
Ⅰ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
〜
13
）
に
答
え
よ
。（
配
点

75
）

大
学
生
に
な
っ
て
か
ら
も
、
理
数
系
科
目
に
お
け
る
女
子
学
生
の
意
欲
や
学
力
は
環
境
か
ら
の
影
響
を
受
け
ま
す
。

特
に
、（
注
一
）

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
影
響
は
大
き
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
二
〇
一
一
年
に
行
わ
れ
た
あ
る
実
験
で
は
、
生
物
、
化

学
、
工
学
分
野
を
専
攻
す
る
女
子
学
生
を
二
群
に
分
け
、
一
方
は
男
性
の
教
師
、
他
方
の
グ
ル
ー
プ
に
は
女
性
の
教

師
に
よ
る
講
習
を
受
け
さ
せ
ま
し
た
。
講
習
の
内
容
は
彼
女
た
ち
が
ま
だ
習
っ
て
い
な
い
高
度
な
数
学
で
し
た
。
そ

の
結
果
、
女
性
教
師
が
担
当
し
た
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
女
子
学
生
の
積
極
性
と
、
理
系
科
目
へ
の

Ⅰ

、

そ
し
て
成
果
がａ
ユ
ウ
イ
に
向
上
し
た
そ
う
で
す
。
女
性
教
師
を
み
て
い
る
と
「
自
分
に
も
で
き
そ
う
だ
」
と
感
じ
た

人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
効
果
は
親
や
姉
妹
、
知
人
な
ど
で
も
起
こ

り
え
ま
す
。

た
だ
し
、
進
路
選
択
の
際
に
は
、
も
ち
ろ
ん
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
積
極
的
な
興
味
関
心
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
心
理

的
な
傾
向
と
し
て
、
女
性
は
理
工
系
に
進
学
す
る
と
し
て
も
、
人
や
生
物
指
向
の
分
野
に
興
味
を
感
じ
、
医
学
、
畜

産
学
、
生
物
学
な
ど
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
わ
れ
ま
す
。

対
し
て
、
同
程
度
の
数
学
や
科
学
の
能
力
傾
向
を
持
つ
男
性
は
、
モ
ノ
指
向
の
分
野
、
す
な
わ
ち
理
工
系
な
ら
数

学
、
工
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
、
物
理
学
な
ど
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
数
学

や
科
学
の
成
績
が
同
程
度
で
あ
っ
て
も
興
味
関
心
に
基
づ
き
、Ａ
男
女
の
進
路
傾
向
が
分
か
れ
て
い
く
と
い
う
現
象
は

あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
進
路
選
択
に
影
響
す
る
要
因
と
し
て
は
、
何
ら
か
の
生
得
的
な
要
因
に
加
え
て
、
長
期
に
わ
た
り
存
在

し
て
い
る
伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
イ
メ
ー
ジ
の
影
響
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
女
性
は
家
の
中
で
子
ど
も

と
い
う
生
物
の
ケ
ア
を
し
、
食
べ
物
と
い
う
化
学
物
質
を
扱
っ
て
き
ま
し
た
。
男
性
は
外
に
稼
ぎ
に
行
き
、
そ
こ
で

モ
ノ
作
り
な
ど
に
携
わ
り
、
数
え
た
り
力
学
的
な
思
考
を
必
要
と
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
短
期
間
の
社
会
的
な
変
化
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一

九
八
〇
年
代
初
頭
の
米
国
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
の
分
野
は
専
攻
者
に
占
め
る
女
子
学
生
比
率
が
三
五
％
に

達
し
て
い
ま
し
た
が
、Ｂ
一
九
八
三
年
前
後
か
ら
急
に
減
少
し
、
二
〇
一
〇
年
に
は
二
割
に
満
た
な
い
状
況
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
初
頭
と
い
う
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
時
期
で
す
。
そ
れ

よ
り
前
の
時
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
玩
具
か
ら
は
遠
い
、
実
務
的
な
機
械
で
し
た
が
、
ゲ
ー
ム
機
の
登
場
で
「
男
の

子
向
け
玩
具
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
途
端
に
、
女
性
が
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
の
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
日
常
の
中
で
触
れ
る
道
具
か
ら
も
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
形

作
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
大
学
の
進
路
選
択
と
い
う
問
題
に
ま
で
影
響
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
（
思
い
込
み
）
と
研
究
職
の
世
界
で
の
差
別

成
人
し
て
進
路
選
択
を
し
た
あ
と
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
問
題
は
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
社
会
の
中

で
共
有
さ
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
が
、
無
意
識
の（
注
二
）

バ
イ
ア
ス
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
典
型
的
で
は
な
い

職
業
に
就
い
た
人
に
不
利
な
働
き
を
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。

や
は
り
研
究
が
多
い
の
は
理
工
系
の
女
性
研
究
者
に
つ
い
て
な
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ

の
事
例
で
す
が
、
二
〇
〇
四
年
のN

IH
P

ion
eer

aw
ards

と
い
う
研
究
計
画
の
審
査
で
は
、
女
性
の
受
賞
者
が
ゼ

一
般
入
試
前
期
Ａ
日
程
2
日
目

国

語
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ロ
で
し
た
。
し
か
し
、
翌
年
、
公
募
要
綱
に
あ
っ
た
「
高
い
リ
ス
ク
を
取
る
」「
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
」
と
い
う

言
葉
を
除
き
、
審
査
委
員
に
も
女
性
研
究
者
を
入
れ
た
ら
、
女
性
受
賞
者
が
全
体
の
四
三
％
に
増
加
し
ま
し
た
。
審

査
委
員
の
性
別
だ
け
で
は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
結
び
つ
く
文
言
を
変
え
る
こ
と
で
、
女
性
の
応

募
者
の
数
と
選
出
基
準
の
双
方
に
変
化
が
生
じ
た
の
で
す
。

ま
た
、
理
工
系
で
実
験
を
行
う
よ
う
な
研
究
を
す
る
場
合
、
必
要
と
さ
れ
る
の
は
い
わ
ゆ
る
知
的
能
力
や
専
門
性

に
加
え
て
、
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
っ
た
人
間
関
係
上
の
能
力
で
す
。
そ
れ
は
、
も
と
も

と
男
性
の
多
い
理
工
系
の
世
界
で
、
う
ま
く
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
チ
ー
ム
を
率
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
挑
戦
を

意
味
し
ま
す
。
女
性
の
進
出
が
比
較
的
進
ん
で
い
る
米
国
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
部
分
に
難
し
さ
を
感
じ
る
女
性
は
ま

だ
多
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
個
人
プ
レ
ー
で
調
査
・
研
究
を
す
れ
ば
よ
い
分
野
（
大
半
の
人
文
社
会
科
学
は
そ
う

で
す
）
を
目
指
す
場
合
に
は
さ
ほ
ど
経
験
し
な
い
類
の
悩
み
で
す
。

た
と
え
ば
、
二
〇
一
一
年
に
改
訂
・
出
版
さ
れ
た
理
系
研
究
者
の
た
め
の
研
究
室
経
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
、『
ア
ッ

ト
・
ザ
・
ヘ
ル
ム
』
で
は
、
女
性
が
自
然
に
身
に
つ
け
て
い
る
話
し
方

謙
遜
し
た
り
、
感
謝
や
謝
罪
の
言
葉
を

ｂ
ヒ
ン
パ
ン
に
述
べ
た
り
す
る
こ
と
や
、
気
遣
っ
て
間
接
的
な
物
言
い
を
し
た
り
、
部
下
に
命
令
す
る
の
を
た
め
ら
い

「
一
緒
に
作
業
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と

が
、
ボ
ス
と
し
て
研
究
室
を
率
い
て
い
く
上

で
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
や
す
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
女
性
は
男
性
と
同
じ
よ
う
な
言
動
、
行
動
が
で
き
な
い
と
、

Ⅱ

、
自
信
が
な
さ
そ
う
と
の
印
象
を
与
え
、
評
価
が
下
が
る
危
険
性
が
高
い
の
で
す
。
し
か
し
残
念
な

が
ら
、
女
性
が
男
性
と
全
く
同
じ
よ
う
に
自
分
の
手
柄
をｃ
コ
ジ
し
、
命
令
口
調
で
話
し
、
断
定
的
な
物
言
い
を
し
て

も
、
む
し
ろ
反
感
を
買
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
、
と
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
述
べ
て
い
ま
す
。

女
性
的
で
は
い
け
な
い
が
、
男
性
と
同
じ
に
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
こ
の
二
重
の
板
挟
み
、
い
わ
ゆ
る
「（
注
三
）

