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次
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

問
一

次
の
日
本
の
文
学
作
品
の
作
者
名
を
漢
字
で
書
け
。

①

歌う
た

行あ
ん

灯ど
ん

②

野
火

③

沈
黙

問
二

次
の
①
～
③
の
四
字
熟
語
の
空
欄
に
入
る
適
切
な
漢
字
を
一
字
書
け
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）
ま
た
、
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

①

暗

飛
躍

②

神
出

没

③

暴

馮ひ
ょ
う

河が

ア

思
い
通
り
に
変
化
し
変
わ
り
身
が
速
い
こ
と
。

イ

自
由
自
在
に
現
れ
た
り
か
く
れ
た
り
す
る
こ
と
。

ウ

人
前
を
は
ば
か
ら
ず
に
思
い
の
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
。

エ

血
気
に
は
や
り
無
鉄
砲
な
行
動
を
す
る
こ
と
。

オ

ひ
そ
か
に
策
略
を
巡
ら
し
行
動
す
る
こ
と
。

第
1
問
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問
三　

次
の
①
～
③
の
成
句
に
最
も
近
い
意
味
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

①　

燎り
ょ
う
げ
ん原
の
火

②　

烏う

有ゆ
う

に
帰
す

③　

蛇
足

ア　

無
益
な
つ
け
た
し
。

イ　

大
変
な
苦
し
み
。

ウ　

す
っ
か
り
物
が
な
く
な
る
こ
と
。

エ　

広
が
る
勢
い
が
激
し
い
さ
ま
。

オ　

他
人
の
た
め
に
危
険
を
お
か
す
こ
と
。

カ　

た
い
し
て
違
わ
な
い
こ
と
。

問
四　

次
の
四
字
熟
語
の
漢
字
が
す
べ
て
正
し
い
も
の
の
組
み
合
わ
せ
を
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

一
触
即
発
・
才
色
兼
美

イ　

異
句
同
音
・
一
陽
来
復

ウ　

短
刀
直
入
・
大
同
小
異 

エ　

優
柔
不
断
・
有
名
夢
実

オ　

絶
体
絶
命
・
森
羅
万
象 
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
は
、
句
読
点
・
符
号
も
一
字
に
数
え
る
。

主
観
的
時
間
と
客
観
的
時
間
の
関
係
は
、
一
つ
に
は
、「
年
齢
」
の
問
題
と
し
て
現
れ
る
。
我
々
は
毎
年
、
自
分
の
誕
生
日
を
迎
え
た
と
き
、
自
分
の
年
齢
が
一

つ
増
え
る
の
を
「
経
験
す
る
」。
だ
が
、
こ
の
「
経
験
」
は
何
の
「
経
験
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
自
分
が
二
十
歳
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
生
じ

る
「
出
来
事
」
な
の
だ
ろ
う
か
（
成
人
式
、
法
的
権
利
の
発
生
な
ど
は
派
生
的
な
こ
と
だ
か
ら
考
慮
し
な
い
）。
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
の
二
十
歳
の
誕
生
日
と
関
係

あ
り
そ
う
な
出
来
事
と
は
、
そ
の
日
に
、
地
球
が
、
私
の
誕
生
し
た
時
の
位
置
か
ら
数
え
て
、
太
陽
の
周
り
を
二
十
回
公
転
し
た
と
い
う
事
実
の
み
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
私
に
生
じ
た
出
来
事
で
は
な
く
、
地
球
に
生
じ
た
出
来
事
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

と
す
れ
ば
、
①
な
ぜ
地
球
に
生
じ
た
出
来
事
が
、
二
十
歳
「
に
な
る
」

と
い
う
、
私
に
生
じ
た
出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
一
年
間
、
私
は
自
分
の
履
歴
書
に
、
自
分
の
年
齢
を
「
二
十
歳
」
と
記
入
す
る
。
そ

れ
は
ち
ょ
う
ど
、
私
の
身
長
や
体
重
が
私
の
属
性
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
二
十
歳
」
も
ま
た
「
私
の
」
属
性
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

身
長
や
体
重
は
、
私
自
身
の
体
を
実
際
に
測
定
し
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
測
定
し
て
得
ら
れ
た
結
果
だ
か
ら
こ
そ
私
の
属
性
で
あ
る
と
み
な

さ
れ
る
。
も
し
年
齢
が
、
身
体
を
調
べ
て
そ
の
生
理
的
な
「
老
化
」
の
度
合
い
を
数
値
で
示
す
も
の
、
す
な
わ
ち
、
身
体
の
生
理
的
な
「
若
さ
」
や
「
老
い
」、「
健

全
さ
」
の
程
度
を
示
す
数
値
で
あ
れ
ば
、
年
齢
は
自
分
の
属
性
と
言
え
る
。
し
か
し
、「
あ
る
年
齢
に
な
る
」
こ
と
は
明
ら
か
に
そ
れ
と
は
違
い
、
自
分
が
「
あ
る

年
齢
に
な
る
」
こ
と
を
決
め
る
の
は
、
自
分
の
身
体
の
状
態
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
天
体
の
運
動
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、「
あ
る
年
齢
に
な
る
」
こ
と
は
自
分
の
誕
生
日
に
自
分
だ
け
に
生
じ
る
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
実
朝
に
、「
ゆ
く
年
の
行
方

を
問
へ
ば　

世
の
中
の　

人
こ
そ
ひ
と
つ
設
く
べ
ら
な
れ
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。「
年
の
果
て
の
歌
」
と
い
う
詞こ

と
ば

書が
き

が
あ
り
、
一
年
の
終
わ
る
大お
お
み
そ
か

晦
日
に
詠
ん
だ
と

み
ら
れ
る
。
歌
の
意
味
は
、「
去
っ
て
い
く
そ
の
年
に
向
か
っ
て
、
ど
こ
に
行
く
の
で
す
か
と
尋
ね
る
と
、
ど
う
や
ら
人
の
身
に
と
ど
ま
っ
て
一
つ
年
を
取
ら
せ
る

ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
個
々
の
人
間
と
は
独
立
に
過
ぎ
去
る
時
間
の
量
が
、
年
の
替
わ
り
を
機
に
人
間
に
「
内
在
す
る
」
ａ
キ
ビ
が
見
事

に
描
か
れ
て
い
る
。
当
時
は
「
満
年
齢
」
の
よ
う
に
誕
生
日
に
一
つ
年
を
取
る
の
で
は
な
く
、
新
年
に
皆
そ
ろ
っ
て
年
を
取
る
「
数
え
年
」
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味

で
は
「
数
え
年
」
の
方
が
、「
全
員
が
一
緒
に
」
年
を
取
る
か
ら
、
我
々
の
年
齢
は
個
体
の
外
部
に
あ
る
天
文
現
象
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
、
よ
り
ｂ
メ
イ
リ
ョ

ウ
に
見
て
取
れ
る
。
満
年
齢
だ
と
、
誕
生
日
が
個
人
に
よ
っ
て
違
う
の
で
、
年
齢
は
そ
の
人
の
「
属
性
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
や
す
い
が
、
数
え
年
だ
と
そ
の
感

じ
が
少
し
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
年
齢
は
、
誕
生
日
に
「
一
つ
」
増
え
る
の
で
は
な
く
（
そ
れ
は
た
ん
に
一
年
単

位
で
お
お
ま
か
に
表
示
す
る
と
い
う
習
慣
に
す
ぎ
な
い
）、
年
齢
プ
ラ
ス
月
、
日
、
時
間
、
秒
の
総
計
が
正
確
な
年
齢
で
あ
り
、

Ａ

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自

分
の
年
齢
は
、
刻
々
と
時
計
の
針
が
動
く
の
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
だ
け
の
量
の
年
齢
が
刻
々
に
増
え
て
い
く
。
だ
か
ら
も
し
正
確
な
年
齢
を
聞
か
れ
た
ら
、
各
人

が
時
計
を
見
て
、
そ
の
時
の
針
の
位
置
で
「
今
」
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
答
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
の
年
齢
の
「
測
定
」
は
、
全
員
に
共

第
2
問
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通
の
時
計
の
「
今
」
の
位
置
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
の
誕
生
の
時
点
か
ら
こ
の
「
今
」
に
至
る
ま
で
に
経
過
し
た
時
間
の
量
で
あ
り
、
こ
の

「
量
」
が
「
自
分
に
属
す
る
」
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
自
分
の
身
体
が
こ
の
世
界
に
誕
生
し
た
と
い
う
「
出
来
事
」
の
「
日
付
」
に
よ
る
以
外
に
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、「
今
が
い
つ

0

0

で
あ
る
か
」
は

B

だ
か
ら
で
あ
る
。
厳
密
に
は
年
齢
は
一
秒
毎ご
と

に
新
た
に
増
え
る
の
で
あ
り
、
私
の
年
齢
は
時
計
の
針
の
進
行
と
と
も
に

「
自
動
的
に
」
増
え
て
い
く
。
私
の
年
齢
は
時
計
の
運
動
に
「
そ
の
ま
ま
従
う
」。
私
の
年
齢
を
決
め
る
の
は
、
私
が
い
つ
生
ま
れ
た
か
と
い
う
事
実
と
、「
今
」
が

い
つ
で
あ
る
か
と
い
う
事
実
で
あ
り
、
私
の
誕
生
日
の
日
付
は
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
私
の
た
え
ず
増
加
す
る
年
齢
は
、「
今
」
が
い
つ
で
あ
る
か
に
よ
っ

て
決
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
の
年
齢
」
は
、
私
の
個
体
に
固
有
の
運
動
・
変
化
の
何
か
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
天
体
の
運
行
に
従
う
「
形
式
的
な
量
」
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
「
形
式
的
な
量
」
に
疑
問
が
ｃ
ハ
サ
ま
れ
る
こ
と
は
稀ま
れ

で
あ
る
。
我
々
人
間
は
、
す
で
に
長
い
歴
史
の
過
程
で
、
天
体
の
運
行
を
基
準
運
動
に
取
る
こ
と

に
慣
れ
て
お
り
、
現
在
の
時
計
も
ま
た
そ
の
分
身
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
我
々
は
、
時
計
と
い
う
運
動
の
進
行
す
る
「
量
」
以
外
に
は
、
ほ
と
ん
ど
「
時
間
の
量
」

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
し
か
に
、
②
天
体
の
運
行
が
基
準
運
動
と
し
て
特
権
的
な
優
位
を
も
つ
理
由
は
十
分
に
あ
る
が
、
し
か

し
、「
運
動
の
量
」
を
相
互
に
比
較
す
る
た
め
に
は
、
ど
ち
ら
か
を
基
準
運
動
に
取
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
基
準
運
動
を
何
に
取
る
か
に
つ
い
て
は
、
原
理
的
に
は

あ
る
程
度
の
自
由
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
基
準
運
動
の
取
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
運
動
の
比
率
＝
量
」
が
可
能
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
時
間
の

量
」
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
我
々
の
年
齢
は
、
時
計
の
運
動
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
「
形
式
的
な
量
」
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
生
物
と
し
て
の
人
間
の
「
加

齢
」
あ
る
い
は
生
理
的
変
化
と
も
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
い
。
我
々
自
身
が
、
生
物
と
い
う
あ
る
程
度
自
律
的
な
運
動
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
③
自
律
的
な
運

動
体
自
身
の
運
動
す
る
「
量
」
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
少
し
議
論
を
迂う

回か
い

さ
せ
て
、「
動
物
の
年
齢
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
人
間
を
離
れ
て
他
の
生
物
に
な
る
と
、
形
式
的
な
量
で
あ
る
年
齢
が
、
そ
の
生
物
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
人
間
と
同
じ
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ゲ
ロ
ウ
の
成
虫
は
「
一
日
」
し
か
生
き
な
い
と
聞
か
さ
れ
る
と
き
、
我
々
は
、
カ
ゲ
ロ
ウ
の
「
人
生
の
長
さ
」
は
短
い
と
感

