
Ⅰ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
14
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

文
系
学
問
の
置
か
れ
た
位
置

世
界
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
の
順
位
は
大
学
の
国
際
的
な（
注
一
）

ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
と
っ
て
有
効
な
資
源
と
な
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
政
府
か
ら
出
さ
れ
る
日
本
の
大
学
の
国
際
化
戦
略
で
は
、
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
で
の
順
位
を
上
げ
る
こ
と
が
数
値

目
標
と
さ
れ
て
き
た
。「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
創
成
支
援
事
業
」
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
だ
が
、
私
の
経
験

か
ら
す
る
と
、
理
系
分
野
は
と
も
か
く
、Ａ
文
系
ま
で
含
め
て
日
本
の
大
学
が
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位
を
め
ざ
す
こ
と
は
相

当
に
難
し
い
。
そ
の
冷
静
な
現
実
認
識
か
ら
議
論
を
組
み
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。

世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
の
評
価
で
、
日
本
の
有
力
大
学
の
順
位
が
振
る
わ
な
い
理
由
の
一
つ
は
、
国
際
化
の
遅
れ
だ
と

い
わ
れ
る
。
留
学
生
や
外
国
人
教
員
の
数
、
あ
る
い
は
国
際
共
著
論
文
（
主
に
英
語
）
数
や
そ
の
被
引
用
数
な
ど
で

示
さ
れ
る
評
価
基
準
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
論
文
発
表
が
英
語
で
行
わ
れ
る

こ
と
が
通
例
化
し
て
い
る
。
し
か
も
、
大
学
が
立
地
す
る
国
の
文
化
や
歴
史
に
よ
っ
て
、
研
究
成
果
に
差
が
出
る
こ

と
は
前
提
と
さ
れ
な
い
。
知
識
の
一
般
化
や
普
遍
化
を
前
提
に
研
究
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
研
究
業
績
に
つ
い

て
も
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
教
育
に
お
い
て
も
、
世
界
共
通
の
評
価
基
準
を
前
提
に
で
き
る
。
ラ
ン
キ
ン
グ
で
使
わ
れ

る
「
客
観
的
な
」
数
値
評
価
に
な
じ
む
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

Ｂ
そ
れ
に
対
し
、
人
文
社
会
系
の
学
問
の
多
く
は
、
そ
の
学
問
が
発
達
し
た
国
や
地
域
の
特
性

歴
史
や
文
化

（
言
語
を
含
む
）、
地
政
学
的
特
徴
な
ど

を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
価
値
を
生
む
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
間
の
共
通
性

や
あ
る
程
度
の
一
般
化
と
そ
れ
に
基
づ
く
理
論
化
の
可
能
性
をＣ
な
い
が
し
ろ
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
地
域
の
特

性
を
考
慮
に
入
れ
た
知
識
の
体
系
が
、
そ
の
地
域
を
越
え
て
意
味
を
持
つ
（
そ
れ
ゆ
え
そ
の
知
識
を
共
有
す
る
こ
と

に
も
価
値
が
あ
る
）
と
い
う
前
提
で
研
究
が
行
わ
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
地
域
の
特
性
に
よ
ら
ず
、
ど
こ
に
で
も

当
て
は
ま
る
「
普
遍
的
な
真
理
」
の
追
究
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
学
問
の
特
性
を
考
え
る
と
、
日
本
の
文
系
分
野
は
、
理
系
分
野
と
は
異
な
り
英
語
圏
の
ト
ッ
プ
大
学

と
同
じ
土
俵
で
競
争
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
方
が
、
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ

で
は
評
価
さ
れ
に
く
い
日
本
の
大
学
の
強
み
を
発
揮
し
、
そ
の
国
際
的
な
貢
献
度
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
人
文
社
会
系
で
も
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
中
心
主
義
の
影
響
は
強
か
っ
た
。
人
文
学
や
社
会
科
学
も
、
西

欧
に
お
い
て
学
問
と
し
て
成
立
し
た
。
非
西
欧
圏
の
学
問
も
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
発
展
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

現
在
で
も
西
欧
の
言
語
（
と
く
に
英
語
）
で
書
か
れ
た
研
究
が
そ
れ
以
外
の
言
語
で
書
か
れ
た
も
の
よ
り
注
目
を
集

め
や
す
い
。
と
く
に
社
会
科
学
の
分
野
の
多
く
で
は
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
が
研
究
の
中
心
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
の
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
や
、
大
学
出
版
会
で
出
版
さ
れ
た（
注
二
）

モ
ノ
グ
ラ
フ
へ
の
注
目
度
（
そ
の
結
果
と
し

て
の
被
引
用
件
数
）
が
高
く
な
る
。
勢
い
、
そ
の
分
野
の
「
最
先
端
」
を
学
び
、
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ

を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
大
学
の
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
。
文
系
を
含
め
た
総
合
的
な
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
で
英
語
を
母

ゆ
え
ん

語
と
す
る
国
々
の
大
学
が
上
位
を
占
め
る
所
以
で
あ
る
。

非
西
欧
語
圏
に
属
し
、
英
語
か
ら
も
っ
と
も
隔
た
っ
た
言
語
の
一
つ
を
母
語
と
す
る
日
本
人
や
日
本
の
大
学
に

と
っ
て
、
そ
こ
で
互
角
に
渡
り
合
う
こ
と
は
、
所
詮
、
無
理
と
い
う
も
の
だ
。
理
系
の
よ
う
に
数
式
や
化
学
式
と

い
っ
た
「

Ⅰ

」
を
持
た
ず
、
言
語
表
現
自
体
が
研
究
に
と
っ
て
価
値
を
持
つ
分
野
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら

母
語
以
外
で
の
教
育
・
研
究
の
ハ
ン
デ
ィ
が
大
き
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
と

国
語（
情
報
科
学
部
・
知
的
財
産
学
部
）
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こ
ろ
か
ら
し
か
、
ま
っ
と
う
な
政
策
は
考
え
ら
れ
な
い
。

甲

非
西
欧
圏
の
大
学
で
も
人
文
社
会
系
で
国
際
化
を
と
げ
て
い
る
国
々
が
あ
る
。
多
く
は
旧
植
民
地
国
の
大
学
で
あ

る
。
こ
う
し
た
国
々
と
比
べ
た
時
、
日
本
の
強
み
は
、
日
本
語
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
言
語
で
教
育
、
研
究
が
で
き
る

や

ゆ

面
に
あ
る
。
1
5
0
年
に
お
よ
ぶ
近
代
化
＝
西
欧
化
の
経
験
は
、
輸
入
学
問
と
揶
揄
さ
れ
な
が
ら
も
、
西
欧
的
知
識

の
日
本
（
語
）
化
を
可
能
に
し
て
き
た
。
修
士
課
程
く
ら
い
ま
で
な
ら
、
翻
訳
書
や
日
本
語
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

を
通
し
て
ほ
と
ん
ど
の
基
礎
知
識
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
博
士
課
程
で
も
隣
接
領
域
の
研
究
に
つ
い
て
は
日
本
語

化
さ
れ
た
知
識
で
対
応
可
能
だ
。
自
国
の
歴
史
や
文
化
を
研
究
す
る
場
合
で
さ
え
、
先
行
研
究
と
し
て
西
欧
語
で
書

か
れ
た
文
献
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
多
く
の
非
西
欧
圏
の
国
々
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
外
国
語
習
得
がａ
フ
カ
ヒ
な
こ
れ
ら
の
国
々
の
大
学
が
文
系
で
も
国
際
化
し
や
す
い
の
と
は
対
照
的
に
、

母
語
で
学
び
、
考
え
、
研
究
で
き
る
蓄
積
が
あ
る
こ
と
が
日
本
の
強
み
で
あ
る
と
同
時
に
、Ｄ
日
本
人
の
外
国
語
習
得

の
必
要
性
を
低
め
て
い
る
（
そ
の
結
果
、
ラ
ン
キ
ン
グ
の
評
価
も
低
く
な
る
）。

し
か
し
、
1
5
0
年
を
か
け
て
西
欧
中
心
主
義
と
向
き
合
っ
て
き
た
経
験
の
蓄
積
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
自
体

が
知
的
資
源
と
な
る
。
西
欧
の
知
識
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
で
は
日
本
の
歴
史
や
文
化
、
社
会
を
説

明
す
る
上
で
、
間
尺
が
合
わ
な
い
こ
と
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「
日
本
と
い
う
経
験
」
で
あ
る
。
西
欧
を
含

め
、
日
本
以
外
の
地
域
や
社
会
を
研
究
す
る
場
合
で
も
、
日
本
の
文
化
や
歴
史
と
い
っ
た
経
路
依
存
の
影
響
が
ど
こ

か
に
反
映
し
て
く
る
。
西
欧
中
心
主
義
に
近
づ
こ
う
と
し
な
が
ら
も
、
西
欧
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
と
は
違
う
視
点

や
解
釈
が
入
り
込
む
余
地
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

日
本
自
体
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
以
外
の
国
や
地
域
の
研
究
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
にＥ
差
異
化
し

う
る
視
点
を
有
効
に
示
せ
れ
ば
、
欧
米
の
大
学
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
っ
た
人
文
社
会
系
の
学
問
は
世
界
に
通
用
す

る
は
ず
だ
。
ち
な
み
に（
注
三
）

私
の
い
る
大
学
で
も
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
人
文
社
会
科
学
か
ら
差
異
化
す
る
た
め
に
、
イ
ギ

リ
ス
の
経
験
を
か
い
く
ぐ
っ
た
地
域
研
究

た
と
え
ば
中
東
研
究
や
中
国
研
究

が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
差
異
化
が
優
秀
な
研
究
者
や
学
生
、
資
金
を
引
き
つ
け
る
知
的
な
資
源
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
で
も
、
欧
米
で
の
研
究
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
非
西
欧
圏
の