無

理
ゲ
ー
」
的
状
況
を
認
識
し
つ
つ
、
か
つ
、
あ
ま
り
考
え
す
ぎ
ず
に
泳
ぎ
渡
っ
て
い
け
る
人
で
な
い
と
出
世
す
る
の

が
難
し
い
。
こ
の
こ
と
は
、
女
性
で
初
め
て
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の（
注
四
）

Ｃ
Ｏ
Ｏ
と
な
っ
た
シ
ェ
リ
ル
・
サ
ン
ド
バ
ー
グ
も

指
摘
し
て
い
ま
し
た
。
伝
統
的
に
男
性
の
多
い
職
場
に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
特
徴
が
、
理
工
系
研
究
職
の
一
部
に

も
根
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
女
子
学
生
に
よ
っ
て
はＣ
心
理
的
な
難
し
さ
を
感
じ
、
た
と
え
才
能
が

あ
っ
て
も
、
研
究
室
の
ス
タ
ッ
フ
も
し
く
は
補
助
的
な
役
割
の
ま
ま
で
い
い
と
い
う
選
択
を
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ

り
ま
す
。

甲

日
本
の
科
学
技
術
政
策
を
定
め
て
い
る
第
四
期
科
学
技
術
基
本
計
画
（
二
〇
一
一
年
〜
二
〇
一
六
年
）
で
は
、
女

性
研
究
者
の
新
規
採
用
割
合
に
つ
い
て
、
理
学
系
二
〇
％
、
工
学
系
一
五
％
、
農
学
系
三
〇
％
、
お
よ
び
医
学
・
歯

学
・
薬
学
系
あ
わ
せ
て
三
〇
％
と
い
う
数
値
目
標
を
定
め
て
い
ま
し
た
が
、
達
成
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
た
、
女
子
学
生
に
大
学
の
理
工
系
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、
中
学
生
や
高
校
生
と
女
性
研
究
者
を
交
流
さ
せ
て

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を
示
す
取
り
組
み
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
成
果
も
飛
躍
的
と
は
い
え
な
い
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ

て
い
ま
す
（
特
に
大
学
進
学
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
不
況
な
ど
も
考
慮
せ
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
）。

こ
の
よ
う
な
現
状
に
つ
い
て
、
女
性
が
そ
も
そ
も
理
工
系
に
行
く
こ
と
を
本
当
に
望
ん
で
い
る
の
か
と
取
り
組
み

自
体
を
疑
問
視
す
る
声
か
ら
、
中
学
や
高
校
の
段
階
で
女
子
生
徒
の
理
工
系
へ
の
情
熱
が
ど
の
よ
う
に
踏
み
に
じ
ら

れ
て
い
く
か
を
切
々
と
訴
え
る
声
ま
で
、
実
に
様
々
な
意
見
が
あ
り
ま
す
。
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取
り
組
み
自
体
の
意
義
を
認
め
る
人
で
も
、
数
値
目
標
だ
け
が
前
面
に
出
て
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
は
し
ば
し
ば

共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
教
育
現
場
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
別
に
つ
い
て
社
会
的
な
議
論
が
深
ま
る
前
に
、
数
値
目
標
だ

け
が
一
人
歩
き
し
て
し
ま
っ
た
側
面
は
否
め
ま
せ
ん
。

こ
の
機
会
に
改
め
て
、
な
ぜ
現
在
、Ｄ
科
学
技
術
人
材
育
成
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
減
ら
す
こ
と
が
国
際
的

な
レ
ベ
ル
でｄ
シ
ョ
ウ
レ
イ
さ
れ
て
い
る
の
か
改
め
て
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
の
所
、
こ
の
よ
う
な
政

策
の
背
景
に
は

Ⅲ

と
も
言
え
る
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
の
で
す
が
、
基
本
的
に
は
、
次
の
三
つ
の
論
点

が
背
景
に
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
一
）
性
差
別
は
人
権
の
問
題
で
あ
り
、
全
て
の
人
に
適
性
に
応
じ
た
進
路
選
択
、
職
業
選
択
の
自
由
が
保
障

さ
れ
る
べ
く
政
府
は
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
二
）
少
子
化
・
理
系
離
れ
（
先
進
国
に
共
通
）
に
よ
る
将
来
的
な
科
学
・
技
術
者
不
足
に
対
処
す
る
た
め
で

あ
る
。

（
三
）
多
様
性
（diversity

）
の
推
進
の
一
環
と
し
て
、
研
究
に
「
多
様
な
人
々
」
が
参
加
す
る
こ
と
自
体

が
科
学
・
技
術
の
研
究
を
豊
か
な
も
の
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
発
見
を
増
や
し
て
く
れ
る
。

こ
の
う
ち
、（
一
）
と
（
二
）
は
あ
ま
り
説
明
の
必
要
が
な
い
で
し
ょ
う
。
理
工
系
は
先
進
国
に
お
い
て
は
比
較

的
就
職
率
が
よ
く
、
高
い
生
涯
賃
金
を
も
た
ら
す
仕
事
に
就
く
こ
と
が
期
待
で
き
る
分
野
で
す
。
女
性
が
そ
う
し
た

分
野
に
自
信
を
持
っ
て
参
入
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
女
性
の
職
業
選
択
の
自
由
が
広
が
る
こ
と
と
、
理
工
系
人

材
の
充
足
と
い
う
二
つ
の
目
標
達
成
に
つ
な
が
り
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
影
響
さ

れ
、
人
文
系
を
回
避
し
て
い
た
よ
う
な
男
性
が
自
由
に
進
路
を
選
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
（
一
）
は

ア

、（
二
）
は
少
子
化
の
進
む
日
本
と
い
う
国
家
の
事
情
で
す
か
ら
、

両
者
は
性
質
の
違
う
、
場
合
に
よ
っ
て
は
利
害
の
一
致
し
な
い
目
標
で
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、（
二
）
は
国
家
の
理

工
系
重
視
な
姿
勢
がｅ
ロ
コ
ツ
に
出
て
い
る
と
感
じ
る
文
系
の
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
三
）
に
つ
い
て
は
少
し
解
説
が
必
要
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
二
一
世
紀
の（
注
五
）

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
に
由
来
す

る
考
え
方
だ
か
ら
で
す
。
企
業
の
労
働
環
境
に
つ
い
て
の
議
論
で
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
「
多
様
性
」
と

か
、
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
「
包
摂
」
と
い
っ
た
言
葉
を
耳
に
し
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と
同
じ
思
想
に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

ま
ず
、
こ
こ
で
、「
多
様
性
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
多
様
な
人
々
が
増
え
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
す
。
一
般
的

に
、
決
ま
っ
た
タ
イ
プ
の
人
し
か
理
工
系
の
研
究
に
あ
ま
り
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
科
学
・
技
術
研
究
の
あ
り

方
を
狭
め
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
男
女
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
文
化

や
国
籍
、
貧
富
の
格
差
、
異
性
愛
・
同
性
愛
と
い
っ
た
性
的
指
向
の
問
題
、
障
害
の
有
無
な
ど
あ
ら
ゆ
る
「
多
様

性
」
が
関
わ
り
ま
す
。
女
性
の
問
題
は
そ
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

歴
史
的
に
も
理
工
系
に
は
先
進
国
の
男
性
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
結
果
、
そ
の
種
の
人
々
に
と
っ
て
関

心
の
深
い
テ
ー
マ
の
研
究
は
非
常
に
発
達
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
分
野
に
つ
い
て
は
思
わ
ぬＥ
視
点
の
欠
落
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
状
況
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
、
時
に
生
命
に
関
わ
る
危
険
な
見
落
と

は
ら

し
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
医
学
の
分
野
で
は
、
長
い
間
、
疾
患
を
扱
う
際
に
肉
体
の
性
差
を
大
き
な
問
題
と
し

て
捉
え
な
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
男
女
の
知
性
の
性
差
が
散
々
疑
わ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
奇
妙
な
話
で
す
が
、

首
か
ら
下
の
健
康
に
つ
い
て
の
問
題
で
は
、
男
性
の
身
体
が
長
い
間
、
モ
デ
ル
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
の
で
す
。
心
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臓
の
薬
に
つ
い
て
治
験
を
す
る
よ
う
な
場
合
で
も
男
性
の
被
験
者
だ
け
を
募
っ
て
調
べ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
女
性
の
身
体
に
は
生
理
な
ど
様
々
な
体
調
の
変
化
が
あ
る
た
め
、
実
験
結
果
の
解
釈
が
難
し
く
な
る
と
い
う
事

情
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
長
い
間
、
女
性
の
身
体
は
充
分
に
考
慮
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
し

た
と
こ
ろ
、
二
一
世
紀
も
近
づ
い
て
か
ら
よ
う
や
く
、
男
性
と
女
性
で
は
細
胞
レ
ベ
ル
で
の
違
い
が
あ
り
、
男
性
と