じ
る
。
し
か
し
、
我
々
と
比
べ
て
ど
の
く
ら
い
短
い
の
か
は
、
形
式
的
な
量
と
し
て
の
「
一
日
」
と
い
う
数
値
か
ら
は
必
ず
し
も
よ
く
読
み
取
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

我
が
国
の
生
物
学
者
、
本
川
達
雄
氏
に
、『
ゾ
ウ
の
時
間　

ネ
ズ
ミ
の
時
間
』（
中
公
新
書1992

）
と
い
う
興
味
深
い
著
作
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
今
の
問
題
と
関

連
す
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
動
物
の
身
体
に
内
在
的
な
運
動
は
、
動
物
の
サ
イ
ズ
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

動
物
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
サ
イ
ズ
の
も
の
が
存
在
す
る
が
、
サ
イ
ズ
の
違
い
は
、
そ
の
動
物
の
運
動
を
も
異
な
っ
た
も
の
に
す
る
。
ネ
ズ
ミ
は
「
ち
ょ
こ
ま
か
」
動
く

が
、
ゾ
ウ
は
「
ゆ
っ
た
り
」
歩
く
。
息
を
す
る
間
隔
、
心
臓
の
鼓
動
間
隔
、
腸
の
蠕ぜ

ん

動ど
う

、
血
液
の
一
巡
、
タ
ン
パ
ク
質
の
合
成
と
破
壊
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
と

ｄ
タ
イ
シ
ャ
の
一
回
あ
た
り
の
時
間
が
異
な
る
。
胎
児
が
胎
内
に
い
る
時
間
、
誕
生
後
お
と
な
に
生
育
す
る
ま
で
の
時
間
、
一
生
の
長
さ
も
す
べ
て
異
な
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
時
間
は
す
べ
て
動
物
の
サ
イ
ズ
と
法
則
的
な
関
係
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
に
要
す
る
時
間
は
体
重
の
１
／
４
乗
に
比
例
す
る
。
つ
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ま
り
体
重
が
16
倍
に
な
れ
ば
所
要
時
間
は
２
倍
に
な
る
。
心
臓
の
鼓
動
や
呼
吸
時
間
が
２
倍
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
２
倍
だ
け
ゆ
っ
く
り
し
た
テ
ン
ポ
に
な
る
こ

と
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
動
物
の
寿
命
を
一
回
の
呼
吸
時
間
で
割
っ
た
数
値
や
、
一
回
の
心
臓
の
鼓
動
時
間
で
割
っ
た
数
値
は
、
哺
乳
類
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ

る
動
物
を
通
じ
て
同
一
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
哺
乳
類
も
例
外
な
く
、
５
億
回
呼
吸
し
て
、
20
億
回
心
臓
が
打
て
ば
死
ぬ
。
こ
の
事
実
は
、

動
物
の
寿
命
、
あ
る
い
は
年
齢
に
つ
い
て
、
我
々
の
再
考
を
迫
る
。
ネ
ズ
ミ
は
数
年
、
ゾ
ウ
は
百
年
近
い
寿
命
を
も
つ
が
、
こ
の
事
実
を
も
っ
て
ネ
ズ
ミ
は
ゾ
ウ
よ

り
「
一
生
を
生
き
る
時
間
が
短
い
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
本
川
氏
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。「
も
し
心
臓
の
拍
動
を
時
計
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ゾ
ウ
も
ネ
ズ
ミ
も

ま
っ
た
く
同
じ
長
さ
だ
け
生
き
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
小
さ
い
動
物
で
は
、
体
内
で
起
こ
る
よ
ろ
ず
の
現
象
の
テ
ン
ポ
が
速
い
の
だ
か
ら
、
物
理
的
な
寿
命

が
短
い
と
は
い
っ
て
も
、
一
生
を
生
き
切
っ
た
感
覚
は
、
存
外
ゾ
ウ
も
ネ
ズ
ミ
も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
…
…
ゾ
ウ
に
は
ゾ
ウ
の
時
間
、
ネ
ズ
ミ
に
は
ネ
ズ

ミ
の
時
間
と
、
そ
れ
ぞ
れ
体
の
サ
イ
ズ
に
応
じ
て
違
う
時
間
の
単
位
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
…
…
動
物
が
違
う
と
、
時
間
の
流
れ
る
速
度
が
違
っ
て
く
る
も
の
ら
し

い
」（
同
書
、
四
～
六
頁ペ

ー
ジ

）。「
動
物
に
は
動
物
の
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
変
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
が
あ
り
、
我
々
の
時
計
で
は
、
他
の
動
物
の
時
間
を
単
純
に
は
測
れ

な
い
」（
一
三
四
頁
）。

以
上
の
本
川
氏
の
議
論
を
参
考
に
、
人
間
と
動
物
の
年
齢
に
つ
い
て
、
そ
の
観
点
の
比
較
を
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
我
々
人
間
は
な
ぜ
心
臓
の
鼓
動
回
数
で
寿
命

を
計
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。「
人
間
の
」
年
齢
は
、
天
体
運
動
と
そ
の
分
身
で
あ
る
時
計
と
い
う
基
準
運
動
に
よ
っ
て
数
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
地
球

の
自
転
に
よ
る
夜
と
昼
の
交
替
は
、
人
間
に
覚
醒
と
睡
眠
の
リ
ズ
ム
を
与
え
、
こ
れ
が
「
一
日
」
と
い
う
自
然
な
単
位
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
は
互

い
の
運
動
を
調
整
し
て
共
同
作
業
を
行
う
必
要
か
ら
共
通
の
尺
度
を
必
要
と
す
る
。
だ
か
ら
、
個
々
人
の
心
臓
の
鼓
動
を
基
準
運
動
に
は
し
な
い
。
し
か
し
時
計
に