国
々
に
と
っ
て
も
意
味
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
せ
れ
ば
、
日
本
と
い
う
経
験
自
体
が
知
的
資
源
と
な
る
。

非
西
欧
圏
で
、
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
国
々
が
増
え
る
に
つ
れ
、
西
欧
諸
国
を
含
め
、
西
欧
中
心
主
義

へ
の
批
判
的
な
見
方
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
産
業
化
や
民
主
化
を
は
じ
め
先
進
社
会
を
つ
く
り
出

す
過
程
に
、
西
欧
モ
デ
ル
以
外
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
の
こ

と
も
、
文
系
学
問
が
多
様
な
視
点
を
受
け
入
れ
る

Ⅱ

を
後
押
し
し
て
い
る
。
西
欧
中
心
主
義
か
ら
発
展

し
た
モ
デ
ル
で
は
説
明
で
き
な
い
社
会
の
変
動
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
う
ま
く
と

ら
え
れ
ば
、
近
代
化
以
前
の
日
本
と
い
う
経
験
を
含
め
、
1
5
0
年
か
け
て
日
本
の
大
学
が
蓄
積
し
て
き
た
人
文
社

会
系
の
知
は
、Ｆ
日
本
の
大
学
の
強
み
に
転
換
で
き
る
有
力
な
知
的
資
源
と
な
る
。

乙

理
系
と
同
じ
枠
組
み
で
文
系
の
学
問
を
評
価
し
よ
う
と
し
た
り
、
英
語
に
よ
る
授
業
や
外
国
人
教
員
を
増
や
す
こ

と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
を
め
ざ
す
こ
と
は
、
質
よ
り
も
量
の
面
を
重
視
し
た
日
本
の
大
学
の
「
国
際
指
標
」
の
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強
化
に
見
え
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
の
国
際
競
争
力
の
強
化
は
、
日
本
の
文
系
学
問
の
強
み
や
、
そ
れ
が

日
本
の
国
際
的
貢
献
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
か
え
っ
て
弱
め
て
し
ま
う
。「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
創
成
支
援

事
業
」
で
、「
外
国
人
教
員
等
」
を
増
や
す
こ
と
が（
注
四
）

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
一
つ
と
さ
れ
、
そ
の
実
態
が
1
年
以
上
3
年

未
満
の
海
外
経
験
し
か
な
い
日
本
人
教
員
の
増
加
と
い
う
い
び
つ
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
質
よ
り
量
を
優
先

さ
せ
る
政
策
の
典
型
で
あ
る
。
英
語
で
行
わ
れ
る
授
業
数
を
増
や
し
て
も
、
さ
ら
に
は
外
国
人
教
員
「
等
」
を
増
や

し
て
も
、
前
述
の
日
本
の
強
み
を
発
揮
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
英
語
で
授
業
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
質
が
簡
単

に
国
外
か
ら
も
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
質
の
向
上
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
量
の
拡
大
は
か
え
っ
て
日
本
の

大
学
の
ブ
ラ
ン
ド
力
を
弱
め
る
結
果
と
な
る
。

研
究
面
で
も
い
く
つ
か
の
人
文
社
会
系
の
学
会
が
英
語
で
学
術
誌
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
英
語
に

よ
る
「
発
信
」
の
機
会
を
増
や
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
だ
が
、
一
部
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
の
学
術
誌
に
掲
載
さ

れ
た
論
文
が
世
界
で
広
く
読
ま
れ
、
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
学
術
誌
の
国
際
的
な
評
価
の
土
俵
に
の
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
学
術
誌
の
国
際
的
な（
注
五
）

プ
レ
ゼ
ン
ス
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
研
究
の
質
が
問
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
と
も
か
く
英
語
で
発
信
し
よ
う
と
い
う
、
質
よ
り
量
の
姿
勢
が
ま
さ
っ
て
い
る
。
日
本

語
か
ら
英
語
に
言
葉
を
換
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
海
外
の
読
者
を
引
き
つ
け
る
日
本
の
強
み
を
発
揮
し
た

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
日
本
発
の
研
究
で
あ
る
こ
と
の
強
み
（
欧
米
の
研
究
と
は
ひ
と
味
違
う
点
）
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
よ
う
な
視
点
と
論
理
構
成
を
取
ら
な
い
限
り
、
海
外
のJapan

ese
S

tu
dies

の
（
そ
れ
も
ご
く
一
部
の
）
研
究

者
以
外
に
は
関
心
を
持
た
れ
な
い
。

裏
を
返
せ
ば
、Ｇ
ア
ピ
ー
ル
力
の
あ
る
強
み
を
引
き
出
す
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
力
が
日
本
の
文
系
学
問
に
求
め
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
をｂ
ジ
ュ
ク
チ
し
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や（
注
六
）

エ
デ
ィ
タ
ー
も
必
要
だ
ろ
う
。
海
外
の
研
究
と
日
本

の
研
究
と
の
橋
渡
し
と
な
る
専
門
家
で
あ
る
。

一
方
、
現
状
の
日
本
の
文
系
学
問
の
国
際
化
は
、
海
外
と
の
交
流
も
あ
り
外
国
語
の
で
き
る
「
国
際
派
」
と
、
国

内
で
の
業
績
づ
く
り
にｃ
フ
シ
ン
す
る
「
国
内
派
」
に
分
か
れ
、
同
じ
分
野
に
い
て
も
両
者
の
協
力
が
得
に
く
い
状
態

に
あ
る
と
き
く
。
日
本
発
の
研
究
の
強
み
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
研
究
の
厚
み
が
重
要
と
な
る
。
国
内
派
を
巻
き

込
ん
だ
国
際
戦
略
で
あ
る
。
日
本
語
で
書
か
れ
た
研
究
を
も
と
に
、
日
本
発
の
研
究
の
強
み
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
形

で
の
編
集
作
業
を
伴
う
外
国
語
で
の
出
版
（
翻
訳
を
超
え
た
翻
訳
）
に
力
を
注
げ
ば
、
国
内
派
の
業
績
の
蓄
積
が
も

の
を
い
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
力
・
編
集
力
の
強
化
が
質
の
重
視
へ
の
政
策
転
換
の
第
一
歩

と
な
る
だ
ろ
う
。

い
た
ず
ら
にＨ
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
の
評
価
に
な
じ
み
や
す
い
理
系
の
研
究
の
評
価
枠
組
み
を
適
用
し
た
量
の
戦
略
は
、

日
本
の
文
系
で
は
お
門
違
い
で
あ
る
。
表
面
的
な
国
際
化
が
大
学
のｄ
ヒ
ヘ
イ
を
も
た
ら
す
だ
け
で
、
国
際
貢
献
ど
こ

ろ
か
、
国
内
で
の
貢
献
力
も
低
下
し
て
い
く
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
日
本
と
い
う
経
験
の
意
味
を
と
ら
え
直
す
、
質
の
高
い
人
文
社
会
系
の
学
問
を
生
み
出

し
て
い
く
。
日
本
人
研
究
者
自
身
に
も
気
づ
か
れ
て
い
な
い
強
み
の
発
見
を
含
め
、
質
の
強
化
を
図
る
た
め
の
人
文

社
会
系
へ
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
だ
。ｅ
ス
ソ
ノ
の
強
化
を
含
め
た
政
策
で
あ
る
。
そ
う
し
た
質
重
視
の
政
策
は
、
長
い

目
で
見
れ
ば
、Ｉ
国
際
貢
献
に
も
資
す
る
は
ず
だ
。
日
本
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
力
の
強
化
に
も
つ
な
が
る
。

「
役
に
立
つ
」
大
学
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
文
系
学
問
の
価
値
が
日
本
で
は
軽
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
経
済
成
長

や
科
学
技
術
の
発
展
に
と
ら
わ
れ
た
発
想
で
あ
る
。
だ
が
、
知
の
生
産
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
貢
献
の
仕
方
が
あ
る
。

普
遍
的
真
理
の
追
究
と
い
っ
た
基
礎
科
学
と
も
違
う
貢
献
で
あ
る
。

―
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世
界
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
世
界
を
よ
く
で
き
な
い
。「
日
本
と
い
う
経
験
」
は
、
世
界
を
理
解
す
る
た

は
ら

め
の
知
の

Ⅲ

に
貢
献
で
き
る
。
そ
の
可
能
性
を
孕
む
、
日
本
の
大
学
に
蓄
積
さ
れ
た
人
文
社
会
科
学
の

知
的
基
盤
を
見
直
す
と
、
ラ
ン
キ
ン
グ
争
い
で
の
弱
み
は
強
み
と
な
る
。（
西
洋
の
）
知
識
の
日
本
化
を
含
む
「
日

本
と
い
う
経
験
」
自
体
が
、
日
本
の
研
究
に
個
性
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
自
然
科
学
と
の
、
こ
の
決
定
的
な
違

い
を
自
覚
し
て
大
学
政
策
を
立
て
な
い
と
、
政
策
の
誤
り
は
そ
の
知
的
基
盤
を
突
き
崩
す
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
大

学
の
国
際
貢
献
の
芽
も
摘
む
こ
と
に
な
る
。
何
の
た
め
の
大
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
の
か
。
そ
の
根
本
の
問
い
を
改

め
て
問
い
直
す
こ
と
が
必
要
だ
。

（
苅
谷
剛
彦
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
の
警
鐘－

グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
大
学
論
』
中
央
公
論
新
社
2
0
1
7
年
）

（
注
一
）
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
…
ブ
ラ
ン
ド
を
形
作
る
た
め
の
活
動
。