同
じ
量
の
化
学
物
質
に
女
性
の
身
体
が
違
う
反
応
を
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

悪
く
す
る
と
命
の
危
険
に
関
わ
る
問
題
で
す
。

視
点
の
欠
落
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
研
究
の
現
場
に
多
様
な
人
々
を
増
や
す
こ
と
で
、
従
来

に
な
い
発
想
を
呼
び
込
み
、
新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
に
つ
な
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
、
現
状
の
ゲ
ー
ム
は
男
の
子
の
関
心
を
集
め
る
商
品
が
多
い
で
す
が
、
女
の
子
が
興
味
を
持
つ
ゲ
ー
ム
を
、

よ
り
大
規
模
か
つ
容
易
に
開
発
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
新
た
な
市
場
の
開
拓
に
も
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
単
に
従
来
の
理
工
系
の
現
場
に
女
性
を
参
入
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
理
工
系
に
こ

れ
ま
で
あ
っ
た
文
化
自
体
を
多
様
な
人
々
に
あ
う
も
の
に
変
え
て
い
こ
う
、
と
の
発
想
が
あ
り
ま
す
。
自
然
な
興
味

関
心
か
ら
、
女
性
も
理
工
系
の
分
野
に
関
わ
っ
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ
の
一

部
は
成
功
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
なｆ
チ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ
の
担
い
手
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
科
学
史
家
ロ
ン
ダ
・
シ
ー

ビ
ン
ガ
ー
な
ど
が
い
ま
す
が
、
彼
女
た
ち
は
、
従
来
の
「
女
性
研
究
者
育
成
支
援
」
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と

の
反
省
か
ら
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
的
視
点
を
取
り
入
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」（G

en
dered

in
n

ovation
s

）
と

い
う
取
り
組
み
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
人
文
社
会
科
学
系
の
知
見
を
、
理
工
系
の
研

い

究
開
発
現
場
で
活
か
し
て
い
く
も
の
で
す
。
二
〇
一
〇
年
代
に
は
欧
州
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
振
興
政
策
に
お
い
て
も

導
入
さ
れ
ま
し
た
。
研
究
開
発
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
点
か
ら
も
、

イ

が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

隠
岐

さ
や
香
「
文
系
と
理
系
は
な
ぜ
分
か
れ
た
の
か
」（
星
海
社

2
0
1
8
年
）

（
注
一
）
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
…
役
割
を
担
う
モ
デ
ル
。
模
範
と
な
る
人
。

（
注
二
）
バ
イ
ア
ス
…
偏
見
。
先
入
観
。

（
注
三
）
無
理
ゲ
ー
…
難
度
が
高
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
の
こ
と
。
転
じ
て
、
実
現
不
可
能
な
物
事
の
た

と
え
。

（
注
四
）
Ｃ
Ｏ
Ｏ
…C

h
iefO

peratin
g

O
fficer

の
略
。
最
高
業
務
執
行
責
任
者
。

（
注
五
）
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
…
技
術
革
新
。
社
会
的
意
義
の
あ
る
新
た
な
価
値
創
造
。

※

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
〜
ｆ
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

〜

6

。

ａ

ユ
ウ
イ

1

ｂ

ヒ
ン
パ
ン

2

ｃ

コ
ジ

3

ｄ

シ
ョ
ウ
レ
イ

4

ｅ

ロ
コ
ツ

5

ｆ

チ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ

6

問
2

空
欄

Ⅰ

に
入
る
語
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

7

。

�

安
定
感

�

優
越
感

�

既
視
感

�

正
義
感

�

親
近
感

�

劣
等
感

�

未
視
感

�

責
任
感

問
3

空
欄

Ⅱ

に
入
る
語
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

8

。

�

事
後
判
断

�

常
住
不
断

�

九
腸
寸
断

�

殺
生
禁
断

�

迅
速
果
断

�

優
柔
不
断

�

当
機
立
断

�

剛
毅
果
断

問
4

空
欄

Ⅲ

に
入
る
語
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

。

�

同
名
異
人

�

堅
白
異
同

�

同
床
異
夢

�

異
体
同
心

�

異
路
同
帰

�

異
字
同
訓

�

異
口
同
音

�

同
工
異
曲
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問
5

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

10

。

�

個
人
の
権
力
の
問
題

�

個
人
の
自
由
の
問
題

�

個
人
の
自
信
の
問
題

�

国
家
の
権
力
の
問
題

�

国
家
の
自
由
の
問
題

�

国
家
の
威
信
の
問
題

問
6

空
欄

イ

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

11

。

�

人
文
社
会
系
と
理
工
系
の
接
点

�

知
見
と
研
究
開
発
現
場
の
接
点

�

新
た
な
経
済
市
場
開
拓
の
成
功

�

女
性
の
理
工
系
進
学
率
の
向
上

�

欧
州
基
準
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
の
実
現

�

欧
州
基
準
の
女
性
研
究
者
育
成
支
援
の
実
現

問
7

傍
線
部
Ａ
「
男
女
の
進
路
傾
向
が
分
か
れ
て
い
く
」
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

12

。

�

大
学
の
進
路
選
択
に
は
、
個
人
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
が
男
女
に
関
係
な
く
最
も
強

く
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
。

�

大
学
の
進
路
選
択
に
は
、
女
性
は
生
物
の
ケ
ア
を
し
、
男
性
は
外
に
稼
ぎ
に
行
く
と
い
う
、
人
類
が
誕
生

以
来
獲
得
し
て
き
た
能
力
が
大
き
く
影
響
す
る
と
い
う
こ
と
。

�

大
学
の
進
路
選
択
は
、
個
人
の
興
味
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
社
会
的
な
変
化
か
ら
影
響
を
受

け
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
存
在
か
ら
進
路
選
択
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
の
は
女
子
学
生
に
限
定
的
で
あ

る
こ
と
が
、
実
験
か
ら
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

�

男
女
の
進
路
傾
向
が
文
系
・
理
系
に
分
か
れ
て
い
く
現
象
は
、
数
学
や
科
学
の
成
績
が
同
程
度
で
あ
る
場

合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

大
学
の
進
路
選
択
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
イ
メ
ー
ジ
が
影
響
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う

こ
と
。

― 6 ―



問
8

傍
線
部
Ｂ
「
一
九
八
三
年
前
後
か
ら
急
に
減
少
」
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

13

。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
結
果
、
男
性
の
家
庭
滞
在
時
間
が
長
く
な
り
、

女
性
の
役
割
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
た
た
め
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
結
果
、
ユ
ー
ザ
ー
に
も
力
学
的
思
考
が
必
要

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
女
性
に
忌
避
さ
れ
た
た
め
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
結
果
、
女
性
の
興
味
は
人
や
生
物
指
向
の
分

野
に
向
か
っ
た
た
め
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
結
果
、「
男
の
子
向
け
玩
具
」
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
、
女
性
に
敬
遠
さ
れ
た
た
め
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
結
果
、「
男
の
子
向
け
玩
具
」
し
か
開
発

さ
れ
ず
、
女
性
ユ
ー
ザ
ー
は
排
除
さ
れ
た
た
め
。

�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
家
庭
用
ゲ
ー
ム
機
と
し
て
普
及
し
始
め
た
結
果
、
男
性
的
な
実
務
的
側
面
が
強
く
な
り
、

女
性
に
忌
避
さ
れ
た
た
め
。

問
9

傍
線
部
Ｃ
「
心
理
的
な
難
し
さ
」
に
あ
て
は
ま
る
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

。

�

も
と
も
と
男
性
の
多
い
理
工
系
分
野
で
、
元
来
個
人
プ
レ
ー
を
好
む
女
性
が
、
チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の

よ
う
な
人
間
関
係
構
築
能
力
を
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
。

�

も
と
も
と
男
性
の
多
い
理
工
系
分
野
で
、
女
性
リ
ー
ダ
ー
は
、
女
性
か
ら
も
男
性
か
ら
も
反
感
を
一
つ
も

買
わ
ず
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

�

も
と
も
と
男
性
の
多
い
理
工
系
分
野
で
、
女
性
は
感
謝
や
謝
罪
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
細
や
か
な
気
配
り

を
し
な
が
ら
も
独
断
的
な
リ
ー
ダ
ー
像
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

も
と
も
と
男
性
の
多
い
理
工
系
分
野
で
、
女
性
が
自
然
に
身
に
つ
け
て
き
た
話
し
方
は
自
信
が
な
さ
そ
う

な
印
象
を
与
え
る
た
め
、
改
善
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

�

も
と
も
と
男
性
の
多
い
理
工
系
分
野
で
、
女
性
が
出
世
す
る
に
は
、
女
性
蔑
視
社
会
の
伝
統
に
対
し
て
鈍

感
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

�

も
と
も
と
男
性
の
多
い
理
工
系
分
野
で
、
女
性
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
に
は
、
男
性
同
様
に
ふ