よ
っ
て
、
自
分
の
年
齢
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
個
体
と
し
て
の
自
己
の
運
動
（
心
臓
、
呼
吸
、
老
化
等
々
）
を
固
有
の
基
準
に
取
る
こ
と
を
ｅ
ホ
ウ
キ
し
て
、
共
通

の
基
準
で
あ
る
時
間
「
量
」
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
、「
年
を
取
る
速
さ
」
と
い
う
も
の
は
無
く
な
り
、
年
齢
と
い
う
「
量
」
の
み
を
受
け
取

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

こ
と
に
な
る
。「
速
さ
」
と
は
あ
く
ま
で
二
つ
の
運
動
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
「
比
量
」
で
あ
り
、
一
つ
の
基
準
運
動
し
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
そ
の
運

動
の
「
自
己
比
率
」
し
か
な
い
の
で
、
時
間
に
「
速
さ
」
は
な
く
な
り
「
量
」
の
み
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
人
間
の
各
個
人
の
心
臓
の
鼓

動
は
「
時
間
に
よ
っ
て
そ
の
速
さ
を
計
ら
れ
る
」
側
に
回
り
、
そ
の
個
人
に
固
有
の
「
時
間
の
流
れ
る
速
さ
」
を
云う

ん
ぬ
ん々

す
る
余
地
は
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人

間
の
心
臓
の
鼓
動
の
速
さ
が
個
人
差
と
み
な
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
他
の
動
物
に
お
い
て
も
、
時
計
と
い
う
共
通
の
尺
度
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
心
臓
や
呼
吸
な
ど
の

生
理
的
活
動
の
「
運
動
の
速
さ
」
が
違
う
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
を
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
本
川
氏
の
視
点
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
種
に
よ
っ
て
心
臓
や
呼
吸
の
「
運
動
の
速
さ
」
は
み
な
違
う
が
、
そ
う
し
た
「
速
さ
」
で
は
な
く
、
鼓
動
や
呼
吸
の
「
総
回
数
」
に
着
目
す
る
見

方
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
５
億
回
の
呼
吸
や
、
20
億
回
の
鼓
動
と
い
う
「
総
回
数
」
が
一
種
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
心
臓
や
呼
吸
の
運
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動
自
身
が
基
準
運
動
に
取
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
動
物
種
に
は
そ
の
「
生
き
る
量
」
を
示
す
「
量
」
と
し
て
、
鼓
動
の
「
総
回
数
」
は
あ
る
が
、
基
準
運
動
自
身

に
は
流
れ
る
時
間
の
「
速
さ
」
は
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
５
億
回
の
呼
吸
、
20
億
回
の
心
臓
の
鼓
動
が
す
べ
て
の
動
物
に
「
共
通
」
で
あ
る
と
言

う
時
、
こ
の
５
億
や
20
億
と
い
う
「
数
」
の
同
一
性
が
「
寿
命
の
長
さ
」
の
同
一
性
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
種
に
流
れ

る
時
間
の
「
速
さ
」
と
い
う
も
の
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
④
ネ
ズ
ミ
は
ゾ
ウ
に
比
べ
て
「
時
間
が
速
く
流
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
人
間
の
用
い
る
時
計
を
も
と
に
し
た
視
点
と
、
動
物
の
心
臓
や
呼
吸

を
基
準
運
動
に
し
た
視
点
と
の
、
⑤
二
重
の
視
点
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

植
村　

恒
一
郎　

著　
「
時
間
の
本
性
」
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
五
ペ
ー
ジ
～
二
一
一
ペ
ー
ジ

問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）

問
二　

傍
線
部
①
「
な
ぜ
地
球
に
生
じ
た
出
来
事
が
、
二
十
歳
『
に
な
る
』
と
い
う
、
私
に
生
じ
た
出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
筆

者
は
そ
の
理
由
を
「
誕
生
日
」
の
ど
の
よ
う
な
性
質
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

問
三　

空
欄

Ａ

の
部
分
に
元
々
あ
っ
た
表
現
と
ほ
ぼ
同
意
の
表
現
を
、
本
文
中
か
ら
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

問
四　

空
欄

B

に
入
る
表
現
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

こ
の
世
界
に
私
が
誕
生
し
た
日
付
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と

イ　

常
に
動
い
て
い
て
固
定
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

ウ　

私
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
全
員
に
共
通
な
こ
と

エ　

各
々
の
「
私
」
に
よ
っ
て
意
味
合
い
を
変
え
て
い
く
こ
と

オ　

時
計
と
私
の
と
ら
え
方
と
で
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
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問
五　

傍
線
部
②
「
天
体
の
運
行
が
基
準
運
動
と
し
て
特
権
的
な
優
位
を
も
つ
理
由
は
十
分
に
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
。「
…
…
と
い
う

理
由
。」
に
続
く
よ
う
に
五
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六　

傍
線
部
③
「
自
律
的
な
運
動
体
自
身
の
運
動
す
る
『
量
』」
と
あ
る
が
、

（
Ⅰ
）　

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
三
十
字
程
度
で
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

（
Ⅱ
）　

傍
線
部
③
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
を
、
同
じ
段
落
の
中
か
ら
、
二
十
字
で
抜
き
出
せ
。

問
七　

傍
線
部
④
「
ネ
ズ
ミ
は
ゾ
ウ
に
比
べ
て
『
時
間
が
速
く
流
れ
る
』
と
い
う
言
い
方
」
に
は
「
二
重
の
視
点
が
併
用
さ
れ
て
い
る
」（
傍
線
部
⑤
）
と
あ
る
が
、

（
Ⅰ
）　
「
動
物
の
心
臓
や
呼
吸
を
基
準
運
動
に
し
た
視
点
」
だ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

（
Ⅱ
）　
「
人
間
の
用
い
る
時
計
を
も
と
に
し
た
視
点
」
だ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
四
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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問
八　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

動
物
に
は
様
々
な
サ
イ
ズ
の
違
い
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
運
動
や
時
間
と
相
関
関
係
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
動
物
の
「
ち
ょ
こ
ま
か
」
や
「
ゆ
っ
く