（
注
二
）
モ
ノ
グ
ラ
フ
…
一
つ
の
主
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
論
文
や
小
冊
子
。

（
注
三
）
私
の
い
る
大
学
…
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
。

（
注
四
）
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
…
基
準
と
な
る
指
標
。

（
注
五
）
プ
レ
ゼ
ン
ス
…
存
在
、
存
在
感
。

（
注
六
）
エ
デ
ィ
タ
ー
…
雑
誌
や
書
籍
な
ど
の
編
集
者
。

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。

問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
読
み
や
す
い
は
っ
き
り
し

た
楷
書
体
で
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は

1

〜

5

。

ａ

フ
カ
ヒ

1

ｂ

ジ
ュ
ク
チ

2

ｃ

フ
シ
ン

3

ｄ

ヒ
ヘ
イ

4

ｅ

ス
ソ
ノ

5

―
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問
2

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅲ

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

〜

8

。

Ⅰ

�

単
純
記
号

�

複
雑
記
号

�

元
素
記
号

�

文
字
文
化

�

記
号
文
化

�

超
複
雑
性

�

共
通
言
語

�

純
論
理
性

6

Ⅱ

�

蓄
積

�

風
潮

�

業
績

�

貢
献

�

教
育

�

特
徴

�

経
験

�

影
響

7

Ⅲ

�

国
際
化

�

日
本
化

�

西
欧
化

�

普
遍
化

�

近
代
化

�

民
主
化

�

多
様
化

�

理
論
化

8

問
3

傍
線
部
Ａ
「
文
系
ま
で
含
め
て
日
本
の
大
学
が
ラ
ン
キ
ン
グ
上
位
を
め
ざ
す
こ
と
は
相
当
に
難
し
い
」
の
理

由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

�

理
系
分
野
に
比
べ
文
系
分
野
で
は
西
欧
中
心
主
義
の
影
響
が
強
く
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
が
研
究
の
中
心
と

な
っ
た
社
会
科
学
の
分
野
の
多
く
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の
大
学
の
方
が
世
界
ラ
ン
キ
ン

グ
に
お
い
て
有
利
に
な
っ
て
し
ま
い
、
英
語
を
母
語
と
し
な
い
日
本
の
大
学
は
互
角
に
渡
り
合
え
な
い
か
ら
。

�

日
本
の
文
系
分
野
の
学
問
は
そ
の
学
問
が
発
達
し
た
国
や
地
域
の
特
性
を
反
映
し
た
価
値
体
系
に
基
づ
い

て
い
る
点
で
他
国
と
異
な
っ
て
お
り
、
英
語
を
母
語
と
し
な
い
以
上
、
日
本
人
や
日
本
の
大
学
が
英
語
圏
の

大
学
と
互
角
に
渡
り
合
う
の
は
無
理
で
あ
る
か
ら
。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
な
ど
の
理
系
分
野
で
は
論
文
発
表
が
英
語
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
例
化
し
て
い

る
が
、
人
文
学
や
社
会
科
学
で
は
国
や
地
域
の
特
性
を
考
慮
に
入
れ
た
研
究
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
日
本
の

大
学
で
英
語
に
よ
る
文
系
分
野
の
研
究
を
行
っ
て
も
注
目
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
か
ら
。

�

日
本
の
大
学
の
理
系
分
野
で
は
留
学
生
や
外
国
人
教
員
の
数
、
英
語
に
よ
る
論
文
数
や
そ
の
被
引
用
数
な

ど
で
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
に
お
い
て
健
闘
し
て
い
る
も
の
の
、
文
系
分
野
で
は
英
語
圏
の
ト
ッ
プ
大
学
と
同
じ

土
俵
で
競
争
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
ラ
ン
キ
ン
グ
で
不
利
に
な
る
か
ら
。

�

人
文
社
会
系
の
学
問
は
西
欧
に
お
い
て
学
問
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
西
欧
の
言
語
な
か
ん
ず
く

英
語
で
書
か
れ
た
研
究
が
注
目
を
受
け
や
す
い
た
め
、
英
語
か
ら
も
っ
と
も
隔
た
っ
た
言
語
の
一
つ
で
あ
る

日
本
語
を
母
語
と
す
る
点
で
日
本
の
大
学
は
教
育
・
研
究
の
ハ
ン
デ
ィ
が
大
き
い
か
ら
。

�

世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
の
理
系
分
野
で
は
研
究
業
績
に
つ
い
て
も
そ
こ
で
行
わ
れ
る
教
育
に
お
い
て
も
世
界
共

通
の
客
観
的
な
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
文
系
分
野
に
つ
い
て
は
そ
の
学
問
が
発
達
し

た
国
や
地
域
の
特
性
が
反
映
さ
れ
る
点
で
日
本
の
大
学
は
不
利
で
あ
る
か
ら
。

―
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問
4

傍
線
部
Ｂ
「
そ
れ
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答

番
号
は

10

。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
の
評
価
で
、
日
本
の
有
力
大
学
の
順
位
が
振

る
わ
な
い
こ
と
。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
の
評
価
で
、
日
本
の
有
力
大
学
の
順
位
が
振

る
わ
な
い
理
由
の
一
つ
は
国
際
化
の
遅
れ
で
あ
る
こ
と
。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
論
文
発
表
が
英
語
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
例
化
し
て
い
る
こ
と
。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
大
学
が
立
地
す
る
国
の
文
化
や
歴
史
に
よ
っ
て
、
研
究
成
果
に

差
が
出
る
こ
と
。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
知
識
の
一
般
化
や
普
遍
化
を
前
提
に
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

�

自
然
科
学
や
医
学
、
工
学
の
分
野
で
は
、
研
究
業
績
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
教
育
に
お
い
て
も
、

世
界
共
通
で
あ
る
こ
と
。

問
5

傍
線
部
Ｃ
「
な
い
が
し
ろ
に
す
る
」
の
本
文
中
の
意
味
に
最
も
近
い
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

き

き

き
た
ん

�

さ
げ
す
む

�

忌
諱
す
る

�

忌
憚
す
る

�

等
閑
に
付
す

�

座
視
す
る

�

重
視
す
る

�

排
斥
す
る

�

嘲
笑
す
る

問
6

傍
線
部
Ｄ
「
日
本
人
の
外
国
語
習
得
の
必
要
性
を
低
め
て
い
る
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。

�

非
西
欧
圏
に
お
け
る
旧
植
民
地
国
の
多
く
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
は
人
文
社
会
系
の
分
野
で
ロ
ー
カ
ル
な

自
国
語
に
よ
り
教
育
、
研
究
が
で
き
る
か
ら
。

�

非
西
欧
圏
に
お
け
る
旧
植
民
地
国
の
大
学
で
は
理
系
だ
け
で
な
く
人
文
社
会
系
で
も
国
際
化
し
や
す
い
の

に
対
し
て
、
日
本
の
大
学
で
は
人
文
社
会
系
分
野
で
の
国
際
化
を
重
視
し
な
い
か
ら
。

�

日
本
は
1
5
0
年
に
お
よ
ぶ
西
欧
化
の
経
験
が
あ
り
、
外
国
語
を
習
得
し
な
く
と
も
人
文
社
会
系
の
分
野

で
あ
る
程
度
の
教
育
、
研
究
が
で
き
る
か
ら
。

�

日
本
の
大
学
で
は
、
西
欧
的
知
識
の
日
本
（
語
）
化
を
可
能
に
す
る
た
め
、
理
系
分
野
よ
り
も
人
文
社
会

系
分
野
に
お
け
る
研
究
、
教
育
に
重
点
を
置
い
て
き
た
か
ら
。

�

日
本
の
大
学
で
は
、
自
国
の
文
化
や
歴
史
を
研
究
す
る
場
合
の
み
、
多
く
の
非
西
欧
圏
の
国
々
と
異
な
り
、

西
欧
語
で
書
か
れ
た
文
献
に
頼
る
必
要
が
な
い
か
ら
。

�

日
本
の
大
学
で
は
、
1
5
0
年
に
お
よ
ぶ
近
代
化
の
経
験
に
よ
り
、
母
語
で
の
み
な
ら
ず
外
国
語
で
学
び
、

考
え
、
研
究
で
き
る
蓄
積
が
あ
る
か
ら
。

―
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問
7

傍
線
部
Ｅ
「
差
異
化
し
う
る
視
点
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

�

西
欧
中
心
主
義
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
西
欧
で
行
わ
れ
て
き
た
研
究
と
は
異
な
る
視
点

�

日
本
の
歴
史
や
文
化
、
社
会
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
よ
り
西
欧
中
心
主
義
を
否
定
す
る
視
点

�

1
5
0
年
を
か
け
て
向
き
合
っ
て
き
た
西
欧
中
心
主
義
を
日
本
の
知
的
資
源
に
す
る
視
点

�

西
欧
の
知
識
を
取
り
入
れ
つ
つ
も
そ
れ
以
上
に
日
本
の
歴
史
や
文
化
を
絶
対
視
す
る
視
点

�

日
本
の
み
な
ら
ず
日
本
以
外
の
国
や
地
域
も
研
究
対
象
と
し
て
西
欧
側
か
ら
接
す
る
視
点

�

日
本
の
文
化
や
歴
史
と
い
っ
た
経
路
に
依
存
し
つ
つ
西
欧
中
心
主
義
を
普
遍
化
す
る
視
点

問
8

傍
線
部
Ｆ
「
日
本
の
大
学
の
強
み
に
転
換
で
き
る
有
力
な
知
的
資
源
と
な
る
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

。

�

非
西
欧
圏
で
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
国
々
が
増
え
る
中
で
、
産
業
化
や
民
主
化
を
支
援
し
た
日