る
ま
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
男
性
同
様
で
も
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
。
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問
10

傍
線
部
Ｄ
「
科
学
技
術
人
材
育
成
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
減
ら
す
」
の
背
景
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、

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

15

。

�

女
性
が
理
工
系
分
野
に
参
入
す
る
こ
と
で
、
謙
虚
な
人
材
の
確
保
が
期
待
で
き
る
。

�

女
性
が
安
定
し
た
職
に
就
く
こ
と
で
、
出
生
率
向
上
も
期
待
で
き
る
。

�

理
工
系
分
野
で
の
多
様
性
を
認
め
る
こ
と
で
、
新
た
な
価
値
創
造
が
期
待
で
き
る
。

�

理
工
系
に
限
ら
ず
多
様
性
を
認
め
る
世
界
の
動
き
に
日
本
も
賛
同
す
る
必
要
が
あ
る
。

�

国
家
と
し
て
、
多
様
性
を
認
め
て
貧
富
の
差
を
縮
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

�

少
子
化
が
問
題
と
な
る
日
本
で
は
、
人
材
不
足
を
Ａ
Ｉ
で
補
う
必
要
が
あ
る
。

問
11

傍
線
部
Ｅ
「
視
点
の
欠
落
」
を
な
く
す
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
内
容
と
し
て
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の

�
〜
�
の
う
ち
か
ら
す�

べ�

て�

選
べ
。
た
だ
し
、
あ
て
は
ま
る
も
の
を
す
べ
て
選
ば
な
か
っ
た
場
合
は
点
を
与

え
な
い
。
ま
た
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
選
ん
だ
場
合
も
点
を
与
え
な
い
。
解
答
番
号
は

16

。

�

現
状
の
ゲ
ー
ム
は
「
男
の
子
向
け
玩
具
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
女
性
向
け
に
開
発
す
る
こ
と
で
新
た

な
市
場
が
獲
得
で
き
る
。

�

あ
る
研
究
計
画
の
審
査
に
お
け
る
評
価
基
準
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
文
言
を
除
外
す
る
と
、

女
性
研
究
者
が
増
加
す
る
。

�

理
数
系
科
目
に
お
い
て
、
男
性
教
師
で
は
な
く
女
性
教
師
の
講
習
を
受
け
る
と
、
女
子
学
生
は
心
理
学
に

積
極
的
な
興
味
関
心
を
示
す
。

�

先
進
国
で
は
理
工
系
重
視
で
あ
っ
た
が
、
多
様
性
の
観
点
か
ら
人
文
社
会
系
重
視
社
会
へ
移
行
す
る
こ
と

で
、
就
職
率
が
向
上
す
る
。

�

医
療
分
野
で
男
性
の
身
体
を
モ
デ
ル
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
治
験
の
結
果
で
は
、
女
性
の
命
に
危
険
が
及

ぶ
可
能
性
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
問
題
が
改
善
さ
れ
る
。

�

第
四
期
科
学
技
術
基
本
計
画
に
お
け
る
女
性
研
究
者
の
新
規
採
用
割
合
の
数
値
目
標
だ
け
を
前
面
に
出
さ

ず
と
も
、
社
会
的
に
議
論
す
る
時
間
が
増
加
す
る
。
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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

17

。

�

新
た
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
な
ぜ
誕
生
し
た
の
か

�

女
性
に
な
ぜ
理
工
系
の
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
の
か

�

医
学
で
は
な
ぜ
男
女
の
性
差
が
重
視
さ
れ
た
の
か

�

欧
州
の
女
性
研
究
者
支
援
は
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か

�

国
家
は
な
ぜ
理
工
系
重
視
の
姿
勢
を
と
る
の
か

�

女
性
研
究
者
は
な
ぜ
新
規
採
用
さ
れ
な
い
の
か

�

ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
は
な
ぜ
問
題
視
さ
れ
る
の
か

�

数
値
目
標
だ
け
が
な
ぜ
前
面
に
出
て
い
る
の
か
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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
、
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

18

・

19

。

�

一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
米
国
に
お
い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
専
攻
者
に
占
め
る
女
性
比
率
が
三
五
％
に
留

ま
っ
て
い
た
の
は
、
当
時
普
及
し
始
め
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
実
務
的
で
あ
り
、
き
わ
め
て
男
性
的
要
素
が
強

か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

�

理
数
系
科
目
に
お
け
る
女
子
学
生
の
進
路
選
択
で
、
女
性
は
人
や
生
物
指
向
の
分
野
に
興
味
を
感
じ
、
医

学
、
畜
産
学
、
生
物
学
な
ど
を
志
向
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
生
ま
れ
な
が
ら
に
女
性
が
持

つ
性
質
に
起
因
す
る
。

�

二
〇
〇
四
年
のN

IH
P

ion
eer

aw
ards

と
い
う
研
究
計
画
の
審
査
で
受
賞
し
た
女
性
た
ち
は
、
男
性
と

同
じ
よ
う
な
口
調
で
断
定
的
な
物
言
い
を
し
て
も
、
感
謝
や
謝
罪
の
言
葉
を
忘
れ
な
か
っ
た
た
め
、
男
性
社

会
に
お
け
る
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
像
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。

�

こ
れ
ま
で
社
会
の
中
で
共
有
さ
れ
て
き
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
基
づ
く
偏
っ
た
思
い
込
み
に
よ
っ
て
、
人
文

系
を
進
路
と
し
て
選
ぶ
こ
と
を
回
避
し
て
い
た
男
性
も
、
社
会
全
体
で
多
様
性
を
認
め
る
動
き
が
推
進
さ
れ

る
と
、
そ
の
分
野
を
進
路
と
し
て
選
ぶ
可
能
性
が
出
て
く
る
。

�

医
療
現
場
で
は
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
男
女
の
知
性
の
性
差
よ
り
も
身
体
面
が
重
視
さ

れ
た
た
め
、
早
く
か
ら
男
女
の
身
体
の
違
い
が
着
目
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
調
の
変
化
に
応
じ
た
治
験
が
行

わ
れ
た
。

�

日
本
の
第
四
期
科
学
技
術
基
本
計
画
で
目
標
と
さ
れ
た
女
性
研
究
者
の
新
規
採
用
割
合
が
達
成
さ
れ
な

か
っ
た
た
め
、
す
で
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
的
視
点
を
取
り
入
れ
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
さ
せ
て
い
る
欧

州
か
ら
多
様
性
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
浴
び
た
。

�

科
学
・
技
術
の
研
究
を
豊
か
な
も
の
と
す
る
多
様
性
は
、
従
来
男
性
中
心
で
あ
っ
た
理
工
系
の
現
場
に
女

性
を
参
入
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
実
現
す
る
た
め
、
日
本
は
第
四
期
科
学
技
術
基
本
計
画
で
目
標
と
さ
れ
た
数

値
を
早
期
に
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

	

研
究
現
場
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
消
費
者
と
し
て
加
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
女
性
が
市

場
に
参
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
ば
男
性
ユ
ー
ザ
ー
を
中
心
に
考
え
ら
れ
て
い
た
ゲ
ー
ム
を
そ
の
ま
ま

女
性
が
楽
し
む
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

�

研
究
の
現
場
に
多
様
な
人
々
が
入
っ
て
く
る
こ
と
で
、
従
来
の
研
究
現
場
に
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
文
化
自
体

を
、
多
様
な
人
々
に
あ
う
も
の
に
変
え
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
新
た
な
価
値
創
造
に

も
結
び
つ
く
。
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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
）

小
林
が
歌
舞
伎
の
近
代
化
に
よ
る
新
し
い
歌
劇
文
化
の
創
設
を
提
唱
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
そ
れ
と

は
異
な
る
、
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
音
楽
や
オ
ペ
ラ
を
前
面
に
押
し
出
す
一
派
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。

小
林
は
旧
劇
の
行
き
詰
ま
り
と
と
も
に
新
劇
も
ま
た
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
、
西
洋
的
な
芸

術
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
も
う
と
す
る
行
き
方
に
様
々
な
形
で
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は

一
方
で
は
、
西
洋
音
楽
の
教
育
が
普
及
し
、
若
い
世
代
は
皆
西
洋
的
な
唱
歌
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
今
、

ａ
キ
ュ
ウ
ヘ
イ
な
日
本
音
楽
を
伴
っ
た
よ
う
なＡ
古
い
歌
舞
伎
が
も
は
や
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
こ