り
」
と
い
う
テ
ン
ポ
を
醸
し
だ
し
て
い
る
。

イ　

時
間
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
動
物
の
年
齢
を
考
え
る
こ
と
が
有
効
な
の
は
、
人
間
と
比
べ
て
非
常
に
短
い
人
生
を
送
る
動
物
も
お
り
、
そ
の
こ
と
で
人

間
が
自
己
を
相
対
化
す
る
契
機
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ウ　

数
え
年
は
、
我
々
の
年
齢
が
、
個
々
の
人
間
と
は
独
立
に
過
ぎ
去
る
時
間
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
満
年
齢
は
自
分
の
誕
生
日
に
自
分
だ

け
に
生
じ
る
も
の
な
の
で
、
自
分
に
属
す
る
時
間
と
な
る
。

エ　

人
間
は
天
体
の
運
行
に
基
づ
く
時
間
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
生
物
を
自
律
的
な
運
動
体
と
捉
え
る
立
場
を
取
る
と
、
時
間
把
握
の
仕
方
や
時
間

の
特
性
に
つ
い
て
新
た
な
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

オ　

人
間
も
動
物
も
、
そ
の
物
理
的
な
年
齢
は
違
っ
て
も
、
感
覚
的
に
は
同
じ
長
さ
の
人
生
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
内
在
的
な
時
間
の
流
れ

こ
そ
、
客
観
的
時
間
と
し
て
と
ら
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
字
数
制
限
の
あ
る
も
の
は
、
句
読
点
・
符
号
も
一
字
に
数
え
る
。

わ
た
し
は
こ
こ
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
」
に
つ
い
て
、
あ
る
一
つ
の
視
点
か
ら
ⓐ
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
を
し
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、「
超メ
タ
・
フ
ュ
シ
ス

自
然
的
原
理
」（
伝

統
的
な
用
語
で
な
ら
「
形メ

タ
フ
ュ
ジ
カ
ル

而
上
学
的
原
理
」）
を
立
て
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
自
然
を
見
、
自
然
と
関
わ
る
よ
う
な
思
考
様
式
（
つ
ま
り
（
注
１
）「
形メ
タ
フ
ュ
シ
カ

而
上
学
」）、

こ
れ
こ
そ
が
「
哲
学
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
知
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
「
哲
学
」
の
原
点
に
な
る
「
超
自
然
的
原
理
」
が
、
ａ
テ
ッ
テ
イ
し
て
自
然
の
な

か
で
も
の
を
考
え
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
理
解
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
哲
学
」
は
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て 

ｂ
エ
ン
ド
オ
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
西
洋
で
も
（
注
２
）
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
思
想
家
が
登
場
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
様
相
が
一
変
し
ま
す
。
わ
た
し
は
、
①
ニ
ー
チ
ェ
以
前
と
以
後
を
、
同
じ

哲
学
史
に
一
線
に
並
べ
る
の
は
、
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ニ
ー
チ
ェ
の
目
指
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
哲
学
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
を
す
べ
て
批
判
し
て
乗

り
越
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
仕
事
を
同
じ
「
哲
学
」
と
い
う
名
前
で
呼
ぶ
と
、
ひ
ど
く
ⓑ
紛
ら
わ
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
同
じ
よ
う
な
発
想
を
し
た
人
に
、（
注
３
）
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
は
、〝
自
分
の
仕
事
は
経
済
学
で
は
な
く
、
経
済
学
批
判
だ
〟
と
言
い
ま
す
。
経

済
学
を
生
み
出
し
た
の
は
、「
生
産
と
交
換
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
様
式
」
つ
ま
り
資
本
制
的
な
経
済
構
造
で
す
。
で
す
か
ら
、
経
済
学
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
生
み
出
し
た
経
済
構
造
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
視
点
が
獲
得
で
き
る
と
考
え
た
。
む
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
の
頭
に
あ
っ
た
の
は
イ
ギ

リ
ス
の
（
注
４
）
古
典
経
済
学
で
す
が
。（
注
５
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
そ
ん
な
ふ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

ニ
ー
チ
ェ
が
ｃ
ク
ワ
ダ
て
た
の
も
、
マ
ル
ク
ス
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
「
哲
学
批
判
」
な
の
で
す
。
哲
学
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
一
体
と
な
っ

て
展
開
さ
れ
て
き
た
西
洋
の
文
化
形
成
を
相
対
化
し
、
批
判
す
る
。
も
っ
と
も
、
彼
は
「
哲
学
批
判
」
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
わ
れ
わ
れ
が
「
哲
学
」
と
い
う
と
こ
ろ

を
、
彼
は
（
注
６
）
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
哲
学
全
般
の
批
判
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
を

継
承
し
て
い
く
つ
も
り
の
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
の
主
張
を
一
言
に
ま
と
め
れ
ば
、「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
逆
転
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
い
わ
ゆ
る
西
洋
哲
学
・
道
徳
・
宗
教
は
す
べ
て

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
を
い
か
に
ｄ
コ
ク
フ
ク
す
る
か
が
彼
の
課
題
だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ア
ン
チ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
。「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
＝
哲
学
」
と

考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
「
ア
ン
チ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
＝
反
哲
学
」
と
い
う
概
念
が
誕
生
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
以
前
と
以
後
を
、
一
本
の
線
上
に
並
べ
て

Ａ

に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
な
に
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然

な
の
で
す
。
そ
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
以
後
の
二
十
世
紀
の
哲
学
は
、
望
む
と
望
む
ま
い
と
、「
反
哲
学
」
と
い
う
視
点
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。                                                      

も
っ
と
も
、
ニ
ー
チ
ェ
だ
け
が
ひ
と
り
で
西
洋
の
文
化
形
成
、
ｅ
コ
ト
に
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
へ
の
「
反ア
ン
チ

」
の
立
場
に
立
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同

第
3
問
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じ
こ
ろ
に
、
た
と
え
ば
物
理
学
の
領
域
で
も
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
ッ
ハ
（
一
八
三
八
―
一
九
一
六
）
が
、（
注
７
）
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
登
場
以
来
体
系
化
さ
れ
、
十
九

