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次
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

問
一　

次
の
①
～
③
の
こ
と
わ
ざ
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
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

①　

胸

を
開
く

②　

の
目
に
も
涙

③　

立
て
板
に

ア　

い
つ
も
は
非
常
に
健
康
な
人
が
病
気
に
な
る
こ
と
。

イ　

隠
す
こ
と
な
く
心
中
を
う
ち
あ
け
る
こ
と
。

ウ　

世
間
の
噂う

わ
さ

は
防
ぎ
よ
う
が
な
い
こ
と
。

エ　

弁
舌
が
す
ら
す
ら
と
し
て
よ
ど
み
の
な
い
こ
と
。

オ　

無
慈
悲
な
人
に
も
、
時
に
は
慈
悲
の
心
が
生
ま
れ
る
こ
と
。

カ　

心
の
底
ま
で
打
ち
明
け
て
親
し
く
交
わ
る
こ
と
。

第
1
問
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問
二　

次
の
①
～
③
の
四
字
熟
語
に
最
も
近
い
意
味
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。
ま
た
、
選
ん
だ
符
号
の
空
欄
に
入
る
適
切
な
語
を
漢
字
一
字
で

書
け
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）

①　

一
刻
千
金

②　

主
客
転
倒

③　

盛
者
必
衰

ア　

が
流
れ
て
木
の
葉
が
沈
む

イ　

目
か
ら

へ
抜
け
る

ウ　

蛙か
え
る

の

に
水

エ　

濡ぬ

れ

で
粟あ
わ

を
つ
か
む

オ　

驕お
ご

る

家
は
久
し
か
ら
ず

カ　

光
陰

の
如ご
と

し

問
三　

次
の
語
句
の
対
義
語
を
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

①　

遵
守　
　

②　

依
存　
　

③　

黙
秘

ア　

反
抗　
　

イ　

供
述　
　

ウ　

多
弁　
　

エ　

違
反　
　

オ　

自
生　
　

カ　

自
立

問
四　

次
の
作
品
の
作
者
名
を
漢
字
で
書
け
。（
楷
書
で
は
っ
き
り
大
き
く
書
く
こ
と
。）

ア　

五
重
塔　
　

イ　

城
の
崎
に
て　
　

ウ　

檸レ
モ
ン檬
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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
。

こ
こ
ま
で
生
物
の
時
間
と
呼
ん
で
き
た
も
の
が
、
ど
ん
な
性
質
な
の
か
を
、
も
う
少
し
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
心
臓
が
ド
キ
ン
ド
キ
ン
と
繰
り
返
し

打
っ
て
い
る
、
そ
の
一
回
分
の
時
間
や
、
ａ
ハ
イ
が
呼
吸
を
繰
り
返
す
、
そ
の
一
回
の
時
間
、
つ
ま
り
、
体
の
中
で
繰
り
返
し
起
こ
っ
て
い
る
現
象
の
一
回
分
の
時

間
が
、
こ
こ
ま
で
時
間
と
言
っ
て
き
た
も
の
で
す
。
繰
り
返
し
だ
か
ら
、
ク
ル
ッ
と
回
っ
て
元
に
戻
る
、
そ
の
一
回
転
の
時
間
、
つ
ま
り
周
期
で
す
ね
。
周
期
を
時

間
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。

寿
命
は
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
回
き
り
で
繰
り
返
し
は
き
き
ま
せ
ん
が
、
親
が
生
ま
れ
て
死
ん
で
、
子
が
生
ま
れ
て
死
ん
で
、
孫
が
生
ま
れ
て
死
ん
で
、
と
い

う
世
代
交
代
の
繰
り
返
し
の
単
位
が
寿
命
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
大
き
な
一
回
転
の
、
こ
の
あ
た
り
で
生
ま
れ
出
て
、
成
熟
し
、
老
い
て
、
と
時
間
が

配
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
時
間
も
、
や
は
り
回
る
時
間
と
と
ら
え
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
回
る
時
間
が
生
物
の
時
間
で
す
。
一
方
、
古
典
物
理
学

の
時
間
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
流
れ
去
っ
て
い
く
「
直
線
的
時
間
」
で
す
。

じ
つ
は
こ
の
二
つ
が
古
来
、
時
間
の
代
表
的
な
と
ら
え
方
な
の
で
す
。

私
た
ち
日
本
人
は
回
る
時
間
の
中
で
生
き
て
き
た
よ
う
で
す
。
六
〇
歳
で
還
暦
。
暦
（
つ
ま
り
時
間
）
が
回
っ
て
還か

え

っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
時
間
が
回
る

と
い
う
考
え
方
で
す
。
仏
教
で
は
（
注
１
）
輪り

ん

廻ね

転
生
と
言
い
ま
す
ね
。
生
ま
れ
変
わ
る
た
び
に
時
間
が
ゼ
ロ
に
リ
セ
ッ
ト
し
、
く
る
く
る
回
っ
て
い
ま
す
。

直
線
的
な
時
間
を
も
つ
人
び
と
の
代
表
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
神
が
こ
の
世
を
お
創
り
に
な
っ
た
時
か
ら
世
の
終
末
ま
で
、
神
の

時
間
が
一
直
線
に
流
れ
て
行
き
ま
す
。
神
の
時
間
は
絶
対
的
な
も
の
で
す
。

こ
れ
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
通
し
て
物
理
学
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
時
間
の
概
念
は
必
要
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
敬け

い

虔け
ん

な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
し
て
は
、
時
間
は
当
然
、
神
の
時
間
で
あ
り
、
絶
対
的
で
一
方
向
に
真ま

っ
直す

ぐ
流
れ
る
と
考
え
た
の

で
し
た
。
だ
か
ら
絶
対
時
間
と
は
一
種
の
信
仰
の
産
物
で
す
。
古
典
物
理
学
は
、
世
俗
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
も
言
え
る
一
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