と
を
再
三
に
わ
た
っ
て
指
摘
し
つ
つ
も
、
他
方
で
はＢ
西
洋
的
な
音
楽
実
践
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
も
う
と
考
え
る
よ
う

な
人
々
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
。

ほ
と

せ
ん
ぺ
ん
い
ち
り
つ

い
ず

西
洋
音
楽
に
精
通
し
た
先
生
方
の
お
説
は
、
お
説
と
し
て
は
殆
ん
ど
千
篇
一
律
で
何
れ
も
西
洋
音
楽
の
賛
美
で

し
か

い

か

こ
の

あ
り
、
心
酔
で
あ
り
ま
す
。
然
し
な
が
ら
、
如
何
に
す
れ
ば
、
此
高
尚
な
る
、
進
歩
し
た
る
、
心
酔
せ
る
音
楽

を
日
本
人
の
も
の
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
即
ち
普
及
せ
し
む
る
事
が
出
来
る
か
、
と
い
ふ
実
際
問
題
に
触

よ
ろ

そ
の

れ
る
場
合
に
は
、
殆
ん
どｂ
ム
テ
イ
ケ
ン
と
評
し
て
も
宜
し
か
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
…
…
其
結
果
は
西
洋
音
楽
の

見
本
を
陳
列
し
て
、
ハ
イ
ド
ン
、
ベ
ー
ト
フ
ヱ
ー
ン
、
モ
ツ
ア
ル
ト
、
シ
ュ
ベ
ル
ト
、
ワ
グ
ネ
ル
、
シ
ュ
マ
ン
、

シ
ョ
パ
ン
、
等
其
特
色
に
傾
聴
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
此
優
越
せ
る
楽
器
の
利
用
、
楽
譜
の
活
用
、
即
ち
西
洋

つ
い

音
楽
の
長
所
を
日
本
音
楽
界
に
適
用
す
る
方
法
に
就
て
は
甚
だ
し
く
誤
解
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
る
�
の
で
あ

り
ま
す
。

（
小
林
一
三
「
西
洋
音
楽
の
普
及
と
堕
落
と
の
区
別
」、
一
九
二
一
・
一
、
二
）

ち
し
き

此
ま
�
進
ん
で
ゆ
く
も
の
と
せ
ば
、
西
洋
音
楽
な
る
も
の
は
、
日
本
国
民
の
音
楽
と
な
ら
ず
し
て
、
智
識
階
級

や
又
は
特
種
階
級
の
高
尚
な
る
芸
術
品
と
し
て
深
く
一
局
部
に
限
定
さ
れ
た
る
音
楽
、
そ
れ
は
西
洋
そ
の
ま
�

す
ぎ

の
移
植
さ
れ
た
る
外
国
音
楽
と
し
て
好
愛
さ
る
�
に
過
な
い
か
も
知
れ
ま
い
と
思
ひ
ま
す
。

（
小
林
一
三
「
西
洋
音
楽
の
普
及
と
堕
落
と
の
区
別
」、
一
九
二
一
・
一
、
三
）

も
く
ろ
み

こ
の
発
言
は
、
西
洋
の
オ
ペ
ラ
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
ち
込
も
う
と
し
た
一
部
エ
リ
ー
ト
の
目
論
見
がＣ
失
敗
に
終

わ
っ
た
と
い
う
背
景
を
受
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
十
四
年
に
開
場
し
た
帝
国
劇
場
は
、
茶
屋
の
廃
止
、
上
演

時
間
の
短
縮
を
は
じ
め
と
す
る
新
し
い
観
劇
制
度
を
導
入
し
た
初
の
近
代
的
劇
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
年
の
七
月
に

し
ょ
う
へ
い

は
歌
劇
部
が
組
織
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
イ
タ
リ
ア
か
ら
招
聘
し
た
ロ
ー
シ
ー
の
指
導
の
も
と
で
活
発
な
公
演
活

動
を
展
開
し
た
。
し
か
し
経
済
的
に
も
破
綻
し
、
評
判
も
今
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
で
、
結
局
大
正
三
年
五
月
で
歌
劇

部
は
消
滅
し
て
い
る
。
ロ
ー
シ
ー
は
そ
の
後
、
私
財
を
な
げ
う
っ
て
赤
坂
に
ロ
ー
ヤ
ル
館
な
る
歌
劇
場
を
設
け
、
帝

劇
歌
劇
部
か
ら
移
っ
た
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
を
開
始
す
る
が
、
こ
ち
ら
も
ま
も
な
く
経
営
が
破
綻
し
、
ロ
ー

シ
ー
は
大
正
七
年
三
月
に
失
意
の
う
ち
に
日
本
を
去
っ
た
。

う
か
が

こ
の
時
代
の
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
の
オ
ペ
ラ
活
動
を
み
て
み
る
と
、
西
洋
へ
の
志
向
の
強
さ
が
窺
え
る
。
帝
劇

歌
劇
部
創
設
の
年
の
末
に
は
は
や
く
も
イ
タ
リ
ア
人
歌
手
の
サ
ル
コ
ー
リ
を
招
い
て
『
カ
ヴ
ァ
レ
リ
ア
・
ル
ス
テ
ィ
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カ
ー
ナ
』（
部
分
、
原
語
上
演
）
の
公
演
が
行
わ
れ
て
い
る
し
、
と
り
わ
け
ロ
ー
シ
ー
の
来
日
後
は
『
夜
の
森
（
ヘ

ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
）』（
大
正
二
年
二
月
）、『
魔
笛
』（
大
正
二
年
六
月
）
な
ど
、
日
本
語
に
訳
さ
れ
翻
案
・
再

構
成
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
基
本
的
に
は
西
洋
の
作
品
を
も
ち
こ
ん
で
き
て
そ
っ
く
り
上
演
す
る
パ
タ
ー
ン
が
中

心
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
明
治
四
十
五
年
に
上
演
さ
れ
た
『
熊
野
』
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
創
作
に
な
る
、
歌
舞

伎
に
題
材
を
取
っ
た
よ
う
な
オ
ペ
ラ
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
『
熊
野
』
の
ケ
ー
ス
で
も
、
も
と
も
と

と
う
ぎ
て
っ
て
き

東
儀
鉄
笛
が
作
曲
し
て
い
た
の
だ
が
、
上
演
間
際
に
な
っ
て
東
京
音
楽
学
校
か
ら
帝
劇
管
弦
楽
部
の
指
導
者
と
し
て

呼
ば
れ
て
い
た
ユ
ン
ケ
ル
の
曲
に
差
し
替
え
ら
れ
、
そ
の
音
楽
の
あ
ま
り
の
不
調
和
が
公
演
大
失
敗
の
原
因
に
な
っ

か
い
り

た
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
志
向
が
人
々
の
要
求
と
甚
だ
し
く
乖
離
し
て
お
り
、
そ

の
こ
と
が
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
の
公
演
が
こ
と
ご
と
く
不
人
気
に
陥
っ
た
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て

し
ゅ
う
え
ん

い
る
。
こ
う
し
て
日
本
で
芽
生
え
始
め
た
オ
ペ
ラ
文
化
の
か
す
か
なｃ
タ
イ
ド
ウ
は
、
あ
え
な
くＤ
終
焉
を
迎
え
た
の

で
あ
る
。

か
く
か
く

そ

西
洋
の
歌
劇
は
斯
々
で
あ
る
、
其
歴
史
は
斯
々
で
あ
る
と
い
ふ
様
な
標
準
と
其
の
理
想
か
ら
見
て
、
遠
い
遠
い

夢
の
様
な
幻
影
に
あ
こ
が
れ
て
日
本
の
歌
劇
の
立
脚
地
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
小
林
一
三
「
日
本
歌
劇
の
第
一
歩
」、
一
九
一
八
・
八
、
二
二
）

と
言
う
と
き
、
小
林
が
批
判
の
対
象
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
館
流
の
オ

ペ
ラ
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。『
熊
野
』
の
上
演
を
見
た
こ
と
が
、
宝
塚
少
女
歌
劇
の
構
想
を
抱
く
一
つ
の
き
っ
か
け

に
な
っ
た
と
い
う
小
林
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
眼
に
は
こ
こ
で
の
試
み
が
聴
衆
と
遊
離
し
た
、
一
部
特
権
階
級
・
知
識

階
級
の

Ⅰ

に
も
と
づ
く
無
益
な
試
み
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
少
女
歌
劇
は
ま
さ
に
そ
う
い
う

「
西
洋
直
輸
入
路
線
」
に
対
す
る（
注
一
）

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
てＥ
こ
う
し
た
小
林
の
路
線
は
、
歌
舞
伎
改
良