世
紀
半
ば
に
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
（
一
八
二
一
―
九
四
）
に
よ
っ
て
誰
で
も
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
古
典
力
学
を
批
判
し
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
動
き
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
マ
ッ
ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
は
、
と
て
も
似
て
い
る
の
で
す
。

ど
の
よ
う
な
点
が
似
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ひ
ど
く
表
面
的
に
見
れ
ば
、
二
人
と
も
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と

言
え
そ
う
で
す
。
特
に
マ
ッ
ハ
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
初
め
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
（
一
八
〇
九
―
八
二
）
の
進
化
論
を
紹
介
し
た
へ
ッ
ケ
ル
（
一
八
三
四
―
一
九
一
九
）
と

親
交
を
結
ん
で
い
た
時
期
が
あ
り
、
か
な
り
早
く
か
ら
進
化
論
を
自
分
の
方
法
的
な
仮
説
と
し
て
採
用
し
て
い
ま
し
た
。

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
、
自
然
淘と

う

汰た

説
や
環
境
決
定
論
の
よ
う
な
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
支
え
て
い
る
仮
説
は
あ
ま
り
問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
特
に

ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
の
二
つ
の
仮
説
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
ア
ン
チ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
生
命
が
環
境
へ
適
応
す
る
た
め
に
進
化
す

る
の
な
ら
ば
、
人
間
の
認
識
も
環
境
へ
適
応
す
る
た
め
の
生
物
学
的
機
能
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
認
識
は
相
対
的
で
、

Ｂ

な
真
理
や
そ

れ
を
と
ら
え
る
知
識
や
認
識
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
考
え
方
に
な
り
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
が
前
提
と
し
て
い
る
絶
対
時
間
と
絶
対
空
間
、

そ
し
て
そ
の
内
部
で
の
質
点
の
運
動
と
い
っ
た
考
え
方
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
八
八
〇
年
代
に
へ
ッ
ケ
ル
が
紹
介
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
彼
の
手
に
よ
っ
て
か
な
り
歪ゆ

が

め
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。
た
と
え
ば
、「
個
体
発
生
は
系
統
発
生

を
繰
り
か
え
す
」
と
い
っ
た
、
進
化
は
環
境
へ
の
適
応
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
の
生
物
体
の
上
で
繰
り
か
え
し
起
こ
る
と
い
う
自
分
の
仮
説

を
持
ち
こ
ん
で
紹
介
し
た
り
し
て
い
ま
す
。『
ゲ
ー
テ
、
ラ
マ
ル
ク
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
自
然
観
』（
一
八
八
二
）
と
い
う
そ
の
書
名
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、

ヘ
ッ
ケ
ル
の
紹
介
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
、
ゲ
ー
テ
の
自
然
哲
学
や
、
獲
得
形
質
の
遺
伝
を
認
め
る
ラ
マ
ル
ク
（
一
七
四
四
―
一
八
二
九
）
の
進
化
論
に
か
な
り

引
き
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
し
た
。

と
は
い
え
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
紹
介
し
た
進
化
論
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
哲
学
に
お
け
る
「
超
自
然
的
原
理
」、
物
理
学
に
お
け
る
「
絶
対
時
空
間
」
と
い
っ
た

Ｃ

な
前
提
を
、
あ
り
え
な
い
仮
説
と
し
て
却し
り
ぞ

け
る
大
き
な
き
っ
か
け
に
は
な
り
ま
し
た
。
実
際
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
（
一
八
七
四
―
一
九
二
九
）
や
ロ

ベ
ル
ト
・
ム
ジ
ー
ル
（
一
八
八
〇
―
一
九
四
二
）
な
ど
の
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
若
い
詩
人
た
ち
は
、
マ
ッ
ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
を
③
当
時
の
最
先
端
の
現モ

代デ

思ル

想ネ

と
し
て

結
び
つ
け
て
見
て
い
ま
し
た
。
一
方
は
物
理
学
者
で
一
方
は
古
典
文
献
学
者
。
領
域
は
ま
っ
た
く
違
う
の
で
す
が
、
そ
の
相
対
主
義
的
な
物
の
考
え
方
が
似
て
い
る

と
、
同
時
代
の
詩
人
た
ち
の
眼め

に
は
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
か
ら
振
り
か
え
っ
て
見
て
も
、
こ
の
詩
人
た
ち
の
直
観
は
正
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
、
誰
で
も
手
軽
に
使
え
る
よ
う
な
か
た
ち
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
て
普
及
し
た
の
は
意
外
に
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
十
九
世
紀
も
半

ば
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
以
前
は
、
知
識
人
は
と
も
か
く
、
普
通
に
生
活
し
て
い
る
民
衆
に
は
、
世
界
に
神
の
摂
理
の
ほ
か
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
学
ぶ
機
会
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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十
九
世
紀
半
ば
に
な
る
と
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
を
中
軸
と
す
る
科
学
的
な
自
然
観
や
世
界
観
が
普
及
し
、
空
間
は
す
べ
て
等
質
的
な
点
の
集
合
で
あ
る
、
と
か
、

宇
宙
は
す
べ
て
統
一
的
な
等
質
的
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な
時
間
観
念
や
世
界
観
が
一
般
市
民
の
あ
い
だ
に
も
広
が
っ
て
き
ま
す
。

折
し
も
一
八
五
一
年
に
は
ロ
ン
ド
ン
で
第
一
回
万
国
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
、
鉄
骨
と
ガ
ラ
ス
だ
け
で
つ
く
ら
れ
た
広
大
な
水ク

リ
ス
タ
ル
・
パ
レ
ス

晶
宮
を
舞
台
に
産
業
革
命
の

ｆ
ス
イ
を
集
め
た
技
術
の
成
果
が
展
示
さ
れ
、
観
衆
を
圧
倒
し
ま
す
。
こ
れ
が
自
然
科
学
的
世
界
観
の
普
及
を
う
な
が
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