じ
つ
は
時
間
生
物
学
の
教
科
書
の
中
に
は
、
こ
こ
で
お
話
し
し
た
話
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。（
注
２
）
サ
イ
ズ
の
生
物
学
の
文
献
中
に
出
て

き
た
の
で
す
。
こ
れ
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
す
ね
。
①
西
洋
人
は
回
る
時
間
を
サ
イ
ク
ル
と
呼
び
、
タ
イ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
よ
う
な
の
で
す
。
サ
イ

ク
ル
は
時
間
（
＝
タ
イ
ム
）
に
入
れ
て
も
ら
え
な
い
ん
で
す
ね
。

古
典
物
理
学
の
時
間
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
よ
っ
て
変
わ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
生
物
の
回
る
時
間
は
変
わ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
で

し
ょ
う
？　

こ
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
そ
も
そ
も
生
物
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

私
は
、
生
物
と
は
ず
ー
っ
と
続
く
よ
う
に
で
き
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
地
球
の
歴
史
は
四
六
億
年
。
生
物
の
歴
史
は
三
八
億
年
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

第
2
問
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続
く
よ
う
に
で
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
三
八
億
年
も
の
長
い
間
、
生
物
は
こ
う
し
て
続
い
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。

私
た
ち
を
は
じ
め
、
生
物
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
に
ｂ
フ
ク
ザ
ツ
な
体
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
体
を
も
っ
た
も
の
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
。
ど
う
や
っ

た
ら
、
ず
っ
と
続
く
体
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？

体
は
構
造
物
だ
か
ら
、
建
物
を
例
に
と
っ
て
考
え
る
と
分
か
り
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。
ず
っ
と
続
く
建
物
を
ど
う
や
っ
た
ら
作
れ
る
の
か
。
単
純
に
考
え
れ
ば
、

絶
対
壊
れ
な
い
よ
う
に
作
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
と
い
う
の
が
熱
力
学
の
第
二
法
則
で
す
。
秩
序
だ
っ
た
も
の
は
、
時
が
経
て

ば
無
秩
序
に
な
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
（
注
３
）
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
増
大
す
る
。
形
あ
る
物
は
、
い
つ
か
は
壊
れ
る
の
で
す
。
絶
対
壊
れ
な
い
建
物
を
た
て
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

じ
ゃ
あ
、
壊
れ
た
ら
直
し
直
し
い
け
ば
、
ず
っ
と
続
く
だ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
は
、
当
然
出
て
き
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
法
隆
寺
な
ど
は
続
い
て
い
ま
す
。
で
も
古

い
も
の
は
世
界
遺
産
や
国
宝
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
ｃ
ハ
れ
物
に
さ
わ
る
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
生
物
の
体
は
、
跳
ん
だ
り

は
ね
た
り
と
、
い
つ
も
現
役
で
激
し
く
働
く
必
要
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
直
し
直
し
と
い
う
や
り
方
も
、
な
か
な
か

Ａ

の
乏
し
い
や
り
方
で
す
。

と
す
る
と
、
ず
っ
と
続
く
建
物
を
作
る
の
は
無
理
か
と
い
う
と
、
や
り
方
が
あ
る
の
で
す
ね
。
伊
勢
神
宮
で
す
。
形
あ
る
も
の
は
壊
れ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。

だ
っ
た
ら
壊
れ
る
前
に
、
定
期
的
に
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
を
建
て
替
え
て
い
け
ば
い
い
。
伊
勢
神
宮
は
二
〇
年
ご
と
に
（
注
４
）
式
年
遷
宮
を
行
っ
て
、
そ
っ
く
り

の
も
の
に
建
て
替
え
る
。
こ
う
し
て
一
三
〇
〇
年
た
っ
た
今
も
、
木
の
香
も
新
し
く
、
現
役
で
機
能
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ず
っ
と
続
い
て
い
く
建
物
を
作
る
、
じ

つ
に
優
れ
た
や
り
方
で
す
。

②
生
物
は
伊
勢
神
宮
方
式
を
採
用
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
体
は
使
っ
て
い
れ
ば
す
り
切
れ
て
き
ま
す
。
ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
な
ん
て
言
っ
て
、
い
く
ら
手
を
か
け

て
も
、
い
っ
た
ん
ガ
タ
が
き
た
も
の
は
、
元
通
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
ガ
タ
が
来
た
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
さ
っ
さ
と
捨
て
て
、
新
し
く
、
そ
っ
く
り
の
も
の
を
作
っ

て
し
ま
え
ば
い
い
。
そ
れ
が
子
供
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
そ
っ
く
り
の
子
を
作
り
、
自
身
は
土
に
還
っ
て
い
き
ま
す
。
新
た
に
作
り
替
え
る
の
で
す
か
ら
、

時
間
は
そ
こ
で
ゼ
ロ
に
戻
っ
た
と
み
な
せ
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
時
間
が
回
っ
て
い
ま
す
。
作
り
替
え
る
作
業
を
繰
り
返
し
、
時
間
を
回
し
続
け
て
い
け
ば
、
永

続
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
子
供
は
私
な
の
で
す
ね
。
こ
の
私
は
使
っ
て
い
る
と
磨す

り
減
っ
て
く
る
か
ら
、
次
の
新
し
い
私
を
作
る
。
そ
の
次
の
私
と
し
て
孫
を
つ
く
る
。
こ
う
し
て

私
、
私
、
私
と
渡
し
て
い
く
の
が
私
で
あ
り
、
そ
う
や
っ
て
私
は
ず
ー
っ
と
生
き
続
け
る
の
で
す
。

体
で
あ
れ
建
物
で
あ
れ
、
作
り
替
え
る
に
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
り
ま
す
。
作
り
替
え
る
、
つ
ま
り
時
間
を
一
回
転
さ
せ
る
ご
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
る
の