を
め
ざ
す
進
歩
的
な
歌
舞
伎
役
者
な
ど
に
き
わ
め
て

Ⅱ

に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
松
本
幸
四

郎
（
七
世
）
は
、
大
正
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
宝
塚
少
女
歌
劇
脚
本
集
第
一
集
に
「
成
功
し
た
る
少
女
歌
劇
」
と
い
う

は
た

あ
る

一
文
を
の
せ
て
い
る
。「
西
洋
の
オ
ペ
ラ
が
日
本
の
劇
壇
に
調
和
し
う
る
芸
術
と
し
て
果
し
て
存
在
し
得
る
や
、
或

い

ひ

い
は
特
種
の
日
本
化
し
た
オ
ペ
ラ
を
組
立
て
得
る
や
と
云
ふ
様
な
疑
問
は
長
い
間
識
者
の
注
意
を
惹
い
て
居
た
問
題

で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
こ
の
論
考
の
中
で
幸
四
郎
は
次
の
よ
う
に
宝
塚
を
評
価
し
て

い
る
。

ど

こ

東
京
の
帝
劇
で
時
々
開
演
し
ま
す
歌
劇
よ
り
も
立
勝
つ
て
居
る
点
は
、
帝
劇
の
は
何
処
ま
で
も
西
洋
の
作
曲
の

ま
�
で
、
日
本
語
に
翻
訳
し
た
歌
詞
を
唄
つ
て
や
る
の
で
す
か
ら
生
硬
を
免
れ
ま
せ
ぬ
け
れ
ど
、
宝
塚
の
は
作

ふ
り

ま
た

曲
も
歌
詞
も
純
日
本
式
の
創
作
で
す
か
ら
非
常
に
振
に
合
つ
て
居
ま
す
し
、
振
も
亦
腰
か
ら
下
の
運
動
は
オ
ー

う
ま

ケ
ス
ト
ラ
の
西
洋
楽
に
巧
く
合
ひ
、
腰
か
ら
上
の
運
動
は
日
本
の
舞
踊
を
器
用
に
取
入
れ
て
此
二
つ
が
目
立
た

な
い
や
う
に
混
和
さ
れ
て
あ
る
の
は
実
に
感
心
で
す
。

（『
宝
塚
少
女
歌
劇
二
十
年
史
』、
一
九
三
三
年
、
宝
塚
少
女
歌
劇
団
、
一
五
ペ
ー
ジ
）

小
林
が
旧
劇
た
る
歌
舞
伎
を
ベ
ー
ス
に
し
た
歌
劇
文
化
を
構
想
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
将
来
の
日
本
の
歌
劇
文
化

の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
陣
営
の
間
の
路
線
論
争
に
お
い
て
そ
の
重
要
な
一
角
を
占
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
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い
た
。
こ
の
論
争
は
ま
た
同
時
に
、
西
洋
と
の
接
触
の
中
で
、
西
洋
文
化
と
い
か
に
つ
き
合
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
基

本
的
な
ス
タ
ン
ス
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
論
争
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
小
林
は
西
洋
化
否
定
論
者
な
ど
で
は
な
い
。

彼
が
書
い
た
も
の
を
読
む
と
、
と
り
わ
け
音
楽
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
、
伝
統
的
な
日
本
音
楽
が
も
は
や
力
を

失
っ
て
い
る
こ
と
、
西
洋
音
楽
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
日
本
文
化
に
と
っ
て
急
務
で
あ
る
こ
と
が
い
た
る

と
こ
ろ
で
力
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
西
洋
化
対
伝
統ｄ
ボ
ク
シ
ュ
と
い
う
二
項
対
立
で
は

な
く
、
西
洋
化
を
す
す
め
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、
西
洋
の
文
化
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
そ
れ
を
日
本
化

す
る
と
い
う
方
向
で
ゆ
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
枠
組
み
の
中
に
西
洋
的
な
要
素
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
て
ゆ
く
と
い
う
方
向
で
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
二
項
対
立
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
小
林
は
そ
の
後
者
の
側

に
立
つ
陣
営
の
中
心
を
占
め
る
存
在
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
代
の
日
本
の
歌
劇
文
化
の
状
況
を
「
西
洋
直
輸
入
」
の
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
路
線
と
「
和
洋

く
く

折
衷
」
の
宝
塚
と
い
う
二
分
法
だ
け
で
括
っ
て
捉
え
て
し
ま
う
の
は
、Ｆ
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
ろ
う
。
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ

ル
座
で
の
公
演
に
参
加
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
、
ロ
ー
ヤ
ル
座
が
解
散
し
た
後
、
浅
草
な
ど
を
根
城
に
、
い

わ
ゆ
る
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
と
総
称
さ
れ
る
活
動
を
展
開
し
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
の
失
敗
に
懲
り
て
、Ｇ
大
衆

化
・
通
俗
化
路
線
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
上
演
さ
れ
る
演
目
は
ほ
と
ん
ど（
注
二
）

オ
ペ
レ
ッ
タ
ば
か
り
で
、
歌
詞
な

ど
も
「
ベ
ア
ト
リ
姉
ち
ゃ
ん

ま
だ
ね
ん
ね
か
い

鼻
か
ら
チ
ョ
ー
チ
ン
を

出
し
て
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
日
本

人
の
当
時
の
感
覚
に
通
じ
る
よ
う
に
相
当
に
俗
っ
ぽ
い
も
の
に
翻
案
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
浅
草
オ
ペ
ラ
の
場
合

も
、
個
別
的
な
ケ
ー
ス
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
に
せ
よ
、
基
本
的
な
路
線
と
し
て
は
西
洋
の
作
品
を
い
か
に
日
本
人
に
わ

か
り
や
す
く
、
受
け
る
よ
う
に
翻
案
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
精
力
が
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
宝
塚
の
よ
う
な
全

作
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
あ
り
方
と
は
相
当
に
違
っ
て
い
た
。
新
作
が
作
ら
れ
る
場
合
で
も
歌
舞
伎
改
良
の
よ
う
な
発
想
は

ほ
と
ん
ど
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
基
本
的
に
は
宝
塚
が
西
洋
的
な
要
素
を
取
り
込
ん
で
日
本
文
化
を
い
か
に

改
良
す
る
か
と
い
う
発
想
に
根
ざ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
浅
草
オ
ペ
ラ
の
場
合
に
は
基
本
的
な
方
向
と
し
て
は
や

は
り
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
系
統
の
「
直
輸
入
路
線
」
を
引
き
継
い
で
い
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
加
え
て
こ
の
浅
草
オ
ペ
ラ
は
、
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
流
の
「
本
格
的
」
オ
ペ
ラ
が
大
衆
に
迎
合
し
て
俗
化

た
い
ら
く

し
て
し
ま
っ
た
頽
落
形
態
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、「
本
格
的
」
オ
ペ
ラ
の
名
に
値
す
る
も
の
を
な
に
が
し
か
も
っ
て

い
る
よ
う
な
存
在
と
は
到
底
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
「
浅
草
式
」
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
品
格
の
欠
け

た
も
の
の
代
名
詞
で
あ
り
、
そ
こ
に
出
入
り
す
る
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
はＨ
ほ
と
ん
ど
不
良
扱
い
を
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
か
っ
た
。『
歌
劇
』
誌
上
で
も
、
し
ば
し
ば
宝
塚
に
批
判
的
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
際
に
、「
い
か
な
る
場

い
え
ど

合
と
雖
も
、
浅
草
趣
味
の
オ
ペ
ラ
コ
ミ
ッ
ク
は
絶
対
に
避
く
べ
き
で
あ
る
」（
黄
金
冠
「
第
三
者
の
言
葉
」、
一
九
二

〇
・
一
、
一
一
）
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ
れ
た
か
と
思
う
と
、
批
判
さ
れ
た
側
は
「『
八
犬
伝
』
は
決
し
て（
注
三
）

大
阪

に

わ

か

仁
輪
加
で
も
な
く
、
浅
草
式
の
俗
受
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」（
坪
内
士
行
「
問
題
と
し
て
の
時
代
錯
誤
歌
劇
」、
一
九

二
〇
・
一
一
、
八
）
な
ど
と
反
論
し
た
り
し
て
お
り
、
浅
草
オ
ペ
ラ
が
「
本
格
オ
ペ
ラ
」
を
目
指
す
宝
塚
のｅ
コ
ウ
テ

キ
シ
ュ
で
あ
る
な
ど
と
考
え
て
い
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
実
際
、
浅
草
に
出
入
り
す
る
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
出
さ
れ
て
い
た
『
オ
ペ
ラ
』
と
い
う
雑
誌
を
眺
め
て
み
る
と
、
歌
劇
俳
優
の
人
気
投
票
を
や
っ
て
い
た
か

