
い
う
話
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

5Ａ

⑴

い
ま
し
た
ね
。
あ
れ
は
や
っ
ぱ
り
安
心
す
る
ん
で
し
ょ
う
ね
、
読
者
が
…
…
。

森
本

　新
聞
記
者
に
な
っ
て
最
初
に
書
か
さ
れ
た
の
が
雪
に
つ
い
て
の
記
事
な
ん

で
す
。
雪
が
降
っ
た
な
ん
て
み
ん
な
知
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
ん
な
の
ニ
ュ
ー

ス
じ
ゃ
な
い
、
知
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
だ
と
言
っ
た
ら
、

知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
の
も
必
要
な
ニ
ュ
ー
ス
だ
と
言
わ
れ
ま
し
て
ね
。 

そ
う
い
え
ば
、
徒
然
草
に
も
「
雪
が
降
っ
た
日
の
手
紙
に
、
こ
の
雪
を
ど
う

御
覧
に
な
る
か
と
い
う
一
言
も
書
き
添
え
な
い
よ
う
な
人
の
頼
み
な
ど
聞
き
た

く
な
い
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
、雪
が
降
り
ま
し
た
な
と
か
、

今
日
は
良
い
天
気
で
す
ね
、
な
ど
と
季
節
に
つ
い
て
の
挨
拶
を
す
る
こ
と
が
、

民
族
の
伝
統
と
し
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

佐
佐
木

　そ
う
で
す
ね
。季
節
は
毎
年
め
ぐ
っ
て
き
ま
す
か
ら
、桜
な
ど
物
心
つ
い

て
か
ら
数
十
回
見
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
が
や
は
り
う
れ
し
い
ん
で
す
ね
。

森
本

　中
国
で
は
、
春
秋
と
い
う
言
葉
に
歴
史
の
意
味
を
込
め
て
い
ま
す
が
、
日

本
人
に
と
っ
て
は
春
秋
、
つ
ま
り
春
と
秋
が
一
番
関
心
を
呼
ぶ
季
節
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
。

日
本
人
が
特
に
自
然
に
敏
感
だ
と
い
う
理
由
の
一
つ
は
、農
耕
民
族
だ
か
ら
で

し
ょ
う
ね
。古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
も
、農
事
に
関
し
て
の
注
意
で
す
が
、ヘ
シ
オ
ド

ス
が
季
節
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
く
記
述
し
て
い
ま
す
。た
だ
、日
本
人
の
場
合

は
単
に
実
用
だ
け
で
な
く
、季
節
に
何
か
自
分
の
思
い
を
託
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

佐
佐
木

　そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。一
年
が
ひ
と
つ
の
サ
イ
ク
ル
に
な
っ
て
い
て
、

こ
の
時
期
に
何
が
起
き
、こ
ち
ら
の
時
期
に
は
何
が
起
こ
っ
た
か
が
わ
か
れ
ば
い
い
、

十
年
前
、
五
十
年
前
に
何
が
起
き
た
か
は
関
係
が
な
い
と
い
う
。

⑵

＊
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農
耕
民
族
と
い
う
の
は
基
本
的
に
歴
史
を
そ
う
や
っ
て
整
理
す
る
の
だ
そ
う

で
す
が
、そ
れ
が
現
代
ま
で
、な
ん
て
い
う
の
か
な
、残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

ね
。で
す
か
ら
、何
年
前
に
結
婚
し
た
か
と
い
う
よ
り
も
、そ
の
時
ど
う
い
う
季

節
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
よ
。

森
本

　そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
特
に
稲
な
ど
と
い
う
の
は
、
苗
代
に
ま
ず
お
ろ
す
、

早
苗
を
植
え
る
、
田
の
草
を
取
る
、
そ
れ
か
ら
収
穫
を
す
る
、
脱
穀
を
す
る
と

い
う
ふ
う
に
、
や
る
こ
と
が
か
な
り
細
か
く
分
か
れ
て
い
ま
す
。
二
十
四
節
季

と
い
う
の
は
中
国
の
も
の
で
す
が
、
中
国
の
稲
作
地
帯
で
あ
る
江こ
う

南な
ん

地
方
の
習

慣
が
、
日
本
に
か
な
り
入
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、日
本
ほ
ど
季
節
ご
と
の
節
目
に
行
事
が
多
い
民
族
も
珍
し
い