で
す
か
ら
、
回
転
速
度
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
は
比
例
す
る
。
時
間
の
速
度
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
比
例
す
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
子
供
を
つ
く
る
と
い
う
、
世
代
交
代
に
限
ら
れ
た
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
筋
肉
が
収
縮
す
る
場
合
も
そ
う
で
す
。
筋
肉
の
細
胞
の
中
に
は
、
ミ
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オ
シ
ン
と
い
う
太
い
繊
維
と
、
ア
ク
チ
ン
と
い
う
細
い
繊
維
が
ぎ
っ
し
り
ｄ
ツ
ま
っ
て
い
ま
す
。
ミ
オ
シ
ン
の
繊
維
か
ら
手
が
出
て
お
り
、
こ
れ
が
ア
ク
チ
ン
の
繊

維
を
捕
ま
え
て
、
カ
ク
ッ
と
手
首
を
曲
げ
ま
す
。
す
る
と
そ
の
分
、
ち
ょ
っ
と
ア
ク
チ
ン
の
繊
維
が
動
い
て
、
わ
ず
か
に
収
縮
が
起
こ
り
ま
す
。
次
に
、
曲
が
っ
た

手
首
の
と
こ
ろ
に
（
注
５
）
Ａ
Ｔ
Ｐ
の
分
子
が
く
っ
つ
い
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
供
給
し
ま
す
。
す
る
と
手
首
は
ア
ク
チ
ン
を
手
放
し
て
、
ま
た
、
曲
が
る
前
の
ま
っ

す
ぐ
な
状
態
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
再
度
、
ミ
オ
シ
ン
の
手
は
、
ア
ク
チ
ン
を
捕
ま
え
て
、
カ
ク
ッ
と
手
首
を
振
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
つ
ぎ
つ

ぎ
に
手
首
を
振
り
な
が
ら
、
筋
肉
は
縮
ん
で
い
き
ま
す
。

手
首
が
カ
ク
ッ
と
曲
が
っ
て
働
い
た
と
い
う
こ
と
は
「
壊
れ
た
」
と
も
言
え
ま
す
。
そ
こ
に
Ａ
Ｔ
Ｐ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
入
し
て
修
理
し
、
元
の
形
に
も
ど
す
。

そ
う
し
て
新
た
に
働
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
れ
で
時
間
が
一
回
転
し
て
元
に
戻
り
ま
す
。

時
間
を
一
回
転
さ
せ
る
の
に
一
定
量
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
い
ま
す
。
早
く
何
度
も
回
れ
ば
、
収
縮
速
度
が
上
が
り
、
そ
れ
に
比
例
し
て
よ
り
多
く
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
筋
肉
に
お
い
て
も
、
時
間
の
速
度
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
が
比
例
し
て
い
ま
す
。
筋
肉
は
、
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量

の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
る
も
の
で
す
。
③
そ
こ
に
お
い
て
も
こ
う
な
の
で
す
か
ら
、
動
物
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
と
時
間
の
速
度
が
比
例
す
る
の
は
、

も
っ
と
も
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
体
内
に
は
回
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
血
液
の
循
環
は
そ
の
代
表
で
し
ょ
う
。
細
胞
内
で
の
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
代
謝
経
路
で
も
、
多
く
の

も
の
が
回
転
し
て
い
ま
す
。
光
合
成
の
中
心
に
存
在
す
る
の
が
カ
ル
ビ
ン
回
路
で
す
し
、
わ
れ
わ
れ
の
体
内
で
食
物
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
中
心
と
な
っ
て

い
る
の
が
ク
エ
ン
酸
回
路
で
す
。
こ
の
二
つ
の
回
路
が
な
け
れ
ば
生
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
産
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

結
局
、
続
く
も
の
を
デ
ザ
イ
ン
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
回
せ
ば
よ
い
の
で
す
。
生
命
は
回
る
デ
ザ
イ
ン
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
ず
っ
と
続
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い

る
の
で
す
ね
。

月
は
満
ち
て
い
き
、
そ
し
て
欠
け
、
ｅ
ツ
き
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
ま
た
よ
み
が
え
っ
て
き
て
満
ち
て
い
く
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
ま
す
。
ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス

キ
ー
（
ロ
シ
ア
の
東
洋
言
語
学
者
）
に
「
月
と
不
死
」
と
い
う
論
考
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
古
代
の
日
本
人
は
、
月
に
不
死
を
見
て
い
ま
し
た
。
不
死

と
は
死
ぬ
こ
と
が
な
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。

Ⅰ

が
不
死
な
ん
だ
、
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
、
じ
つ
に
正
し
い
生
命
観
だ
と
思
い
ま
す
。

生
物
的
時
間
は
回
り
ま
す
。
生
物
の
時
間
は
円
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
増
大
し
つ
づ
け
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
、

時
間
は
直
線
的
に
流
れ
て
い
っ
て
元
に
は
戻
ら
な
い
の
で
す
が
、
生
き
も
の
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
入
す
る
こ
と
に
よ
り
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
を
抑
え
、
元
の
秩

序
だ
っ
た
体
に
戻
し
て
い
ま
す
。
④
こ
こ
が
物
理
的
時
間
と
生
物
的
時
間
の
、
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
す
。
生
物
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
こ
む
こ
と
に
よ
り
時
間
を

戻
し
て
い
る
の
で
す
。

た
だ
し
元
に
戻
る
か
ら
と
言
っ
て
、
時
間
に

Ｂ

が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
は
大
人
に
な
り
ま
す
が
、
大
人
が
子
供
に
戻
る
こ
と
は
起
こ
ら
な
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い
の
で
す
。
生
物
の
時
間
の
回
転
は
一
定
方
向
で
、
逆
回
り
は
し
ま
せ
ん
。
こ
の
回
転
方
向
を
決
め
て
い
る
の
が
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
で
す
。
生
物
は
一
定
方
向
に
回
り

な
が
ら
元
に
戻
る
の
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

個
体
の
一
生
の
時
間
は
、
一
方
向
に
流
れ
て
行
き
、
元
に
は
戻
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
世
代
交
代
と
い
う
視
点
で
見
れ
ば
、
時
間
は
ク
ル
ク
ル
回
っ
て
元
に
戻
り
ま