本
の
国
際
貢
献
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

西
欧
中
心
主
義
か
ら
発
展
し
た
モ
デ
ル
で
は
説
明
で
き
な
い
社
会
の
変
動
に
対
し
て
、
日
本
の
文
系
学
問

が
う
ま
く
説
明
す
れ
ば
世
界
に
通
用
す
る
学
問
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

非
西
欧
圏
の
国
々
に
お
い
て
産
業
化
や
民
主
化
を
は
じ
め
先
進
社
会
を
つ
く
り
出
す
過
程
に
、
日
本
と
い

う
経
験
が
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
。

�

非
西
欧
圏
の
国
々
が
産
業
化
や
民
主
化
を
図
る
に
当
た
っ
て
、
1
5
0
年
を
か
け
て
日
本
が
実
践
し
て
き

た
西
欧
中
心
主
義
が
意
味
を
持
ち
う
る
か
ら
。

�

日
本
で
も
欧
米
で
の
研
究
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
せ
れ
ば
、
西
欧
中
心

主
義
に
近
づ
こ
う
と
す
る
非
西
欧
圏
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

西
欧
諸
国
を
含
め
西
欧
中
心
主
義
へ
の
批
判
的
な
見
方
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
日

本
の
産
業
化
や
民
主
化
が
非
西
欧
圏
で
の
モ
デ
ル
に
な
り
つ
つ
あ
る
か
ら
。
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問
9

傍
線
部
Ｇ
「
ア
ピ
ー
ル
力
の
あ
る
強
み
を
引
き
出
す
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
力
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

15

。

�

日
本
発
の
研
究
で
あ
る
こ
と
の
強
み
を
海
外
よ
り
も
国
内
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
な
研
究
を
提
示

で
き
る
こ
と
。

�

欧
米
の
研
究
と
は
ひ
と
味
違
う
、
日
本
の
特
性
を
反
映
さ
せ
た
優
れ
た
論
文
を
掲
載
す
る
学
術
誌
を
英
語

で
発
行
で
き
る
こ
と
。

�

日
本
の
研
究
が
欧
米
の
研
究
と
は
違
う
特
徴
を
持
つ
こ
と
を
海
外
に
う
ま
く
訴
え
ら
れ
る
よ
う
な
成
果
を

出
せ
る
こ
と
。

�

海
外
の
日
本
研
究
者
に
的
を
絞
っ
て
日
本
発
の
研
究
が
持
つ
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
だ
け
の
業
績
を
あ

げ
ら
れ
る
こ
と
。

�

海
外
の
優
れ
た
日
本
研
究
を
日
本
国
内
の
研
究
に
う
ま
く
橋
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
材
を
生
み
出
せ

る
こ
と
。

�
「
国
内
派
」
の
研
究
者
よ
り
も
海
外
と
の
交
流
も
あ
り
外
国
語
の
で
き
る
「
国
際
派
」
の
研
究
者
を
育
成

で
き
る
こ
と
。

問
10

傍
線
部
Ｈ
「
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
の
評
価
に
な
じ
み
や
す
い
理
系
の
研
究
の
評
価
枠
組
み
を
適
用
し
た
量
の
戦

略
」
に
当�

て�

は�

ま�

ら�

な�

い�

も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

16

。

�

留
学
生
の
受
け
入
れ
や
外
国
人
教
員
の
採
用

�

人
文
社
会
系
の
英
字
学
術
誌
の
発
行

�

1
年
以
上
3
年
未
満
の
海
外
経
験
が
あ
る
日
本
人
教
員
の
採
用

�

国
内
で
蓄
積
さ
れ
た
研
究
を
外
国
語
で
出
版
す
る
編
集
力
の
強
化

�

国
際
共
著
論
文
へ
の
執
筆

�

国
際
学
術
誌
に
引
用
さ
れ
る
論
文
・
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
執
筆
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問
11

傍
線
部
Ｉ
「
国
際
貢
献
に
も
資
す
る
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

17

。

�

質
の
高
い
人
文
社
会
系
の
学
問
を
生
み
出
す
政
策
は
、
日
本
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
力
の
強
化
に
つ
な
が
り
、

普
遍
的
真
理
の
追
究
に
貢
献
す
る
か
ら
。

�

質
の
強
化
を
図
る
た
め
人
文
社
会
系
の
学
問
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
政
策
は
、
日
本
の
ブ
ラ
ン
ド
力
の
強
化
を

通
じ
て
世
界
の
経
済
成
長
や
科
学
技
術
の
発
展
に
結
び
つ
く
か
ら
。

�

質
重
視
の
政
策
は
、
日
本
の
大
学
に
蓄
積
さ
れ
た
人
文
社
会
科
学
の
知
的
基
盤
を
見
直
す
こ
と
で
日
本
の

大
学
の
世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

質
の
強
化
を
図
る
こ
と
で
人
文
社
会
系
の
学
問
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
政
策
は
、
英
語
の
で
き
る
人
材
を
増
や

す
こ
と
を
通
じ
て
日
本
の
文
系
学
問
の
国
際
化
を
も
た
ら
す
か
ら
。

�

質
を
重
視
す
る
政
策
を
採
る
こ
と
で
、
日
本
の
文
系
学
問
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
力
・
編
集
力
が
強
化
さ
れ
、

「
役
に
立
つ
」
大
学
が
育
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

世
界
を
よ
く
す
る
た
め
に
は
世
界
の
こ
と
を
よ
く
知
る
必
要
が
あ
る
が
、
多
様
な
視
点
を
持
つ
人
文
社
会

系
の
学
問
の
質
を
高
め
る
政
策
は
、
世
界
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
。
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問
12

空
欄

甲

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。

�

西
欧
中
心
主
義
批
判

�

多
様
な
西
欧
モ
デ
ル

�

経
験
は
知
的
資
源
か

�

人
文
社
会
系
の
知
識

�

非
西
欧
圏
の
国
際
化

�

外
国
語
習
得
の
困
難

�

日
本
の
文
系
の
強
み

�

日
本
化
さ
れ
た
知
識

問
13

空
欄

乙

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

19

。

�

国
際
貢
献
を
目
指
す
文
系

�

国
際
貢
献
を
目
指
す
前
に

�

文
系
学
問
の
評
価
枠
組
み

�

理
系
学
問
の
評
価
枠
組
み

�

国
際
競
争
力
の
強
化
対
策

�

量
よ
り
質
優
先
の
政
策
を

�

グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら

�

日
本
が
欠
く
ブ
ラ
ン
ド
力

―
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問
14

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二�

つ�

選
べ
。
た
だ
し
、
二
つ
と
も
正
解
し

な
け
れ
ば
点
を
与
え
な
い
。
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は

20

・

21

。

�

産
業
化
や
民
主
化
を
は
じ
め
先
進
社
会
を
つ
く
り
出
す
過
程
に
、
西
欧
モ
デ
ル
以
外
の
多
様
性
が
あ
る
こ

と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
た
め
、
非
西
欧
圏
に
限
り
西
欧
中
心
主
義
へ
の
批
判
的
な
見
方
が
共

有
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

�

日
本
の
大
学
に
お
い
て
英
語
に
よ
る
質
の
高
い
授
業
が
増
え
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
質
が
簡
単
に
国

外
か
ら
も
見
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
こ
う
し
た
授
業
の
増
加
は
か
え
っ
て
日
本
の
文
系
学
問
の
強
み
や
そ

れ
が
日
本
の
国
際
貢
献
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
弱
め
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。

�

人
文
社
会
系
の
学
問
の
多
く
は
、
地
域
の
特
性
を
考
慮
に
入
れ
た
知
識
の
体
系
が
そ
の
地
域
を
越
え
て
意

味
を
持
つ
と
い
う
前
提
で
研
究
が
行
わ
れ
る
た
め
、
知
識
の
一
般
化
や
普
遍
化
を
排
除
す
る
点
で
理
系
の
研

究
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

�

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
人
文
社
会
科
学
か
ら
差
異
化
す
る
こ
と
が
優
秀
な
研

究
者
や
学
生
、
資
金
を
引
き
つ
け
る
知
的
な
資
源
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
を

か
い
く
ぐ
っ
た
中
国
研
究
や
中
東
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

�

世
界
ラ
ン
キ
ン
グ
で
日
本
の
大
学
の
順
位
を
上
げ
る
と
い
う
数
値
目
標
は
、「
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
大

学
創
成
支
援
事
業
」
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
英
語
で
行
わ
れ
る
授
業
や
外
国
人
教
員
の
数

を
増
や
す
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
日
本
以
外
の
非
西
欧
圏
の
国
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

�

文
系
を
含
め
た
総
合
的
な
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
英
語
を
母
語
と
す
る
国
々
の
大
学
が
上
位
を
占
め
て
い

る
た
め
、
そ
の
分
野
の
「
最
先
端
」
を
学
び
、
研
究
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
の

大
学
で
学
ぶ
こ
と
が
必
要
条
件
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

�

英
語
に
よ
る
「
発
信
」
の
機
会
を
増
や
そ
う
と
い
う
試
み
に
よ
り
、
英
語
で
学
術
誌
を
発
行
す
る
人
文
社

会
系
の
学
会
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
が
世
界
で
広
く
読
ま
れ
、
引
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
海
外
の
研
究
者
に
関
心
を
持
た
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。

	

日
本
で
は
経
済
成
長
や
科
学
技
術
の
発
展
に
と
ら
わ
れ
た
発
想
に
基
づ
き
、「
役
に
立
つ
」
大
学
が
重
ん

じ
ら
れ
、
人
文
社
会
系
の
学
問
が
持
つ
価
値
は
軽
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
の
大
学
に
蓄
積
さ
れ
た
人
文