で
す
ね
。ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
す
と
、カ
ー
ニ
バ
ル
と
か
ク
リ
ス
マ
ス
と
か
、行
事
は

大
変
重
要
な
季
節
の
切
り
換
え
時
だ
け
で
す
か
ら
ね
。

佐
佐
木

　そ
こ
に
向
け
て
、
何
か
月
も
か
け
て
徐
々
に
盛
り
上
げ
て
い
く
と
い
う

感
じ
が
あ
り
ま
す
ね
。

森
本

　そ
う
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
日
本
は
桃
の
節
句
、
端
午
の
節
句
、
七
月
に
は

七
夕
が
あ
り
、
八
月
に
入
れ
ば
立
秋
で
、
中
秋
の
名
月
と
か
、
細
か
く
続
き
ま

す
ね
。

佐
佐
木

　そ
れ
は
や
は
り
、
季
節
の
景
物
を
題
に
題
詠
を
し
た
と
い
う
こ
と
と
関

係
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
春
に
は
ど
う
い
う
花
が
咲
く
と
か
、
夏
は
ど
ん

な
鳥
が
鳴
く
と
か
、
季
節
ご
と
の
題
で
歌
を
詠よ

む
わ
け
で
す
か
ら
、
季
節
を
非

常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
に
見
て
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
祭
り
も
お
お
い

に
関
係
あ
り
ま
す
が
。

（
佐
佐
木
幸
綱
、
森
本
哲
郎
「
佐
佐
木
幸
綱
の
世
界
12
」
に
よ
る
）

⑶

＊

＊

＊

⑷

雪
の
お
も
し
ろ
う
降
り
た
り
し
朝あ

し
た、人
の
が
り
言
ふ
べ
き
事
あ
り
て
、文
を
や
る
と
て
、

雪
の
こ
と
な
に
と
も
言
は
ざ
り
し
返か

へ
り

事ご
と

に
、「
こ
の
雪
い
か
が
見
る
と
一
筆
の
た
ま
は

せ
ぬ
ほ
ど
の
、ひ
が
ひ
が
し
か
ら
ん
人
の
仰お

ほ

せ
ら
る
る
事
、聞
き
入
る
べ
き
か
は
。返か

へ
す

々が
へ
す	

口
を
し
き
御み

心こ
こ
ろな

り
」
と
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、
を
か
し
か
り
し
か
。

雪
が
趣
深
く
降
っ
て
い
た
朝
、あ
る
人
の
も
と
へ
、言
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
用

事
が
あ
っ
て
、手
紙
を
や
る
と
い
う
の
に
、雪
の
こ
と
を
一
言
も
言
っ
て
や
ら
な
か
っ
た
、

そ
の
返
事
に
、「
こ
の
雪
を
、ど
ん
な
気き

持も
ち

で
見
て
い
る
か
と
、一
筆
も
お
書
き
に
な
ら

な
い
ほ
ど
の
、心
の
ひ
ね
く
れ
て
い
る
よ
う
な
お
方
の
仰お

お

せ
に
な
る
こ
と
を
、ど
う
し
て

お
聞
き
入
れ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。か
さ
ね
が
さ
ね
、情
け
な
い
御
心
で
す
」

と
書
い
て
あ
っ
た
の
は
、
じ
つ
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
44
「
徒
然
草
」
に
よ
る
）

〔
注
〕	

ヘ
シ
オ
ド
ス
―	

―
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
。

	

二
十
四
節
季
―	

―
二
十
四
節
気
。
も
と
も
と
中
国
で
用
い
ら
れ
て
き
た

季
節
の
区
分
。
立
春
、
夏
至
、
冬
至
な
ど
。

	

景
物
―	

―
季
節
の
特
徴
や
よ
さ
を
示
す
事
物
。

	

題
詠
―	

―
事
前
に
題
を
決
め
て
お
い
て
詩
歌
を
作
成
す
る
こ
と
。

〔
問
1
〕　
僕
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
に
そ
れ
ほ
ど
詳
し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

と
あ
る
が
、「
詳
し
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
」
の
「
が
」
と
同
じ
意
味
・