す
。
生
物
の
時
間
に
は

Ｃ

が
あ
る
の
で
す
ね
。

古
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
生
物
に
対
し
て
、
ビ
オ
ス
と
ゾ
ー
エ
ー
と
い
う
、
二
種
類
の
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

本
川　

達
雄　

著　
「
生
物
学
的
文
明
論
」
新
潮
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
～
一
八
一
ペ
ー
ジ

（
注
１
）
輪
廻
転
生

―�
仏
教
で
、
一
切
の
生
物
が
、
車
輪
が
回
転
す
る
よ
う
に
生
き
か
わ
り
死
に
か
わ
り
し
続
け
、
迷
い
の
世
界
を
転
々
と
す
る
こ
と
。

（
注
２
）
サ
イ
ズ
の
生
物
学

―�
動
物
は
サ
イ
ズ
に
よ
っ
て
機
敏
さ
や
寿
命
が
異
な
り
、
総
じ
て
時
間
の
流
れ
る
速
さ
が
異
な
る
な
ど
、
サ
イ
ズ
か
ら
の
発
想
に

よ
っ
て
動
物
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
察
し
よ
う
と
い
う
生
物
学
。

（
注
３
）
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー

―�
熱
量
と
温
度
に
関
す
る
物
質
系
の
状
態
を
表
す
熱
力
学
的
量
の
一
つ
。
一
般
的
に
は
「
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
が
増
大
す
る
」
と
は
、「
物

事
は
秩
序
か
ら
無
秩
序
の
方
向
へ
進
む
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
。

（
注
４
）
式
年
遷
宮

―�

一
定
の
年
数
を
経
過
す
る
ご
と
に
神
殿
を
造
営
し
、
神
体
を
移
す
こ
と
。
伊
勢
神
宮
で
は
、
奈
良
時
代
以
降
二
十
年
目
に
行
わ
れ
て
い
る
。

（
注
５
）
Ａ
Ｔ
Ｐ

―�

ア
デ
ノ
シ
ン
三
リ
ン
酸
。
生
体
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
貯
蔵
・
供
給
・
運
搬
を
仲
介
し
て
い
る
物
質
。

問
一　

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
に
つ
い
て
、
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　

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　

二
面
性　
　

イ　

可
逆
性　
　

ウ　

可
塑
性　
　

エ　

具
体
性　
　

オ　

実
現
性　
　

カ　

固
有
性　
　

キ　

方
向
性
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問
三　

傍
線
部
①
「
西
洋
人
は
回
る
時
間
を
サ
イ
ク
ル
と
呼
び
、
タ
イ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
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　

西
洋
人
に
と
っ
て
「
時
間
」
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
か
か
わ
る
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
一
方
向
に
真
っ
直
ぐ
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
回
る
時
間
」

を
「
時
間
」
と
区
別
し
て
認
識
し
て
い
る
た
め
。

イ　

世
俗
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
面
を
持
つ
古
典
物
理
学
に
お
け
る
時
間
の
考
え
方
が
、
近
代
科
学
で
あ
る
時
間
生
物
学
に
よ
る
時
間
の
考
え
方
に

よ
っ
て
更
新
さ
れ
る
ま
で
、
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
た
め
。

ウ　

敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
お
い
て
絶
対
的
で
一
直
線
に
流
れ
る
「
神
の
時
間
」
を
「
タ
イ
ム
」
と
し
て
定

義
し
、「
サ
イ
ク
ル
」
と
区
別
し
た
た
め
。

エ　

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
神
が
こ
の
世
を
創
っ
た
と
き
か
ら
世
の
終
末
ま
で
一
直
線
に
流
れ
る
時
間
の
中
を
人
び
と
が
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、「
サ
イ
ク
ル
」
と
い
う
考
え
は
概
念
上
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
。

オ　

物
理
学
で
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
一
直
線
に
流
れ
る
時
間
の
概
念
を
「
タ
イ
ム
」
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
、
生
物
学
で
は
生
物
の
世
代
交
代
の
繰
り
返
し
の
単
位

を
「
サ
イ
ク
ル
」
と
呼
び
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
義
さ
れ
た
た
め
。

問
四　

傍
線
部
②
「
生
物
は
伊
勢
神
宮
方
式
を
採
用
し
て
い
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
五
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五　

傍
線
部
③
「
そ
こ
に
お
い
て
も
こ
う
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
中
の
表
現
を
使
っ
て
、
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六　

空
欄

Ⅰ

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　

死
ぬ
こ
と
で
、
直
線
的
な
時
間
か
ら
回
転
す
る
時
間
を
生
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と

イ　

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
人
生
を
生
き
始
め
る
こ
と

ウ　

月
で
さ
え
も
消
滅
す
る
瞬
間
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
座
し
て
死
を
受
け
入
れ
る
こ
と

エ　

死
ぬ
こ
と
で
、
生
ま
れ
た
時
点
ま
で
時
間
を
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と

オ　

死
ん
で
よ
み
が
え
り
、
死
ん
で
よ
み
が
え
り
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
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問
七　

傍
線
部
④
「
こ
こ
が
物
理
的
時
間
と
生
物
的
時
間
の
、
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
す
」
と
あ
る
が
、「
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

七
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
八　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　
「
生
物
の
時
間
」
と
は
、
生
物
が
繰
り
返
す
現
象
の
周
期
を
時
間
と
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
人
類
に
普
遍
的
な
時
間
の
と
ら
え
方
で
あ
る
。

イ　

壊
れ
た
と
こ
ろ
を
直
し
続
け
て
現
存
し
て
い
る
法
隆
寺
の
よ
う
に
、
壊
れ
た
箇
所
を
直
し
続
け
れ
ば
、
生
物
も
永
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ウ　

私
た
ち
の
体
は
、
血
液
の
巡
り
や
食
物
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
ク
エ
ン
酸
回
路
な
ど
、
回
転
す
る
構
造
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