社
会
科
学
の
強
み
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
国
際
貢
献
に
も
つ
な
が
り
う
る
。

�

自
国
の
歴
史
や
文
化
を
研
究
す
る
場
合
で
さ
え
、
先
行
研
究
と
し
て
西
欧
語
で
書
か
れ
た
文
献
に
頼
ら
ざ

る
を
得
な
い
多
く
の
非
西
欧
圏
の
国
々
で
は
外
国
語
習
得
の
必
要
性
が
高
い
た
め
、
理
系
の
分
野
よ
り
も
人

文
社
会
系
の
分
野
で
国
際
化
を
と
げ
て
い
る
。
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Ⅱ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
13
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
十
六
世
紀
に
中
南
米
に
植
民
地
を
築
き
、
十
六
〜
十
七
世
紀
の
カ
カ
オ
の
主
要
生
産

地
を
お
さ
え
た
。
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
は
十
七
世
紀
に
東
イ
ン
ド
会
社
、
西
イ
ン
ド
会
社
を
興
し
て
、
海
外
貿
易

に
本
格
的
に
参
入
し
て
い
っ
た
。
先
発
の
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
遅
れ
た
も
の
の
、
中
米
カ
リ
ブ
海
諸
島
に
、

貿
易
拠
点
を
築
き
、
本
国
に
砂
糖
や
カ
カ
オ
が
流
入
す
る
ル
ー
ト
を
開
い
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
十
七
〜
十
八
世
紀
の
中
南
米
の
主
要
カ
カ
オ
産
地
は
グ
ア
ヤ
キ
ル
（
現
エ
ク
ア
ド
ル
）
や
カ
ラ
カ
ス

（
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
）
で
、
産
地
を
確
保
し
て
い
る
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ほ
う
が
カ
カ
オ
の
入
手
に
は
依
然
と
し

て
有
利
だ
っ
た
。
十
九
世
紀
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
バ
イ
ア
地
方
が
産
地
と
し
て
成
長
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
さ
ら
に
カ
カ

オ
をａ
レ
ン
カ
で
入
手
で
き
る
条
件
に
恵
ま
れ
た
。

甲

ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
で
、
初
期
の
カ
カ
オ
消
費
者
に
な
っ

た
の
は
、
聖
職
者
や
貴
族
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
各
修
道
会
は
、
新
世
界
で
布
教
活
動
を
展
開
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

勢
力
範
囲
を
拡
大
し
、
本
国
の
勢
力
を
維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
。
本
国
に
輸
入
さ
れ
た
カ
カ
オ
は
高
価
で
、
入

手
で
き
る
の
は
貴
族
層
に
限
ら
れ
て
い
た
。

一
六
九
三
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
メ
キ
シ
コ
の
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
（
現
モ
レ
リ
ア
）
に
あ
っ
た
コ
レ
ジ
オ

（
修
道
会
の
教
育
・
学
術
施
設
）
で
、
本
国
ス
ペ
イ
ン
の
修
道
会
宛
に
発
信
し
た
報
告
の
書
簡
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

当
地
の
イ
エ
ズ
ス
会
は
カ
カ
オ
農
園
を
二
つ
経
営
し
、
合
わ
せ
て
一
九
万
本
の
カ
カ
オ
の
木
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
、

カ
カ
オ
を
売
却
し
て
得
た
収
入
で
、
現
地
の
コ
レ
ジ
オ
を
経
営
し
、
学
院
の
施
設
拡
充
の
費
用
も
捻
出
し
て
い
る
こ

と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
七
〇
四
、
一
七
〇
七
、
一
七
五
一
年
に
も
、
メ
キ
シ
コ
内
の
他
の
拠
点
か
ら
本
国
へ
宛

て
た
書
簡
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
経
営
し
て
い
た
カ
カ
オ
農
園
の
状
況
が
報
告
さ
れ
、
本
国
の
教
団
維
持
費
を
納
付
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
注
一
）

ク
リ
オ
ロ
種
の
原
産
地
オ
ア
ハ
カ
に
も
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
経
営
す
る
カ
カ
オ
農
園
が
あ
っ

た
。
現
地
の
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
布
教
機
関
と
し
て
の
機
能
の
ほ
か
に
、
現
地
産
品
の
生
産
・
交
易
に
積
極
的
に
関
与

し
、
資
金
を
作
る
経
済
的
機
能
も
担
っ
て
い
た
。

現
地
の
カ
カ
オ
農
園
か
ら
本
国
の
教
団
本
部
に
、Ａ
カ
カ
オ
の
実
物
も
納
入
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
一
七
二
一
年

に
ス
ペ
イ
ン
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
団
施
設
で
、
コ
コ
ア
の
美
味
に
驚
嘆
し
た
こ
と
が
文
献
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
イ
エ

ズ
ス
会
は
ク
リ
オ
ロ
種
の
原
産
地
に
も
農
園
を
所
有
し
て
い
た
の
で
、
美
味
だ
っ
た
の
は
ク
リ
オ
ロ
種
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
十
八
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
中
米
メ
キ
シ
コ
の
ソ
コ
ヌ
ス
コ
・
タ
バ
ス
コ
産
の
カ
カ
オ

が
好
ま
れ
、
南
米
グ
ア
ヤ
キ
ル
産
は
苦
味
が
強
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
豆
の
ラ
ン
ク
は
低
か
っ
た
。
ク
リ
オ
ロ
種

と（
注
二
）

フ
ォ
ラ
ス
テ
ロ
種
に
対
す
る
評
価
の
違
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
教
団
運
営
の
資
金
源
と
し
て
、
カ
カ
オ
は
不
可
欠
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
論
争
に
な
っ

た
の
が
、
コ
コ
ア
は
「
薬
品
か
、
食
品
か
」「
飲
み
物
（
液
体
）
か
、
食
べ
物
（
固
体
）
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
に
は
、
春
の
イ
ー
ス
タ
ー
（
復
活
祭
）
前
の
四
旬
節
な
ど
に
断
食
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。「
薬
品
」
で

あ
れ
ば
断
食
中
も
摂
取
「
可
」、「
食
品
」
は
「
不
可
」
だ
っ
た
。
ま
た
、「
液
体
」
は
摂
取
「
可
」、
固
体
は
「
不

可
」
だ
っ
た
。
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コ
コ
ア
の
宗
教
的
論
争

コ
コ
ア
を
め
ぐ
る
宗
教
的
論
争
は
「
薬
品
か
、
食
品
か
」「
液
体
か
、
固
体
か
」
だ
っ
た
。
カ
カ
オ
が
栄
養
価
に

富
み
、
健
康
増
進
に
効
果
的
で
あ
る
こ
と
は
、
経
験
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。（
注
三
）

カ
カ
オ
マ
ス
を
湯
に
溶
い
て
、
泡
立

て
た
ド
ロ
ド
ロ
の
状
態
は
、
液
体
、
固
体
の
ど
ち
ら
に
も
あ
て
は
ま
り
そ
う
だ
っ
た
。
栄
養
が
不
足
す
る
断
食
期
間

に
、
滋
養
に
富
む
コ
コ
ア
を
摂
取
で
き
る
ほ
う
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
た
ち
に
は
好
ま
し
い
。
一
五
六
九
年
に
ロ
ー
マ

教
皇
ピ
ウ
ス
五
世
は
、
実
際
に
コ
コ
ア
を
味
わ
っ
て
、「
飲
料
で
あ
り
、
断
食
中
に
摂
取
し
て
可
」
と
い
う
判
断
を

示
し
た
。

し
か
し
、「
脂
肪
分
に
富
み
、
体
温
を
上
昇
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
」
等
を
根
拠
に
、
食
品
で
あ
る
と
主
張
し
、Ｂ
戒

律
違
反
を
批
判
す
る
医
者
が
跡
を
絶
た
な
か
っ
た
。「
薬
品
か
、
食
品
か
」
と
い
う
論
争
は
十
六
〜
十
七
世
紀
に
ほ

ぼ
一
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
砂
糖
を
入
れ
た
コ
コ
ア
は
実
際
に
美
味
に
感
じ
ら
れ
、
コ
コ
ア
の
機
能
を

「
薬
品
」
に
限
定
す
る

ア

と
い
え
よ
う
。

と
ど

こ
の
よ
う
に
、
十
七
世
紀
に
「
薬
品
か
、
食
品
か
」
を
問
わ
れ
た
新
来
の
産
物
は
カ
カ
オ
に
止
ま
ら
な
い
。
十
七

世
紀
に
は
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
タ
バ
コ
、
ト
マ
ト
な
ど
、
新
世
界
か
ら
到
来
し
た
産

品
が
増
え
た
。
社
会
の
な
か
で
新
奇
な
物
産
を
ど
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
づ
け
る
べ
き
か
論
争
が
起
き
た
。

未
知
の
味
に

Ｘ

さ
れ
て
口
に
す
る
こ
と
を
、「
悪
」
と
み
な
す
宗
教
的ｂ
キ
ハ
ン
も
強
か
っ
た
。
エ
デ
ン

の
園
の
「
リ
ン
ゴ
」
が
、
人
間
の
原
体
験
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
宗
教
的
環
境
で
あ
っ
た
か
ら
致
し
方
な
い
。

新
来
の
産
物
は
お
も
に
二
つ
の
論
争
を
経
て
、
食
品
と
し
て
徐
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
宗
教
的
論
争
と

医
学
的
論
争
で
あ
る
。
砂
糖
も
同
様
の

Ｙ

を
た
ど
っ
た
。
十
二
世
紀
に
『
神
学
大
全
』
を
記
し
た
イ
タ

リ
ア
の
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、「
砂
糖
は
消
化
促
進
に
効
果
が
あ
る
。
薬
品
で
あ
る
、
食
品
で
は
な
い
」