（
注
８
）
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
（
一
八
二
一
―
八
一
）
な
ど
は
、
万
博
会
場
と
な
っ
た
水
晶
宮
の
噂う

わ
さ

を
聞
き
、
そ
こ
に
科
学
と
技
術
が
す
べ
て
を
決
定
す
る
未
来

社
会
の
姿
を
見
て
、
危
機
感
を
い
だ
き
ま
す
。『
地
下
生
活
者
の
手
記
』（
中
村
融
訳
、
角
川
文
庫
）
の
、「
不
可
能
と
は

―
つ
ま
り
（
注
９
）
石
の
壁
の
こ
と
で

あ
る
。
石
の
壁
だ
っ
て
？　

そ
う
さ
、
も
ち
ろ
ん
、
自
然
の
法
則
、
自
然
科
学
の
結
論
、
数
学
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
／
実
は
も
と
も
と
人
間

に
意
志
だ
と
か
気
ま
ぐ
れ
と
か
い
う
も
の
は
な
く
、
今
ま
で
に
も
か
つ
て
あ
っ
た
た
め
し
が
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
う
な
れ
ば
④
人
間
自
体
は
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
や
オ
ル

ガ
ン
の
釘く

ぎ

み
た
い
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
一
節
は
、
当
時
の
気
分
を
端
的
に
表
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

⑤
芸
術
は
暗
い
物
陰
で
長
い
発
酵
の
期
間
を
終
え
て
初
め
て
花
開
く
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
科
学
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
す
べ
て
が
素
通
し
に
な
り
、
そ

う
し
た
物
陰
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
明
る
い
世
界
に
は
、
新
し
い
芸
術
作
品
な
ど
の
芽
生
え
て
く
る
余
地
が
な
い
。
こ
う
し
た
予
感
は
、（
注
10
）

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
（
一
八
二
一
―
六
七
）
の
『
悪
の
華
』
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
世
紀
末
芸
術
に
共
通
す
る
認
識
で
し
た
。
真
昼
の
太
陽
が
す
べ
て
の
も
の
を
照
ら
し
出
す

よ
う
な
明
る
い
技
術
社
会
、
技
術
文
明
が
花
開
く
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
芸
術
に
と
っ
て
は
大
変
な
危
機
で
す
。
ニ
ー
チ
ェ
も
同
じ
危
機
感
を
共
有
し
て
い
ま

し
た
。

当
時
、
電
灯
は
ま
だ
普
及
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ガ
ス
灯
は
普
及
し
て
き
て
、
日
常
生
活
の
な
か
で
も
真
の
暗
闇
が
次
第
に
失
わ
れ
て
い
く
時
代
で
し
た
。

等
質
的
な
今
の
継
起
と
い
う
物
理
学
的
時
間
概
念
に
反は

ん
ぱ
つ撥

し
て
、
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
異
常
な
時
間
体
験
が
し
き
り
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
の
こ
ろ
で

す
。
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
一
派
な
ど
は
、
生
命
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
自
然
現
象
を
、
物
理
、
化
学
の
力
に
よ
っ
て
解
明
し
て
み
せ
る
、
と
い
う
力
学
万
能
の
立
場

を
主
張
し
て
い
ま
し
た
。

ニ
ー
チ
ェ
と
マ
ッ
ハ
は
、
こ
の
よ
う
な
科
学
的
な
世
界
観
へ
の
危
機
感
か
ら
出
発
し
、
そ
の
思
想
を
形
成
し
た
人
た
ち
で
す
。
こ
れ
は
、
十
九
世
紀
末
の
芸
術
家

た
ち
が
感
じ
表
現
し
た
危
機
感
と
、
共
通
す
る
も
の
で
し
た
。

木
田　

元　

著　
「
反
哲
学
入
門
」
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
四
ペ
ー
ジ
～
二
一
〇
ペ
ー
ジ
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（
注
１
）
形
而
上
学

― 

現
象
を
乗
り
越
え
て
そ
の
背
後
に
あ
る
本
質
・
存
在
の
根
本
原
理
を
思し

惟い

あ
る
い
は
直
観
に
よ
っ
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
学
問
。

（
注
２
）
ニ
ー
チ
ェ

―
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
（
一
八
四
四
～
一
九
〇
〇
）。

（
注
３
）
マ
ル
ク
ス

―
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
・
哲
学
者
（
一
八
一
八
～
一
八
八
三
）。

（
注
４
）
古
典
経
済
学

―
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
一
七
二
三
～
一
七
九
〇
）
を
祖
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
派
。

（
注
５
）
エ
ン
ゲ
ル
ス

―
ド
イ
ツ
の
思
想
家
・
革
命
家
（
一
八
二
〇
～
一
八
九
五
）。

（
注
６
）
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム

―
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
・
プ
ラ
ト
ン
（
前
四
二
七
～
前
三
四
七
）
の
哲
学
に
由
来
す
る
哲
学
体
系
。

（
注
７
）
ニ
ュ
ー
ト
ン

―
イ
ギ
リ
ス
の
物
理
学
者
・
天
文
学
者
・
哲
学
者
（
一
六
四
二
～
一
七
二
七
）。

（
注
８
）
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

―
ロ
シ
ア
の
作
家
。

（
注
９
）
石
の
壁

―
石
の
壁
で
囲
ま
れ
た
牢ろ
う
ご
く獄
。

（
注
10
）
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

―
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
・
評
論
家
。
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問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｆ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）

問
二　

波
線
部
ⓐ
・
ⓑ
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

　 
 

ア　

す
じ
み
ち
を
立
て
て  

 
 

イ　

わ
か
り
や
す
く

ⓐ　

か
い
つ
ま
ん
で 

ウ　

要
約
し
て

 
 

エ　

ほ
ど
ほ
ど
に 

 
 

オ　

誤
解
の
な
い
よ
う
に

 
 

ア　

め
ま
ぐ
る
し
い

 
 

イ　

見
分
け
が
つ
き
に
く
い

ⓑ　

紛
ら
わ
し
い 

ウ　

や
っ
か
い
な

 
 