エ　

生
物
が
体
を
作
り
替
え
時
間
を
一
回
転
さ
せ
る
に
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
す
る
が
、
そ
れ
は
世
代
交
代
で
の
み
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

オ　

時
間
が
ど
の
よ
う
に
進
む
の
か
を
考
察
す
る
に
は
宗
教
的
な
側
面
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
議
論
が
避
け
ら
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

カ　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
が
生
物
を
表
す
言
葉
を
二
種
類
使
っ
て
い
た
の
は
、
生
物
に
二
種
類
の
時
間
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
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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
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich�W

ilhelm
�N
ietzsche,�1844-1900

）
は
マ
ル
ク
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
正
義
と
い
う
概
念
、「
正
し
さ
」
と
い
う
概
念

に
背
後
に
ⅰ
潜
む
（
注
１
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
装
い
の
匂
い
を
嗅
ぎ
つ
け
る
。
そ
し
て
「
正
し
さ
」
の
概
念
の
系
譜
学
的
な
考
察
を
始
め
る
の
だ
。「
正
し
い
」

と
は
、
そ
も
そ
も
最
初
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
ニ
ー
チ
ェ
は
二
つ
の
道
筋
で
考
え
る
。
第
一
の
道
筋
で
は
、
国
家
に
お
け
る
正
義
の

（
注
２
）
弁
証
法
と
い
う
ま
っ
と
う
な
観
点
か
ら
正
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
道
筋
に
は
言
わ
ば
「
裏
道
」
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
（
注
3
）

ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
よ
る
道
が
ａ
ヒ
カ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
正
義
と
い
う
概
念
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
約
束
す
る
人
間
」
が
誕
生
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
約
束
し
、
責
任
を

は
た
し
、
良
心
を
も
ち
、
正
義
を
貴
ぶ
人
間
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
は
多
く
の
苦
労
の
す
え
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

①
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
新
し
い
人
間
が
登
場
し
た
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
契
約
関
係
だ
と
考
え
る
。
特
に
借
金
を
す
る
た
め
の
契
約
で
は
、
負
債
を
返
済
す
る
こ
と

を
確
約
し
な
け
れ
ば
金
を
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
約
束
が
「
厳
粛
で
神
聖
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
相
手
に
保
証
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
返
済
す
る
こ
と
が

義
務
で
あ
り
、
責
務
で
あ
る
こ
と
を
自
分
の
良
心
に
刻
み
込
ん
で
お
く
た
め
に
、
さ
ら
に
万
一
返
済
し
な
か
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
契
約
に
基
づ
い
て
債
権
者
に
抵

当
を
差
し
だ
す
」。
抵
当
と
な
る
の
は
、
自
分
の
身
体
、
妻
、
自
由
、
生
命
の
よ
う
な
、
借
り
手
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

債
務
者
が
返
済
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
貴
重
な
も
の
は
奪
わ
れ
る
か
、
債
務
者
の
身
体
に
残
酷
な
責
め
苦
が
加
え
ら
れ
る
。「
負
い
目
」「
良
心
」「
義

務
」「
義
務
の
神
聖
さ
」
な
ど
の

Ａ

な
概
念
は
、
こ
の
債
務
の
法
律
の
世
界
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
と
、
ニ
ー
チ
ェ
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
こ
の
道
徳

的
な
概
念
の
世
界
か
ら
は
基
本
的
に
、
血
と
責
め
苦
の
臭
気
が
完
全
に
ｂ
ヌ
グ
い
去
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
つ
け
加
え
る
。

し
か
し
こ
の
血
と
責
め
苦
の
結
果
と
し
て
、「
約
束
を
守
る
人
間
」
が
誕
生
し
た
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。
こ
の
人
間
の
暗
い
「
前
史
」
を
背
景
と
し
て
、
も
は

や
身
体
を
抵
当
に
い
れ
な
く
て
も
、
き
ち
ん
と
約
束
を
守
り
、
責
任
を
は
た
し
、
正
義
を
ｘ
遂
行
す
る
人
間
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。「
約
束
す
る
こ
と
の
で
き
る

動
物
を
育
成
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
、
自
然
が
人
間
に
つ
い
て
み
ず
か
ら
に
課
し
た
逆
説
的
な
課
題
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
」。

こ
の
「
多
く
の
過
酷
さ
と
防
圧
と
ⅱ
痴
愚
が
含
ま
れ
て
い
る
」
育
成
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
初
め
て
「
至
高
な
個
人
」
が
、

Ｂ

な
人
間
が
誕
生
す
る
。

こ
の
「
自
由
に
な
り
、
真
実
の
意
味
で
約
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
人
間
、
自
由
な
意
志
の
支
配
者
と
な
っ
た
人
間
」
は
、
み
ず
か
ら
に
強
い
誇
り
を

も
つ
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
人
間
が
人
間
と
し
て
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
暴
虐
が
自
由
を
も
た
ら
す
と
い
う
逆
説
が
あ
る
。「
こ
の
人
間
の
う
ち
に
は
、
す
べ
て
の

筋
肉
が
震
え
る
ほ
ど
の
誇
り
高
き
意
識
が
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
つ
い
に
彼
の
う
ち
で
実
現
さ
れ
、
自
分
の
も
の
と
な
っ
た
ほ
ん
ら
い
の
意
味
で
の
力
の
意

第
3
問
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識
と
自
由
の
意
識
で
あ
り
、
人
間
そ
の
も
の
が
彼
の
う
ち
で
完
成
さ
れ
た
と
い
う
意
識
で
あ
る
」。

こ
の
誇
り
高
き
人
間
た
ち
は
、
約
束
を
守
り
、
責
任
を
負
う
道
徳
的
な
主
体
と
し
て
、
国
家
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
こ
の
国
家
は
、
共
同
体
と
の
約
束
を
侵
害
し