と
い
う
結
論
を
述
べ
た
。
医
学
的
に
権
威
が
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
・
サ
レ
ル
ノ
の
医
学
校
の
医
学
書
に
も
、
砂
糖
に
薬

効
が
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。

よ

医
学
的
権
威
に
拠
っ
て
「
薬
品
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
宗
教
的
批
判
に
対
抗
す
る
手
段
に
な
っ
た
。
結

論
が
出
な
い
論
争
に
、
聖
職
者
や
医
者
が
延
々
と
関
わ
り
続
け
て
い
る
間
に
、
貴
族
層
は
新
来
の
味
を
試
し
、
美
味

に
慣
れ
て
い
っ
た
。
需
要
が
増
し
、
新
来
の
産
品
の
流
入
量
が
増
え
て
、
価
格
が
い
く
ぶ
ん
低
下
し
、
新
来
の
味
は

貴
族
層
か
ら
市
民
層
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

カ
カ
オ
の
医
学
的
論
争

カ
カ
オ
は
実
際
に
栄
養
価
に
富
み
、
薬
効
が
あ
っ
た
か
ら
、「
薬
品
」
と
し
て
着
実
に
定
着
し
て
い
っ
た
。
当
時

の
医
学
理
論
に
も
と
づ
く
と
、
カ
カ
オ
の
薬
効
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
体
液
病
理
説
と
い
う
医
学
観
で
、
病
気
の
診
断
が
下
さ
れ
、
薬
が
処
方
さ
れ
た
。
体

液
病
理
説
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
が
創
始
し
、
ガ
レ
ノ
ス
が
発
展
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
人
体

に
は
、
血
液
、
粘
液
、
黄
胆
汁
、
黒
胆
汁
の
四
つ
の
体
液
が
あ
り
、
バ
ラ
ン
ス
が
良
け
れ
ば
健
康
、
崩
れ
て
病
気
に

な
る
。
四
つ
の
体
液
は
、「
熱
」「
冷
」
と
「
乾
」「
湿
」
の
組
み
合
わ
せ

Ⅰ

通
り
の
い
ず
れ
か
に
分
類

さ
れ
る
。
病
気
を
直
す
に
は
、
原
因
と
正
反
対
の
薬
品
が
処
方
さ
れ
た
。「
熱
・
乾
」
が
ま
さ
っ
て
病
気
が
起
き
て

い
る
場
合
は
、「
冷
・
湿
」
の
薬
が
処
方
さ
れ
た
。

カ
カ
オ
を
は
じ
め
と
す
る
新
来
の
産
品
は
、
体
液
病
理
説
に
も
と
づ
い
て
、「
熱
」「
冷
」
と
「
乾
」「
湿
」
の

Ⅱ

通
り
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
、
分
類
が
試
み
ら
れ
た
。
体
液
病
理
説
に
よ
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
物
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産
は
、

Ⅲ

通
り
の
い
ず
れ
か
一
つ
だ
け
に
該
当
す
る
。
二
つ
以
上
に
該
当
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。と

こ
ろ
が
新
来
の
産
品
を
め
ぐ
っ
て
、
体
液
病
理
説
に
混
乱
が
生
じ
た
。
た
と
え
ば
カ
カ
オ
に
は
「
冷
・
乾
」
と

「
熱
・
湿
」
の
両
方
の
性
質
が
見
ら
れ
た
。
正
反
対
の
性
格
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
体
液
病
理
説
で
は
、
同
一
物
が

正
反
対
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
は
な
く
、
学
説
的
に
そ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
新
来
の
産
品
の

な
か
に
は
、
体
液
病
理
説
の

Ⅳ

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
う
ま
く
は
ま
ら
な
い
も
の
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
カ
カ
オ
の
「
冷
・
乾
」
は
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
苦
味
・
渋
味
を
表
現
し
、「
熱
・
湿
」
は
脂
肪
分
が

多
く
、
ミ
ネ
ラ
ル
に
富
む
点
を
表
現
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ス
ペ
イ
ン
、
メ
キ
シ
コ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
の
医
者
の
間
で
、
コ
コ
ア
は
「
冷
・
乾
」
か
、

「
熱
・
湿
」
か
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
生
じ
た
。
処
方
を
必
要
と
す
る
状
況
が
正
反
対
な
の
で
、
医
者
に
と
っ
て
も
重

大
事
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
・
セ
ビ
リ
ヤ
出
身
で
、
メ
キ
シ
コ
に
移
住
し
た
医
師
フ
ァ
ン
・
デ
・
カ
ル
デ
ナ
ス
は
、
一

五
九
一
年
出
版
の
自
著
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
記
し
た
。
カ
カ
オ
は
本
質
的
に
「
冷
・
乾
」
で
あ
る
。
摂
り
す
ぎ
る

と
、
体
液
の
循
環
が
悪
く
な
り
、
憂
鬱
質
が
増
す
。
摂
り
す
ぎ
をｃ
セ
ッ
セ
イ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
栄
養
に
富
み
、

脂
肪
が
多
い
点
は
「
熱
・
湿
」
で
あ
る
。
か
す
か
な
苦
味
も
感
じ
ら
れ
、
こ
れ
は
「
熱
・
乾
」
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
苦
味
成
分
は
、
胃
の
消
化
を
促
進
す
る
。
カ
カ
オ
に
は
、
異
な
る

Ⅴ

つ
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。

す
ぐ
れ
た
薬
材
な
の
で
利
用
し
た
ほ
う
が
よ
い
。
コ
コ
ア
に
加
え
る
香
辛
料
で
調
整
し
て
、
カ
カ
オ
の

Ⅵ

つ
の
性
格
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
際
だ
た
せ
る
よ
う
に
処
方
す
る
と
よ
い
。

体
液
病
理
説
に
も
と
づ
く
医
学
観
で
は
、Ｃ
カ
カ
オ
の
多
様
な
効
能
を
筋
道
を
た
て
て
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
、

そ
の
後
も
医
者
の
論
争
は
続
い
た
。
や
が
て
、
医
学
そ
の
も
の
が
体
液
病
理
説
を
脱
し
て
、
血
液
循
環
説
へ
と
移
行

し
て
い
っ
た
。

カ
カ
オ
、
コ
コ
ア
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
聖
職
者
や
医
者
がｄ
カ
イ
ザ
イ
し
て
、
長
期
に
わ
た
る
論
争

を
繰
り
広
げ
た
。
カ
カ
オ
に
関
心
が
集
ま
り
、
社
会
的
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

乙

カ
カ
オ
が
「
冷
・
乾
」
で
あ
る
か
、「
熱
・
湿
」
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
健
康
増
進
に
効
果
的
で
あ
る

こ
と
は
経
験
的
に
も
支
持
さ
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
の
貴
族
の
間
で
コ
コ
ア
は
「
薬
品
」
と
し
て
、
飲
む
習
慣
が
広

ま
っ
て
い
っ
た
。

ス
ペ
イ
ン
宮
廷
で
は
、
す
で
に
カ
ル
ロ
ス
一
世
の
時
代
（
一
五
一
六
〜
五
六
）
に
、
征
服
者
コ
ル
テ
ス
か
ら
カ
カ

オ
に
つ
い
て
の
報
告
が
届
い
て
い
た
。
次
の
フ
ェ
リ
ペ
二
世
の
時
代
、
一
五
八
〇
年
に
ス
ペ
イ
ン
王
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

王
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
り
、「Ｄ
太
陽
の
没
す
る
こ
と
な
き
大
帝
国
」
が
出
現
し
た
。
の
ち
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宮
廷
に

は
、「
チ
ョ
コ
ラ
テ
イ
ロ
」
と
呼
ば
れ
る
宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
が
設
け
ら
れ
た
。

宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
に
は
二
つ
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
。
一
つ
は
ロ
イ
ヤ
ル
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
や
宮
廷
貴
族
に
コ
コ

ア
を
供
す
る
責
任
、
も
う
一
つ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
軍
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
王
室
病
院
でＥ
カ
カ
オ
を
処
方
し
、
カ
カ
オ

を
備
蓄
す
る
責
任
で
あ
る
。

宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
の
役
割
に
は
、
宮
廷
で
コ
コ
ア
を
供
す
る
と
き
、
豪
華
に
演
出
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。

十
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
で
は
、
王
女
が
主
催
し
た
軽
食
会
で
、
コ
コ
ア
が
出
さ
れ
、
そ
の
と
き
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
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つ
ぼ

豪
華
に
盛
り
つ
け
た
砂
糖
菓
子
、
数
種
の
コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー
ル
（
果
物
の
砂
糖
漬
け
）、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
砂
糖
壺
が

め
の
う

並
ん
で
い
た
。
コ
コ
ア
は
磁
器
製
の
カ
ッ
プ
に
注
が
れ
、
受
け
皿
は
瑪
瑙
製
で
、
金
の
縁
取
り
が
し
て
あ
っ
た
。
客

は
、
高
価
な
カ
ッ
プ
で
、
コ
コ
ア
をｅ
タ
ン
ノ
ウ
し
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
コ
コ
ア
に
ひ
た
し
て
食
べ
た
。

カ
カ
オ
は
高
価
な
到
来
物
で
、
客
に
提
供
で
き
る
こ
と
は
経
済
力
の
あ
か
し
だ
っ
た
。
コ
コ
ア
だ
け
で
な
く
、
茶