用
法
の
も
の
を
、
次
の
各
文
の

を
付
け
た
「
が
」
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
今
日
は
雨
と
い
う
予
報
だ
っ
た
が
、
朝
か
ら
爽
や
か
な
快
晴
だ
。

イ
　
飼
い
犬
と
一
緒
に
毎
朝
散
歩
を
す
る
こ
と
が
、
私
の
日
課
だ
。

ウ
　
大
勢
の
子
供
た
ち
が
、
公
園
で
楽
し
そ
う
に
遊
ん
で
い
る
。

エ
　
川
の
向
こ
う
に
見
え
る
の
が
、
私
た
ち
が
通
っ
て
い
る
学
校
の
校
舎
だ
。

Ｂ

ア

イ

ウ

エ

⑴
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〔
問
2
〕

　そ
う
い
え
ば
、
徒
然
草
に
も
「
雪
が
降
っ
た
日
の
手
紙
に
、
こ
の
雪 

を
ど
う
御
覧
に
な
る
か
と
い
う
一
言
も
書
き
添
え
な
い
よ
う
な
人
の
頼 

み
な
ど
聞
き
た
く
な
い
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
と
あ
る
が
、
Ｂ
の
文
章
に 

お
い
て
「
一
言
も
書
き
添
え
な
い
よ
う
な
人
」
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
と 

書
か
れ
て
い
る
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

　お
も
し
ろ
う

イ

　ひ
が
ひ
が
し
か
ら
ん

ウ

　仰
せ
ら
る
る

エ

　を
か
し
か
り
し
か

〔
問
3
〕
　森
本
さ
ん
の
こ
の
発
言
が
、
対
談
の
中
で
果
た
し
て
い
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

　前
者
の
発
言
か
ら
離
れ
て
異
な
る
話
題
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
先
に
自
説 

を
述
べ
る
こ
と
で
相
手
の
発
言
を
促
し
て
い
る
。

イ

　前
者
の
発
言
に
対
し
て
事
例
を
示
し
な
が
ら
反
論
す
る
と
と
も
に
、
相
違
点 

を
明
確
に
し
て
話
題
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

ウ

　前
者
の
発
言
の
内
容
を
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
対 

談
の
内
容
を
整
理
し
て
話
題
を
ま
と
め
て
い
る
。

エ

　前
者
の
発
言
に
つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
て
補
足
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
比 

較
す
る
対
象
を
示
す
こ
と
で
話
題
を
深
め
て
い
る
。

⑵⑶

〔
問
4
〕

　春
に
は
ど
う
い
う
花
が
咲
く
と
か
、
夏
は
ど
ん
な
鳥
が
鳴
く
と
か
、
季 

節
ご
と
の
題
で
歌
を
詠よ

む
わ
け
で
す
か
ら
、
季
節
を
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト 

に
見
て
き
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
季
節
を
非
常 

に
デ
リ
ケ
ー
ト
に
見
て
き
た
」
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も 

の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

　自
然
の
移
り
変
わ
り
や
特
徴
、
生
き
物
の
様
子
な
ど
を
き
め
細
か
く
捉
え
、 

季
節
の
す
ば
ら
し
さ
を
繊
細
に
和
歌
で
表
現
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

イ

　そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
し
か
見
ら
れ
な
い
花
や
鳥
を
和
歌
の
題
材
に
設
定
し
、 

動
植
物
の
命
の
大
切
さ
を
切
実
に
訴
え
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

　季
節
ご
と
の
節
目
に
多
く
の
行
事
を
取
り
入
れ
て
和
歌
を
作
る
機
会
を
増
や 

す
こ
と
で
、
表
現
や
内
容
を
徐
々
に
洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

　季
節
ご
と
の
天
候
の
違
い
や
、
寒
暖
の
差
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、
農
耕
民
族
に

特
有
の
季
節
の
節
目
の
行
事
を
丁
寧
に
つ
く
り
上
げ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
5
〕
　Ｂ
の
文
中
の

を
付
け
た
ア
〜
エ
の
う
ち
、
現
代
仮
名
遣
い
で
書
い

た
場
合
と
異
な
る
書
き
表
し
方
を
含
ん
で
い
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号 

で
答
え
よ
。

⑷
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