た
者
を
、
最
初
は
厳
し
く
処
罰
す
る
。
共
同
体
と
そ
の
成
員
の
関
係
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
と
同
じ
も
の
だ
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。
共
同
体
の
成
員
は
、

共
同
体
か
ら
保
護
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
共
同
体
の
法
を
守
る
こ
と
を
約
束
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
約
束
を
破
っ
た
者
に
た
い
し
て
、「
怒
り
狂
っ
た
共
同
体
は
、
そ
の
者
を
こ
れ
ま
で
保
護
し
て
き
た
状
態
か
ら
、
も
と
の
野
蛮
で
法
の
恩
恵
を
奪
わ
れ
た
状

態
へ
と
追
い
返
す
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
共
同
体
の
示
す
正
義
で
あ
る
。
こ
の
法
の
外
に
置
か
れ
た
者
、
ホ
モ
・
サ
ケ
ル
に
は
ど
の
よ
う
な
危
害
を
加
え
て
も
、
罪

を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
や
が
て
共
同
体
は
、
契
約
に
た
い
す
る
違
反
へ
の
処
罰
も
強
す
ぎ
る
と
、
逆
の
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
法
が
侵
害
さ
れ
て
被
害
が
発
生
す
る

と
、
そ
の
被
害
の
修
復
を
求
め
る
正
義
の
声
が
強
く
な
る
。
こ
れ
が
行
き
過
ぎ
る
と
、
加
害
者
に
た
い
す
る
報
復
が
、
最
初
の
害
よ
り
も
強
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
共
同
体
は
直
接
に
被
害
を
う
け
た
人
々
の
怒
り
か
ら
」、
加
害
者
を
保
護
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
共
同
体
は
、
こ
の
事
件
の
範
囲
を
限
定
し
、「
多
く
の
人
々
が
関
与
し
て
き
て
、
不
穏
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
」
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
は
「
す
べ
て
の
違

反
を
あ
る
意
味
で
賠
償
し
う
る
も
の
と
み
な
す
」
の
で
あ
る
。
共
同
体
は
そ
の
た
め
に
人
間
の
身
体
の
す
べ
て
の
部
位
に
価
格
を
つ
け
て
、
被
害
を
修
復
す
る
た
め

の
正
当
な
価
格
を
設
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

正
義
の
法
と
は
、「
す
べ
て
の
も
の
に
は
価
格
が
あ
る
。
ど
ん
な
も
の
で
も
金
を
払
え
ば
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
一
般
命
題
に
依
拠
す
る
も
の
で

あ
る
。「
こ
れ
が
も
っ
と
も
素
朴
な
正
義
の
道
徳
的
な
基
準
」
で
あ
っ
た
。
被
害
者
の
復
讐
の
念
を
お
さ
え
、
復
讐
に
復
讐
を
す
る
連
鎖
を
お
し
と
ど
め
、「
ほ
ぼ
同

等
な
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
た
が
い
に
和
解
し
、
た
が
い
に
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
で
〈
了
解
〉
し
あ
お
う
と
す
る
善
意
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
力
の
弱
い
者
た
ち
を
強

制
し
、
た
が
い
に
埋
め
合
わ
せ
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
」。

ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
か
ら
旧
約
聖
書
に
い
た
る
ま
で
、「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
同タ

リ

オ

害
報
復
刑
の
法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
被
害
者
に
無

法
図
な
復
讐
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
同
等
物
の
返
済
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
②
矯
正
的
な
正
義
が
、
国
家
に
よ
る
法
の
施
行
の
重
要
な
目

的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
古
代
か
ら
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
四
肢
と
身
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
つ
い
て
、
合
法
的
な
価
格
査
定
が
、
き
わ
め
て

精
密
で
、
と
き
に
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
細
部
に
い
た
る
価
格
査
定
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
」。

被
害
の
対
価
を
き
ち
ん
と
定
め
る
こ
と
で
、
過
剰
な
害
が
加
害
者
に
加
え
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
の
で
あ
る
。
③
法
と
正
義
は
、
以
前
と
は
反
対
の
意
味
で
、
被
害
者

の
保
護
と
調
停
の
目
的
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
社
会
が
発
達
し
、
そ
の
富
が
大
き
く
な
る
と
、
わ
ず
か
な
成
員
に
よ
る
法
の
侵
害
に
そ
れ
ほ
ど
神
経
質
に
対
処
し
な
く
て
も
、
平
然
と
し
て
そ
れ
を
許
す
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こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
矯
正
的
な
正
義
で
は
、「

Ｘ

」
と
定
め
て
い
た
。
し
か
し
や
が
て
は
支
払
い
能
力
の
な
い
者
は
放
免
し
て
、
こ
と
を
荒
立
て

な
い
こ
と
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
恩
赦
で
あ
る
。
恩
赦
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
で
最
高
の
権
力
を
も
つ
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
「
法
の
彼
方
」
で
あ
り
、
正
義
は
こ
こ

で
「
み
ず
か
ら
を
（
注
4
）
止
揚
し
て
消
滅
す
る
の
だ
。
こ
れ
が
正
義
の
自
己
止
揚
で
あ
る
」。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
正
義
の
止
揚
が
「
恩グ

ナ
ー
デ赦
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
す
。
グ
ナ
ー
デ
と
は
神
が
与
え
る
恩
恵
で
あ
り
、
恩お

ん

寵ち
ょ
う

を
意
味
す
る
の
だ
。
権
力
者
は
許
す
こ
と
で
、
つ
い
に
神
に
ひ
と
し
い
地
位

に
昇
る
の
で
あ
る
。

こ
の
神
と
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
で
あ
る
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
は
暗
黙
の
う
ち
に
語
っ
て
い
る
。
正
義
が
自
己
止
揚
す
る
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
一
本
の
裏
道
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
正
義
の
弁
証
法
は
、
共
同
体
と
そ
の
成
員
の
間
の
あ
る
種
の
契
約
が
ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
違
反
者
へ
の
対
処
と
処
罰