と
思
え
ば
、「
恋
愛
実
話
号
」、「
歌
劇
俳
優
と
性
的
生
活
号
」
な
ど
と
い
う
首
を
ひ
ね
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
特
集

号
が
出
て
く
る
と
い
っ
た
有
様
で
、
歌
劇
の
内
容
以
前
に
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
フ
ァ
ン
層
が
相
当
に
軌
道
を
は
ず
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
ま
た
批
判
をｆ
バ
イ
カ
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
戸
山
英
二
郎
（
藤
原
義
江
）
を

筆
頭
に
、
浅
草
オ
ペ
ラ
が
個
別
に
は
日
本
の
「
本
格
的
」
歌
劇
文
化
を
担
う
人
材
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
疑
い
の
な
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い
事
実
で
あ
る
の
だ
が
、

ア

と
い
う
レ
ベ
ル
で
考
え
る
限
り
、
宝
塚
の
「
和
洋
折
衷
」
路

線
は
あ
く
ま
で
も
、
す
で
に
潰
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
流
の
「
直
輸
入
」
路
線
と
の
二
項
対
立
関

係
の
中
で
機
能
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

渡
辺

裕
「
宝
塚
歌
劇
の
変
容
と
日
本
近
代
」（
新
書
館

1
9
9
9
年
）

（
注
一
）
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
…
反
対
の
意
見
・
主
張
。

（
注
二
）
オ
ペ
レ
ッ
タ
…
軽
い
内
容
の
オ
ペ
ラ
。
娯
楽
的
な
喜
歌
劇
が
多
い
。

（
注
三
）
大
阪
仁
輪
加
…
江
戸
時
代
に
大
阪
の
地
で
生
ま
れ
た
即
興
の
芝
居
。

※

問
題
作
成
に
あ
た
り
、
本
文
を
一
部
改
変
し
た
。

問
1

傍
線
部
ａ
〜
ｆ
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

20

〜

25

。

ａ

キ
ュ
ウ
ヘ
イ

20

ｂ

ム
テ
イ
ケ
ン

21

ｃ

タ
イ
ド
ウ

22

ｄ

ボ
ク
シ
ュ

23

ｅ

コ
ウ
テ
キ
シ
ュ

24

ｆ

バ
イ
カ

25

問
2

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

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

26

・

27

。ば

り
ぞ
う
ご
ん

Ⅰ

�

選
良
支
配

�

流
言
飛
語

�

罵
詈
雑
言

�

大
義
名
分

�

横
暴
支
配

�

大
言
壮
語

�

空
理
空
論

�

金
科
玉
条

26

Ⅱ

�

主
観
的

�

皮
相
的

�

退
廃
的

�

特
権
的

�

客
観
的

�

普
遍
的

�

伝
統
的

�

好
意
的

27
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問
3

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

28

。

�

西
洋
オ
ペ
ラ
の
本
歌
取
り
に
よ
る
歌
劇
文
化
の
形
成

�

浅
草
オ
ペ
ラ
が
堕
落
し
た
大
衆
化
・
通
俗
化
の
限
界

�

伝
統
的
枠
組
み
を
抜
け
歌
舞
伎
改
良
を
目
指
す
野
心

�

大
衆
へ
の
迎
合
を
戒
め
高
尚
な
る
芸
術
に
心
酔
す
る

�

歌
劇
に
伝
統
的
な
要
素
を
ど
こ
ま
で
取
り
込
む
の
か

�

日
本
文
化
を
支
え
て
い
く
優
良
な
フ
ァ
ン
層
の
獲
得

�

歌
劇
文
化
の
基
本
的
な
方
向
性
を
め
ぐ
る
路
線
論
争

�

日
本
独
自
の
歌
劇
を
背
負
う
独
創
的
な
人
材
の
育
成

問
4

傍
線
部
Ａ
「
古
い
歌
舞
伎
が
も
は
や
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
」
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

29

。

�

西
洋
音
楽
の
教
育
が
普
及
し
た
こ
と
で
、
日
本
の
若
い
世
代
は
西
洋
的
な
唱
歌
や
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
オ

ペ
ラ
に
親
し
む
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
古
い
歌
舞
伎
に
は
い
ず
れ
親
し
め
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

�

西
洋
音
楽
の
教
育
が
普
及
し
、
西
洋
音
楽
の
演
奏
会
が
毎
日
の
よ
う
に
国
内
で
開
か
れ
て
い
る
中
、
若
い

世
代
は
も
は
や
日
本
音
楽
に
基
づ
く
歌
舞
伎
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

�

西
洋
か
ら
輸
入
し
た
音
楽
や
オ
ペ
ラ
を
前
面
に
押
し
出
す
一
派
が
国
内
で
台
頭
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
て

若
い
世
代
は
新
劇
を
支
持
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

�

若
い
世
代
に
は
日
本
の
歌
舞
伎
は
知
識
階
級
や
特
権
階
級
の
愛
好
す
る
芸
術
で
あ
り
、
西
洋
の
オ
ペ
ラ
と

比
べ
芸
術
的
に
劣
っ
て
い
る
よ
う
に
映
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

�

若
い
世
代
に
と
っ
て
知
識
階
級
の
高
尚
な
る
芸
術
品
で
あ
る
西
洋
の
オ
ペ
ラ
に
比
べ
る
と
、
日
本
の
音
楽

を
使
う
歌
舞
伎
は
見
劣
り
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

�

若
い
世
代
の
日
本
人
は
西
洋
音
楽
の
教
育
を
受
け
て
育
ち
、
西
洋
的
な
音
楽
に
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
た
め
、

日
本
の
音
楽
を
用
い
る
歌
舞
伎
に
は
な
じ
め
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。
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問
5

傍
線
部
Ｂ
「
西
洋
的
な
音
楽
実
践
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
も
う
と
考
え
る
よ
う
な
人
々
」
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

30

。

�

西
洋
音
楽
の
長
所
を
十
分
に
理
解
し
、
な
お
か
つ
こ
れ
を
日
本
の
音
楽
界
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
方
法
に

つ
い
て
も
正
し
く
理
解
し
て
い
る
人
々
。

�

西
洋
か
ら
輸
入
し
た
音
楽
や
オ
ペ
ラ
を
賛
美
し
、
こ
れ
を
日
本
音
楽
に
ど
の
よ
う
に
し
て
取
り
込
め
ば
高

尚
な
る
芸
術
品
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
か
を
考
え
る
人
々
。

�

西
洋
の
音
楽
作
品
に
心
酔
す
る
一
方
で
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
で
普
及
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
十

分
に
考
え
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
上
演
す
る
人
々
。

�

西
洋
音
楽
に
精
通
し
て
お
り
、
ハ
イ
ド
ン
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
な
ど
の

西
洋
音
楽
家
の
楽
譜
を
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
人
々
。

�

西
洋
か
ら
音
楽
作
品
を
そ
の
ま
ま
輸
入
し
、
高
尚
な
る
芸
術
品
と
し
て
知
識
階
級
や
特
殊
階
級
な
ど
の
音

楽
愛
好
家
に
販
売
す
る
人
々
。

�

西
洋
音
楽
が
そ
の
ま
ま
日
本
国
民
の
音
楽
と
し
て
も
受
容
さ
れ
る
よ
う
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
招
聘
し
た
ロ
ー

シ
ー
の
指
導
の
も
と
で
活
発
な
公
演
活
動
を
展
開
す
る
人
々
。

問
6

傍
線
部
Ｃ
「
失
敗
に
終
わ
っ
た
」
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

31

。

�

帝
国
劇
場
の
歌
劇
部
や
ロ
ー
シ
ー
が
創
設
し
た
ロ
ー
ヤ
ル
館
は
経
済
的
に
も
破
綻
し
、
旧
劇
に
比
べ
評
判

が
今
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
か
ら
。

�

茶
屋
の
廃
止
や
上
演
時
間
の
短
縮
を
行
っ
た
帝
国
劇
場
の
新
し
い
観
劇
制
度
が
、
人
々
の
要
求
と
甚
だ
し

く
乖
離
し
て
い
た
か
ら
。

�

帝
国
劇
場
か
ら
招
聘
さ
れ
、
そ
の
後
私
財
を
投
じ
て
ロ
ー
ヤ
ル
館
を
設
け
た
ロ
ー
シ
ー
の
指
導
が
日
本
人

の
西
洋
志
向
に
合
わ
な
か
っ
た
か
ら
。

�

帝
国
劇
場
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
の
オ
ペ
ラ
活
動
は
、
西
洋
へ
の
志
向
が
強
か
っ
た
点
で
、
聴
衆
の
要
求
と
著