や
コ
ー
ヒ
ー
の
場
合
も
同
様
で
、
経
済
的
資
源
や
権
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
最
大
限
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
面
に
欠
か
せ
な
い
も
の
の
一
つ
が
砂
糖
だ
っ
た
。
舶
来
の
砂
糖
を
ふ

ん
だ
ん
に
用
い
た
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
、
豪
華
に
盛
り
つ
け
た
砂
糖
菓
子
は
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
。
砂
糖
や
コ

コ
ア
、
ポ
ッ
ト
や
カ
ッ
プ
をｆ
シ
ュ
ウ
ト
ウ
に
準
備
し
て
、
権
力
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
面
を
演
出
し
、
取
り
仕
切
っ

た
の
が
宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
で
あ
る
。

ま
た
、
宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
は
医
学
的
知
識
を
持
ち
、
王
室
病
院
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
軍
兵
士
へ
の
カ
カ
オ
の
処
方
に

関
わ
っ
た
。Ｆ
の
ち
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
バ
イ
ア
地
方
が
カ
カ
オ
生
産
地
と
し
て
成
長
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
カ
カ
オ
を
ふ
ん

だ
ん
に
入
手
で
き
る
条
件
に
恵
ま
れ
た
。
滋
養
に
富
む
カ
カ
オ
を
傷
病
兵
の
治
療
に
用
い
、
ま
た
、
カ
カ
オ
マ
ス
か

ら
コ
コ
ア
バ
タ
ー
を
抽
出
し
、
皮
膚
薬
と
し
て
患
部
にｇ
ト
フ
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
熱
帯
、
亜
熱
帯
に
植
民
地
を
多

く
擁
し
て
い
た
が
、
本
国
と
は
異
な
る
気
候
で
、
多
く
の
兵
士
が
皮
膚
病
を
発
症
し
た
。
植
民
地
の
軍
病
院
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
海
軍
の
軍
船
に
は
、
コ
コ
ア
バ
タ
ー
が
皮
膚
病
の
治
療
薬
と
し
て
常
備
さ
れ
た
。

宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
は
、
カ
カ
オ
を
通
じ
て
二
つ
の
役
割
を
担
い
、
二
つ
の
階
級
に
関
わ
っ
た
。
貴
族
階
級
と
、

植
民
地
で
軍
役
に
従
事
す
る
兵
士
階
級
で
あ
る
。
二
つ
の
階
級
に
カ
カ
オ
の
効
能
を
伝
え
、
帝
国
の
政
治
力
・
軍
事

力
の
維
持
に
貢
献
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
武
田
尚
子
『
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
世
界
史
―
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
磨
き
上
げ
た
褐
色
の
宝
石
』
中
央
公
論
新
社

2
0
1
0
年
）

（
注
一
）
ク
リ
オ
ロ
種
…
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
含
有
量
が
少
な
く
、
苦
味
が
少
な
い
品
種
。

（
注
二
）
フ
ォ
ラ
ス
テ
ロ
種
…
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
を
多
く
含
み
、
苦
味
が
強
い
品
種
。

い

（
注
三
）
カ
カ
オ
マ
ス
…
発
酵
さ
せ
た
カ
カ
オ
豆
を
炒
っ
て
粉
に
し
た
も
の
。
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な
ど
の
原
料

と
な
る
。

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。
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問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｇ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
解
答
は
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
読
み
や
す
い
は
っ
き
り

し
た
楷
書
体
で
書
く
こ
と
。
解
答
番
号
は

22

〜

28

。

ａ

レ
ン
カ

22

ｂ

キ
ハ
ン

23

ｃ

セ
ッ
セ
イ

24

ｄ

カ
イ
ザ
イ

25

ｅ

タ
ン
ノ
ウ

26

ｆ

シ
ュ
ウ
ト
ウ

27

ｇ

ト
フ

28

問
2

空
欄

Ｘ

・

Ｙ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

29

・

30

。

Ｘ

�

誘
惑

�

洗
脳

�

強
要

�

影
響

�

抑
圧

�

迫
害

�

侵
食

�

教
導

29

Ｙ

�

系
譜

�

結
論

�

淵
源

�

一
途

�

縁
故

�

痕
跡

�

周
辺

�

過
程

30

―
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問
3

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅵ

に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

31

。

�

Ⅰ－

二

Ⅱ－

二

Ⅲ－

二

Ⅳ－

二

Ⅴ－

三

Ⅵ－

三

�

Ⅰ－
二

Ⅱ－

二

Ⅲ－

二

Ⅳ－

三

Ⅴ－

三

Ⅵ－

三

�

Ⅰ－

二

Ⅱ－

二

Ⅲ－

四

Ⅳ－

三

Ⅴ－

二

Ⅵ－

四

�

Ⅰ－

三

Ⅱ－

三

Ⅲ－

三

Ⅳ－

二

Ⅴ－

二

Ⅵ－

二

�

Ⅰ－

三

Ⅱ－
三

Ⅲ－

三

Ⅳ－

三

Ⅴ－

四

Ⅵ－

四

�

Ⅰ－

三

Ⅱ－

三

Ⅲ－

二

Ⅳ－

四

Ⅴ－

四

Ⅵ－

四

�

Ⅰ－

四

Ⅱ－

四

Ⅲ－

三

Ⅳ－

二

Ⅴ－

二

Ⅵ－

二

	

Ⅰ－

四

Ⅱ－

四

Ⅲ－
四

Ⅳ－

四

Ⅴ－

三

Ⅵ－

三

�

Ⅰ－

四

Ⅱ－

四

Ⅲ－

四

Ⅳ－

四

Ⅴ－

四

Ⅵ－

二

問
4

空
欄

ア

に
入
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

32

。

�

経
済
的
効
果
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
批
判
が
あ
っ
た

�

宗
教
的
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
に
は
葛
藤
が
あ
っ
た

�

政
治
的
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
っ
た

�

医
学
的
権
威
を
無
視
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
っ
た

�

歴
史
的
背
景
を
尊
重
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た

�

社
会
的
合
意
を
形
成
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
っ
た

―
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問
5

傍
線
部
Ａ
「
カ
カ
オ
の
実
物
も
納
入
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」
と
推
測
す
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

33

。

�

中
南
米
の
植
民
地
経
営
初
期
、
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
で
カ
カ
オ
消
費
者
に
な
っ
た
の
は
聖
職
者
や
貴
族
で

あ
っ
た
か
ら
。

�

一
六
九
三
年
に
は
、
バ
リ
ャ
ド
リ
ー
ド
に
あ
っ
た
イ
エ
ズ
ス
会
は
一
九
万
本
の
カ
カ
オ
の
木
を
所
有
し
て

い
た
か
ら
。

�

一
七
〇
四
、
一
七
〇
七
、
一
七
五
一
年
に
、
メ
キ
シ
コ
内
の
拠
点
か
ら
本
国
の
教
団
維
持
費
を
納
入
し
て

い
た
か
ら
。

�

現
地
の
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
布
教
機
関
と
し
て
の
機
能
の
ほ
か
に
、
資
金
を
作
る
経
済
的
機
能
も
担
っ
て
い

る
か
ら
。

�

一
七
二
一
年
に
本
国
の
イ
エ
ズ
ス
会
教
団
施
設
で
、
コ
コ
ア
の
美
味
に
驚
嘆
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て

い
る
か
ら
。

�

十
八
世
紀
以
降
の
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
中
米
メ
キ
シ
コ
の
ソ
コ
ヌ
ス
コ
・
タ
バ
ス
コ
産
の
カ
カ
オ
が
好
ま
れ

て
い
る
か
ら
。

問
6

傍
線
部
Ｂ
「
戒
律
違
反
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

34

。

�

カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
教
団
運
営
の
資
金
源
に
カ
カ
オ
を
利
用
す
る
こ
と
。

�

春
の
イ
ー
ス
タ
ー
前
の
四
旬
節
な
ど
に
断
食
す
る
習
慣
が
あ
る
こ
と
。

�

薬
品
で
あ
れ
ば
断
食
中
も
摂
取
可
で
あ
る
と
す
る
こ
と
。

�

断
食
中
に
液
体
は
摂
取
可
と
す
る
こ
と
。

�

カ
カ
オ
が
健
康
増
進
に
効
果
的
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
。

�

コ
コ
ア
を
飲
料
と
み
な
し
断
食
中
に
摂
取
す
る
こ
と
。

�

コ
コ
ア
は
食
品
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
。

�

砂
糖
を
入
れ
た
コ
コ
ア
を
美
味
に
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
。

問
7

傍
線
部
Ｃ
「
カ
カ
オ
の
多
様
な
効
能
を
筋
道
を
た
て
て
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
く
」
の
理
由
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

35

。

�

処
方
を
必
要
と
す
る
状
況
が
正
反
対
な
の
で
、
医
者
に
と
っ
て
も
カ
カ
オ
の
性
格
は
重
大
事
だ
か
ら
。

�

カ
カ
オ
は
摂
り
す
ぎ
る
と
体
液
の
循
環
が
悪
く
な
り
、
憂
鬱
質
が
増
す
か
ら
。

�

カ
カ
オ
は
優
れ
た
薬
材
で
あ
る
が
、
香
辛
料
で
調
整
し
て
処
方
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
。

�

体
液
病
理
説
で
は
、
同
一
物
が
正
反
対
の
性
格
を
兼
ね
備
え
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
。

�

医
学
そ
の
も
の
が
体
液
病
理
説
を
脱
し
て
、
血
液
循
環
説
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
か
ら
。

�

カ
カ
オ
の
受
容
を
め
ぐ
る
長
期
の
論
争
は
、
カ
カ
オ
が
社
会
へ
浸
透
す
る
こ
と
の
反
映
だ
っ
た
か
ら
。

―
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問
8

傍
線
部
Ｄ
「
太
陽
の
没
す
る
こ
と
な
き
大
帝
国
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