の
道
筋
と
し
て
語
っ
て
き
た
。
身
体
へ
の
処
罰
が

Ｃ

に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
供
犠
と
祝
祭
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
除
く
と
、
こ
こ
に
は

宗
教
的
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
供
犠
と
祝
祭
は
、
残
酷
さ
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、「
人
間
の
も
っ
と
も
古
い
、
も
っ
と
も
長
い
歴

史
が
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
し
た
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
西
洋
の
伝
統
に
含
ま
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
は
、
こ
の
弁
証
法
に
別
の
「
味
わ
い
」
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
の
う
ち
で
支
配
さ
れ
た
人
々

の
間
に
、
能
動
的
な
人
々
と
は
異
な
る
受
動
的
な
人
々
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
う
ち
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
ｃ
シ
ン
ト
ウ
し
た
か
ら
で

あ
る
。

優
越
的
な
人
々
は
み
ず
か
ら
を
「
良
い
」
と
判
断
し
、
自
立
し
て
行
動
し
、
そ
の
行
動
の
う
ち
に
幸
福
を
味
わ
っ
て
い
た
。「
良
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
最
高
度

に
価
値
の
高
い
も
の
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
支
配
さ
れ
る
人
々
、「
抑
圧
さ
れ
た
者
、
踏
み
つ
け
に
さ
れ
た
者
、
暴
力
を
加
え
ら
れ
た
者
」
の
う

ち
に
、
こ
う
し
た
優
越
的
な
人
々
に
た
い
す
る
ｄ
エ
ン
コ
ン
の
念
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
生
ま
れ
た
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。

暴
力
は
悪
で
あ
る
。
抑
圧
は
悪
で
あ
る
。
踏
み
つ
け
に
す
る
こ
と
は
悪
で
あ
る
と
、
こ
の
受
動
的
な
人
々
は
考
え
る
。
だ
か
ら
優
越
す
る
人
々
は
悪
し
き
者
た
ち

で
あ
る
。
悪
し
き
者
た
ち
に
暴
力
を
加
え
ら
れ
る
の
は
、
善
き
人
々
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
こ
そ
が
、
善
き
者
で
あ
る
と
、
こ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
は
論
理
を
進

め
る
。
こ
う
し
て
善
と
は
、
価
値
の
高
さ
で
は
な
く
、
行
動
の
欠
如
、「
何
も
し
な
い
」
こ
と
、
暴
力
を
加
え
な
い
こ
と
、
誰
も
傷
つ
け
な
い
こ
と
、
他
人
を
攻
撃

し
な
い
こ
と
、
報
復
せ
ず
、
復
讐
は
神
に
委
ね
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
価
値
の
逆
転
で
あ
る
。

こ
の
価
値
の
逆
転
に
と
も
な
っ
て
、
新
た
な
正
義
の
概
念
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
正
義
は
も
は
や
共
同
体
と
契
約
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
善
と

悪
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
優
越
し
た
者
が
な
す
こ
と
は
悪
で
あ
り
、
不
正
で
あ
る
。
善
き
人
々
が
な
す
こ
と
は
善
で
あ
り
、
公
正
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
は
共
同
体
の
約
束
に
違
反
す
る
者
に
処
罰
を
加
え
る
現
世
の
権
力
者
が
不
正
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
④
正
義
の
概
念
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
神
の
正
義
は
ⅲ
彼
岸
で
神
の
裁
き
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
世
の
正
義
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。「〈
み
ず
か
ら

復
讐
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
〉
は
〈
み
ず
か
ら
復
讐
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
〉
と
言
い
換
え
ら
れ
、
と
き
に
は
〈
赦ゆ

る

し
〉
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
逆
転
し
た
論
理
に
よ
る
と
、
被
害
を
う
け
た
者
が
、
加
害
者
を
赦
す
こ
と
で
、
恩
赦
を
与
え
る
神
の
ご
と
き
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
み
ず
か
ら

復
讐
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
何
ら
か
の
形
で
加
害
者
に
罰
が
加
え
ら
れ
る
と
、「
彼
ら
は
そ
れ
を
報
復
と
呼
ば
ず
に
〈
正
義
の
勝
利
〉
と
呼
ぶ
」
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
「
復
讐
を
正
義
と
い
う
美
名
で
聖
な
る
も
の
と
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
正
義
と
は
根
本
で
は
、
傷
つ
け
ら
れ
た
者
の
感
情
を
発
展
さ
せ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

か
の
よ
う
」
で
あ
る
。

こ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
感
情
を
育
み
、
価
値
の
転
換
を
推
進
し
た
の
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
司
牧
者
た
ち
で
あ
る
。
司
牧
者
は
信
者
た
ち
の
心
に
「
疚や

ま

し
き
良
心
」
を
植
え
つ
け
る
こ
と
で
、
苦
難
に
耐
え
る
こ
と
を
教
え
た
。
信
徒
た
ち
に
、「
自
分
が
有
罪
で
あ
り
、
罪
を
償
う
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
呪
わ
れ
た

存
在
で
あ
る
」
と
思
い
込
ま
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
行
為
に
お
い
て
野
獣
で
あ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
た
め
に
、「
観
念
の
野
獣
性
」
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
根
源
的

な
有
罪
性
を
償
う
た
め
に
、
十
字
架
で
処
刑
さ
れ
た
イ
エ
ス
を
利
用
し
た
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
。「
神
が
人
間
の
負
い
目
の
た
め
に
み
ず
か
ら
を
犠
牲
に
し
た
」

と
教
え
た
の
で
あ
る
。「
債
権
者
が
み
ず
か
ら
を
債
務
者
の
た
め
に
犠
牲
に
す
る
」、
し
か
も
そ
れ
を
愛
に
よ
っ
て
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

神
が
人
間
の
罪
を
償
う
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
の
神
話
は
、
債
権
者
と
債
務
者
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
た
正
義
の
弁
証
法
を
、
い
わ
ば
ｅ
タ
ク
み
な
形
で
盗
用
し
、