エ　

見
苦
し
い

 
 

オ　

わ
ず
ら
わ
し
い

国 語 13
16
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問
三  

空
欄

Ａ

～

Ｃ

に
入
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

絶
対
的　
　

イ　

連
続
的　
　

ウ　

数
学
的　
　

エ　

概
念
的　
　

オ　

総
合
的　
　

カ　

基
本
的　
　

キ　

初
歩
的

問
四　

傍
線
部
①
「
ニ
ー
チ
ェ
以
前
と
以
後
を
、
同
じ
哲
学
史
に
一
線
に
並
べ
る
の
は
、
お
か
し
い
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
そ
の

理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

ニ
ー
チ
ェ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
淘
汰
説
や
環
境
決
定
論
の
よ
う
な
仮
説
を
あ
ま
り
問
題
に
せ
ず
、

ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
以
前
の
世
界
観
に
戻
ろ
う
と
し
た
か
ら
。

イ　

ニ
ー
チ
ェ
は
西
洋
の
文
化
を
反
哲
学
の
視
点
で
批
判
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
知
識
人
が
そ
の
こ
と
を
批
判
し
、
西
洋
文
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
入

れ
継
承
し
よ
う
と
し
た
か
ら
。

ウ　

ニ
ー
チ
ェ
の
主
張
は
一
言
に
ま
と
め
れ
ば
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
逆
転
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
西
洋
文
化
形
成
の
あ
り
方
ま
で
を
否

定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

エ　

ニ
ー
チ
ェ
が
知
の
本
質
と
さ
れ
た
形
而
上
学
を
否
定
し
、
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
哲
学
全
般
を
批
判
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
紀
末
の
民
衆
は
哲
学
を
受
け
入

れ
ず
拒
否
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

オ　

西
洋
哲
学
は
プ
ラ
ト
ン
に
始
ま
る
形
而
上
学
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
ニ
ー
チ
ェ
以
降
は
ア
ン
チ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
＝
反
哲
学
と
い
う
概
念
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
。

国 語 14
16
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問
五　

傍
線
部
②
「
同
じ
よ
う
な
発
想
を
し
た
人
に
、
マ
ル
ク
ス
が
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
と
ニ
ー
チ
ェ
は
ど
の
よ
う
な
点
で
「
同
じ
よ
う
な
発
想
」
を

し
た
の
か
。
五
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六　

傍
線
部
③
「
当
時
の
最
先
端
の
現
代
思
想
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
「
世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
若
い
詩
人
た
ち
」
は
考
え
て
い
た
の
か
。

六
十
字
以
内
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
七　

傍
線
部
④
「
人
間
自
体
は
ピ
ア
ノ
の
鍵
盤
や
オ
ル
ガ
ン
の
釘
み
た
い
な
も
の
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
間
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
の

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

ピ
ア
ノ
や
オ
ル
ガ
ン
の
音
色
の
よ
う
に
汚
れ
の
な
い
美
し
い
存
在
。

イ　

組
織
の
規
律
に
従
い
思
い
つ
き
や
気
ま
ぐ
れ
な
ど
を
排
す
る
存
在
。

ウ　

束
縛
を
逃
れ
、
自
分
の
規
範
に
従
っ
て
行
動
す
る
自
律
的
な
存
在
。

エ　

人
間
味
を
感
じ
さ
せ
な
い
神
の
よ
う
な
意
志
を
も
つ
不
屈
の
存
在
。

オ　

自
然
の
構
成
要
素
と
し
て
そ
の
法
則
に
従
っ
て
動
く
だ
け
の
存
在
。
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問
八　

傍
線
部
⑤
「
芸
術
は
暗
い
物
陰
で
長
い
発
酵
の
期
間
を
終
え
て
初
め
て
花
開
く
よ
う
な
も
の
だ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
八
十
字
以
内
で

わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

問
九　

次
の
学
生
た
ち
の
会
話
の
な
か
で
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
二
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。 

ア　
（
学
生
Ａ
） 　

ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
へ
の
「
反ア
ン
チ

」
の
立
場
か
ら
、
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
西
洋
哲
学
・
道
徳
・
宗
教
を
い
か
に
乗

り
越
え
る
か
が
課
題
だ
っ
た
。

イ　
（
学
生
Ｂ
）　

そ
の
立
場
か
ら
、
反
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
立
場
に
立
ち
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
も
否
定
し
た
。

ウ　
（
学
生
Ｃ
） 　

そ
れ
に
し
て
も
、
ヘ
ッ
ケ
ル
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
進
化
論
が
、
ド
イ
ツ
で
、
あ
り
得
な
い
仮
説
と
し
て
「
超
自
然
的
原
理
」
な
ど
を
却
け

る
契
機
に
な
っ
た
の
は
時
代
の
流
れ
だ
ろ
う
ね
。

エ　
（
学
生
Ｄ
） 　

世
紀
末
ウ
ィ
ー
ン
の
若
い
詩
人
た
ち
も
、
学
問
領
域
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
ッ
ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
考
え
方
に
似
た
点
を
見み

出い
だ

し
て
い

た
よ
う
だ
。

オ　
（
学
生
Ｂ
） 　

知
識
人
は
と
も
か
く
、
十
九
世
紀
も
半
ば
に
な
っ
て
当
時
の
民
衆
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
神
の
摂
理
以
外
の
因
果
関
係

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。

カ　
（
学
生
Ｄ
） 　

そ
れ
で
も
民
衆
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
考
え
方
に
感
化
さ
れ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
自
然
観
に
疑
問
を
も
っ
た
と
い
う
の
が
歴
史
の
真
実
だ
と

い
う
こ
と
ら
し
い
。

キ　
（
学
生
Ａ
） 　

そ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
自
然
科
学
だ
け
に
偏
っ
た
世
界
観
に
強
い
疑
問
を
抱
い
た
こ
と
は
、『
地
下
生
活
者
の
手
記
』
を
読
め
ば
明
ら

か
だ
。