36

。

�

太
陽
が
沈
ま
な
い
夢
を
領
土
に
拡
散
す
る
征
服
者
の
カ
ト
リ
ッ
ク
国
家
で
あ
る
こ
と
。

�

太
陽
が
沈
ま
な
い
白
夜
の
極
地
ま
で
領
土
と
し
て
保
有
す
る
巨
大
国
家
で
あ
る
こ
と
。

�

不
滅
の
太
陽
を
領
土
保
全
に
擬
す
る
遠
大
な
理
想
を
高
く
掲
げ
た
国
家
で
あ
る
こ
と
。

�

不
滅
の
太
陽
を
領
土
の
栄
光
と
尊
厳
に
結
び
つ
け
る
永
遠
の
超
越
国
家
で
あ
る
こ
と
。

�

保
有
す
る
領
土
の
ど
こ
か
ら
で
も
太
陽
を
観
察
観
望
で
き
る
高
地
国
家
で
あ
る
こ
と
。

�

保
有
す
る
領
土
の
ど
こ
か
で
必
ず
太
陽
が
出
て
い
る
版
図
広
大
な
国
家
で
あ
る
こ
と
。

問
9

傍
線
部
Ｅ
「
カ
カ
オ
を
処
方
し
、
カ
カ
オ
を
備
蓄
す
る
責
任
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

37

。

�

滋
養
に
富
む
も
の
と
し
て
カ
カ
オ
を
傷
病
兵
に
与
え
、
ま
た
、
皮
膚
病
を
発
症
し
た
兵
士
に
は
皮
膚
病
治

療
薬
と
し
て
の
コ
コ
ア
バ
タ
ー
を
患
部
に
用
い
る
た
め
常
備
し
た
こ
と
。

�

ス
ペ
イ
ン
王
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
る
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宮
廷
に
「
チ
ョ
コ
ラ
テ
イ

ロ
」
と
呼
ば
れ
る
宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
。

�

王
女
が
主
催
し
た
軽
食
会
で
コ
コ
ア
を
出
す
と
き
、
テ
ー
ブ
ル
に
は
豪
華
に
盛
り
つ
け
た
砂
糖
菓
子
、
数

種
の
コ
ン
フ
ィ
チ
ュ
ー
ル
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
砂
糖
壺
を
並
べ
る
こ
と
。

�

コ
コ
ア
は
磁
器
製
の
カ
ッ
プ
に
注
ぎ
、
受
け
皿
は
瑪
瑙
製
で
金
の
縁
取
り
を
施
し
、
そ
の
コ
コ
ア
に
ビ
ス

ケ
ッ
ト
を
ひ
た
し
て
食
べ
る
よ
う
に
提
供
し
た
こ
と
。

�

カ
カ
オ
を
客
に
提
供
で
き
る
こ
と
は
経
済
的
資
源
や
権
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
あ
か
し
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
を
最
大
限
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
。

�

カ
カ
オ
を
通
じ
て
二
つ
の
役
割
を
担
い
、
二
つ
の
階
級
に
カ
カ
オ
の
効
能
を
伝
え
、
帝
国
の
政
治
力
・
軍

事
力
の
維
持
に
貢
献
し
た
こ
と
。

問
10

傍
線
部
Ｆ
「
の
ち
に
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

38

。

�

中
世

�

十
五
世
紀

�

十
六
世
紀

�

十
七
世
紀

�

十
八
世
紀

�

十
九
世
紀
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問
11

空
欄

甲

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

39

。

�

初
期
の
カ
カ
オ
農
園
主

聖
職
者
と
貴
族

�

新
世
界
で
の
布
教
拠
点
コ
レ
ジ
オ

教
育
と
学
術

�

カ
カ
オ
農
園
の
経
営

コ
レ
ジ
オ
の
経
営
と
学
園
の
施
設
拡
充

�

イ
エ
ズ
ス
会

布
教
活
動
と
経
済
機
能

�

カ
カ
オ
の
納
入

ク
リ
オ
ロ
種
と
フ
ォ
ラ
ス
テ
ロ
種

�

カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
問
い

薬
品
か
食
品
か

問
12

空
欄

乙

に
入
る
小
見
出
し
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

40

。

�

貴
族
層
の
受
容

コ
コ
ア
と
権
力
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

�

健
康
増
進
の
効
能

薬
品
と
し
て
の
摂
取

�

チ
ョ
コ
ラ
テ
イ
ロ

フ
ェ
リ
ペ
二
世
の
時
代
の
宮
廷
文
化

�

コ
コ
ア
の
宮
廷
で
の
提
供

豪
華
な
演
出
と
調
度
品

�

宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
の
役
割

医
学
的
知
識
と
カ
カ
オ
の
処
方

�

二
つ
の
階
級

貴
族
階
級
と
兵
士
階
級―
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問
13

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
二�

つ�

選
べ
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問

わ
な
い
。
解
答
番
号
は

41

・

42

。

�

カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
の
教
団
運
営
の
資
金
源
と
し
て
、
カ
カ
オ
は
不
可
欠
の
も
の
だ
っ
た
た
め
、
豆
の
ラ

ン
ク
を
左
右
す
る
渋
み
に
対
す
る
評
価
の
違
い
は
、
コ
コ
ア
は
「
薬
品
か
、
食
品
か
」「
飲
み
物
（
液
体
）

か
、
食
べ
物
（
固
体
）
か
」
と
い
う
重
大
な
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。

�

コ
コ
ア
は
「
薬
品
か
、
食
品
か
」
の
結
論
が
出
な
い
論
争
に
聖
職
者
や
医
者
が
延
々
と
関
わ
り
続
け
て
い

る
間
に
、
新
来
の
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
産
品
の
需
要
が
増
し
て
流
入
量
が
増
え
、
コ
コ
ア

の
流
入
量
も
同
様
に
増
え
た
た
め
、
そ
の
味
は
貴
族
層
か
ら
市
民
層
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

�

医
学
的
知
識
を
持
つ
宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
は
、
本
国
と
は
異
な
る
気
候
で
皮
膚
病
を
発
症
し
た
ポ
ル
ト
ガ

ル
兵
士
の
患
部
へ
カ
カ
オ
を
処
方
す
る
た
め
、
植
民
地
の
軍
病
院
な
ど
に
コ
コ
ア
バ
タ
ー
を
常
備
す
る
こ
と

に
よ
り
、
権
力
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
演
出
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
た
。

�

十
七
世
紀
の
ス
ペ
イ
ン
宮
廷
の
軽
食
会
テ
ー
ブ
ル
に
、
豪
華
に
盛
り
つ
け
た
砂
糖
菓
子
が
並
ん
で
い
た
の

は
、
実
は
コ
コ
ア
で
は
な
く
砂
糖
菓
子
こ
そ
が
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
砂
糖
を
用
い
て

権
力
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
面
を
演
出
し
、
取
り
仕
切
っ
た
の
が
宮
廷
コ
コ
ア
担
当
官
で
あ
る
。

�

一
六
九
三
年
に
メ
キ
シ
コ
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
が
本
国
に
宛
て
た
書
簡
に
よ
れ
ば
、
当
地
の
イ
エ
ズ
ス

会
は
カ
カ
オ
農
園
を
二
つ
経
営
し
、
合
わ
せ
て
一
九
万
本
の
カ
カ
オ
の
木
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の

収
益
で
本
国
の
教
団
維
持
費
を
納
付
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

�

コ
コ
ア
が
医
学
的
権
威
に
拠
っ
て
「
薬
品
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
宗
教
的
批
判
に
対
抗
す
る
手

段
に
な
り
、「
砂
糖
は
消
化
促
進
に
効
果
が
あ
る
。
薬
品
で
あ
る
、
食
品
で
な
い
」
と
述
べ
た
十
二
世
紀
の

イ
タ
リ
ア
の
医
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
見
解
な
ど
に
、
そ
の
先
例
が
認
め
ら
れ
る
。

�

カ
ト
リ
ッ
ク
の
各
修
道
会
が
新
世
界
で
布
教
活
動
を
展
開
し
た
初
期
の
頃
、
聖
職
者
た
ち
は
カ
ト
リ
ッ
ク

の
勢
力
範
囲
を
拡
大
し
て
本
国
の
勢
力
維
持
に
貢
献
し
た
が
、
本
国
に
輸
入
さ
れ
た
カ
カ
オ
は
高
価
で
、
入

手
出
来
る
の
は
貴
族
層
に
限
ら
れ
て
お
り
、
聖
職
者
は
カ
カ
オ
を
賞
味
で
き
な
か
っ
た
。

	

オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
は
十
七
世
紀
に
東
イ
ン
ド
会
社
、
西
イ
ン
ド
会
社
を
興
し
て
、
植
民
地
経
営
に
遅

れ
て
乗
り
出
し
、
中
米
カ
リ
ブ
海
諸
島
に
貿
易
拠
点
を
築
い
て
、
本
国
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
砂
糖
や

カ
カ
オ
が
流
入
す
る
ル
ー
ト
を
開
い
て
い
っ
た
。

�

体
液
病
理
説
は
、
四
つ
の
体
液
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
健
康
や
病
気
を
判
断
す
る
医
学
観
で
あ
り
、
四
つ

の
体
液
が
「
熱
」「
冷
」
と
「
乾
」「
湿
」
の
組
み
合
わ
せ
に
分
類
さ
れ
、「
熱
・
湿
」
が
原
因
の
病
気
を
直

す
に
は
、
原
因
と
正
反
対
の
「
冷
・
乾
」
の
薬
品
が
処
方
さ
れ
た
。
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