そ
れ
を
乗
っ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
良
心
に
も
ほ
ん
ら
い
の
卓
越
者
の
良
心
と
、
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
「
疚
し
き
良
心
」
の
二
つ
の
良
心
が
生
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
、
正
義
の
概
念
が
二
重
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

中
山　

元　

著　
「
正
義
論
の
名
著
」
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
一
八
九
ペ
ー
ジ
～
一
九
八
ペ
ー
ジ
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（
注
１
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

―
哲
学
・
宗
教
・
芸
術
な
ど
、
人
間
の
根
本
的
な
考
え
方
の
体
系
。
と
く
に
政
治
的
・
社
会
的
な
も
の
の
考
え
方
。

（
注
2
）
弁
証
法

―�

あ
る
物
事
が
自
己
自
身
の
中
に
対
立
・
矛
盾
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
で
高
次
の
も
の
へ
発
展
す
る
思
考
法
の
こ
と
。

（
注
3
）
ル
サ
ン
チ
マ
ン

―�

ニ
ー
チ
ェ
の
用
語
で
、
弱
者
や
被
支
配
者
の
、
強
者
や
支
配
者
に
対
す
る
憎
悪
や
ね
た
み
の
こ
と
。
ま
た
こ
れ
を
解
消
し
よ
う
と
す

る
気
持
ち
を
鬱
積
さ
せ
て
い
る
こ
と
。
筆
者
は
こ
こ
で
、
正
義
と
い
う
概
念
が
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
発
生
に
よ
っ
て
当
初
に
は
思
い
も

よ
ら
な
か
っ
た
方
向
に
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
。

（
注
4
）
止
揚

―
あ
る
も
の
を
、
対
立
・
矛
盾
す
る
要
素
と
発
展
的
に
統
一
し
て
、
よ
り
高
い
段
階
で
生
か
す
こ
と
。

問
一　

二
重
傍
線
部
ⅰ
～
ⅲ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。

問
二　

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
三　

波
線
部
ｘ
の
言
葉
の
読
み
と
、
本
文
中
で
の
意
味
を
簡
潔
に
書
け
。

問
四　

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　

暴
力
的　
　

イ　

圧
倒
的　
　

ウ　

根
源
的　
　

エ　

道
徳
的　
　

オ　

自
律
的

問
五　

傍
線
部
①
「
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
新
し
い
人
間
が
登
場
し
た
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
契
約
関
係
だ
と
考
え
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
は
な
ぜ
か
。

「
新
し
い
人
間
は
…
…
」
に
続
け
て
、
五
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
六　

傍
線
部
②
「
矯
正
的
な
正
義
が
、
国
家
に
よ
る
法
の
施
行
の
重
要
な
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、「
矯
正
的
な
正
義
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

目
指
し
て
行
わ
れ
る
の
か
。
そ
の
内
容
を
「
…
…
こ
と
。」
に
続
く
よ
う
に
、
三
十
五
字
で
抜
き
出
せ
。
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問
七　

傍
線
部
③
「
法
と
正
義
は
、
以
前
と
は
反
対
の
意
味
で
、
被
害
者
の
保
護
と
調
停
の
目
的
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
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　

法
と
正
義
の
目
的
が
、
加
害
者
を
処
罰
す
る
も
の
か
ら
、
合
法
的
に
人
間
の
身
体
に
価
格
を
つ
け
る
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

法
と
正
義
の
目
的
が
、
共
同
体
の
法
を
守
ら
せ
る
も
の
か
ら
、
正
当
な
査
定
価
格
を
設
定
す
る
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

法
と
正
義
の
目
的
が
、
被
害
の
修
復
を
厳
し
く
追
求
す
る
も
の
か
ら
、
復
讐
の
連
鎖
を
防
ぐ
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

法
と
正
義
の
目
的
が
、
法
の
侵
害
を
防
ぐ
も
の
か
ら
、
善
意
に
よ
っ
て
和
解
す
る
こ
と
を
強
制
す
る
も
の
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
。

問
八　

空
欄

Ｘ

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　

す
べ
て
の
も
の
は
賠
償
さ
れ
う
る
し
、
す
べ
て
の
も
の
は
賠
償
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

イ　

被
害
者
の
復
讐
の
念
を
お
さ
え
、
復
讐
の
連
鎖
を
断
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ウ　

す
べ
て
の
も
の
に
は
価
格
が
あ
り
、
金
を
払
え
ば
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る

エ　

被
害
者
は
、
加
害
者
に
対
し
、
受
け
た
害
以
上
の
報
復
を
し
て
は
な
ら
な
い

問
九　

傍
線
部
④
「
正
義
の
概
念
を
ま
っ
た
く
逆
転
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
る
が
、「
逆
転
」
し
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
五
十
字
以
上
七
十
字
以
内
で

説
明
せ
よ
。

問
十　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
び
、
符
号
で
答
え
よ
。

ア　

共
同
体
の
成
員
は
、
共
同
体
に
保
護
を
求
め
る
代
わ
り
に
法
を
守
る
と
い
う
契
約
を
結
ん
だ
と
考
え
る
と
、
共
同
体
と
成
員
を
債
権
者
と
債
務
者
に
た
と

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

国
家
は
、
共
同
体
の
法
を
侵
害
し
た
者
を
厳
し
く
処
罰
す
る
が
、
社
会
が
高
度
に
発
達
す
る
と
、
恩
赦
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
讐
を
防
ぐ
よ
う
に

な
る
。

ウ　

ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
と
旧
約
聖
書
は
、
被
害
の
修
復
の
た
め
に
加
害
者
が
被
害
者
に
同
等
物
を
返
済
す
べ
き
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
点
で
同
様
で
あ
る
と
い

え
る
。

エ　

良
心
に
は
、「
卓
越
者
の
良
心
」
と
「
疚
し
き
良
心
」
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
司
牧
者
に
よ
っ
て
人
々
に
植
え
つ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
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