し
く
遊
離
し
て
い
た
か
ら
。

�

帝
国
劇
場
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
行
わ
れ
た
公
演
の
音
楽
が
旧
劇
の
作
品
と
あ
ま
り
に
も
不
調
和
で
あ
り
、
不

評
を
買
っ
た
か
ら
。

�

帝
国
劇
場
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
の
オ
ペ
ラ
上
演
は
西
洋
的
な
芸
術
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
日
本
の
伝
統
と
の

調
和
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。

問
7

傍
線
部
Ｄ
「
終
焉
」
か
ら
最
も
意
味
の
遠
い
語
を
、
次
の
�
〜
�
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

32

。

�

終
日

�

幕
切
れ

�

末
期

�

最
期

�

結
末

�

末
路

�

閉
幕

�

末
尾
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問
8

傍
線
部
Ｅ
「
こ
う
し
た
小
林
の
路
線
」
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

33

。

�

歌
舞
伎
に
題
材
を
取
っ
た
日
本
人
の
創
作
に
な
る
オ
ペ
ラ
を
、
西
洋
か
ら
輸
入
し
た
音
楽
を
そ
の
ま
ま
用

い
て
、
上
演
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

西
洋
か
ら
輸
入
し
た
音
楽
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
の
で
は
な
く
日
本
式
に
創
作
し
た
楽
曲
を
用
い
な
が
ら
、

西
洋
直
輸
入
の
歌
劇
を
上
演
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

西
洋
か
ら
輸
入
し
た
音
楽
や
オ
ペ
ラ
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
の
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が

ら
そ
こ
に
西
洋
の
楽
器
や
音
楽
も
取
り
入
れ
た
歌
劇
を
創
作
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

西
洋
か
ら
オ
ペ
ラ
を
輸
入
し
、
そ
れ
を
日
本
の
劇
場
で
そ
の
ま
ま
上
演
す
る
の
で
は
な
く
、
歌
詞
を
日
本

語
に
訳
し
再
構
成
し
た
上
で
、
日
本
音
楽
を
使
い
上
演
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

オ
ペ
ラ
や
音
楽
を
西
洋
か
ら
直
輸
入
し
、
特
権
階
級
や
知
識
階
級
の
た
め
で
は
な
く
大
衆
の
た
め
に
本
格

的
歌
劇
と
し
て
上
演
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

�

若
い
世
代
に
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
歌
舞
伎
を
、
オ
ペ
ラ
や
西
洋
音
楽
と
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
り
、
進
歩
的
な
歌
舞
伎
役
者
か
ら
評
価
さ
れ
る
歌
劇
と
し
て
上
演
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

問
9

傍
線
部
Ｆ
「
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ
ろ
う
」
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

34

。

�

こ
の
よ
う
な
二
分
法
だ
け
で
括
る
場
合
、
西
洋
の
文
化
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
そ
れ
を
日
本

化
す
る
と
い
う
方
向
で
ゆ
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
枠
組
み
の
中
に
西
洋
的
な
要

素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
ゆ
く
と
い
う
方
向
で
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
二
項
対
立
と
ず
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

�

こ
の
よ
う
な
二
分
法
だ
け
で
括
る
場
合
、
西
洋
の
文
化
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
日
本
化
す
る
と
い
う
方
向

と
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
枠
組
み
の
中
に
西
洋
的
な
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
ゆ
く
方
向
と
の
二
項

対
立
と
矛
盾
す
る
分
類
法
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

�

こ
の
よ
う
な
二
分
法
だ
け
で
括
る
場
合
、
基
本
的
な
路
線
と
し
て
は
西
洋
の
作
品
を
日
本
人
に
わ
か
り
や

す
く
、
受
け
る
よ
う
に
翻
案
す
る
こ
と
に
傾
注
し
て
い
た
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
が
宝
塚
と
同
じ
「
和
洋
折
衷
」

路
線
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

こ
の
よ
う
な
二
分
法
だ
け
で
括
る
場
合
、「
西
洋
直
輸
入
」
の
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
路
線
と
も
「
和
洋
折

衷
」
の
宝
塚
と
も
異
な
る
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
に
総
称
さ
れ
る
路
線
が
、
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
る
歌
舞
伎

は
ん
ち
ゅ
う

と
同
じ
範
疇
に
入
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

�

こ
の
よ
う
な
二
分
法
だ
け
で
括
る
場
合
、
西
洋
の
作
品
を
日
本
人
に
わ
か
り
や
す
く
、
受
け
る
よ
う
に
翻

案
し
、
宝
塚
と
は
異
な
り
歌
舞
伎
改
良
の
よ
う
な
発
想
で
新
作
を
作
る
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
が
「
西
洋
直
輸

入
」
の
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
路
線
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
ら
。

�

こ
の
よ
う
な
二
分
法
だ
け
で
括
る
場
合
、
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
系
統
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
も
そ
の
系
統

と
は
異
な
る
大
衆
化
・
通
俗
化
路
線
を
打
ち
出
し
、「
西
洋
直
輸
入
」
路
線
に
も
「
和
洋
折
衷
」
路
線
に
も

厳
密
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
。
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問
10

傍
線
部
Ｇ
「
大
衆
化
・
通
俗
化
路
線
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
」
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

。

�

帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
オ
ペ
ラ
上
演
が
西
洋
の
作
品
を
日
本
に
も
ち
こ
ん
で
き
て
そ
っ
く
り
上
演
す
る
パ

タ
ー
ン
が
中
心
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
古
い
歌
舞
伎
と
同
じ
く
高
尚
な
も
の
と
し
て
一
般
の
観
客
に
支
持
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
失
敗
が
あ
っ
た
た
め
、「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
を
一
般
受
け
す
る
も
の
に
し
た
か
っ
た
か
ら
。

�
「
西
洋
直
輸
入
」
の
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル
座
路
線
が
日
本
国
民
の
求
め
る
歌
劇
か
ら
は
ず
れ
、
一
部
の
知
識

階
級
や
特
権
階
級
に
し
か
受
け
ず
破
綻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
は
俗
受
け
す
る
全
作

オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
上
演
す
る
し
か
な
か
っ
た
か
ら
。

�
「
西
洋
直
輸
入
」
路
線
を
展
開
し
た
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
試
み
は
日
本
国
民
の
求
め
る
オ
ペ
ラ
か
ら
は

遊
離
し
た
作
品
の
上
演
が
原
因
で
破
綻
し
た
た
め
、「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
は
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
し
、
歌
舞
伎
に
あ
る
よ
う
な
娯
楽
志
向
の
強
い
作
品
の
上
演
を
目
指
し
た
か
ら
。

�

帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
活
動
が
西
洋
の
オ
ペ
ラ
作
品
を
日
本
に
も
ち
こ
み
そ
の
ま
ま
上
演
す
る
こ
と
を
中

心
に
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
聴
衆
の
要
求
と
甚
だ
し
く
乖
離
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
失
敗
が
あ
っ
た
た
め
、

「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
は
聴
衆
に
受
容
さ
れ
や
す
い
内
容
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
。

�

帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
「
西
洋
直
輸
入
」
路
線
は
知
識
階
級
や
特
権
階
級
の
高
尚
な
る
芸
術
作
品
と
し
て

制
作
費
が
高
く
破
綻
し
た
た
め
、「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
は
一
般
の
国
民
に
も
わ
か
り
や
す
く
受
け
る
よ
う
な
作

品
に
し
た
か
っ
た
か
ら
。

�
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
と
総
称
さ
れ
る
活
動
を
展
開
し
た
人
た
ち
は
、
か
つ
て
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
で
の
公
演

に
参
加
し
て
お
り
、
西
洋
の
オ
ペ
ラ
を
日
本
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
み
、
経
営
的
に
破
綻
し
た
と
い
う
失
敗
に

懲
り
た
た
め
、
制
作
費
の
安
い
作
品
を
求
め
た
か
ら
。

問
11

傍
線
部
Ｈ
「
ほ
と
ん
ど
不
良
扱
い
を
さ
れ
た
」
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

36

。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
、「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
に
出
入
り
す
る
こ
と
に
よ
り
歌
劇
俳
優
と
の
性
的
生
活
を
志
向
す
る

な
ど
、
素
行
に
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
、『
オ
ペ
ラ
』
と
い
う
雑
誌
を
購
入
す
る
こ
と
を
通
じ
、
俗
受
け
す
る
大
衆
化
路
線
に
走

り
品
格
を
欠
い
て
い
た
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
を
、
支
え
て
い
た
か
ら
。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
、
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
「
西
洋
直
輸
入
」
路
線
を
基
本
的
な
方
向
と
し
て
引
き
継
い

で
い
た
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
に
、
出
入
り
し
て
い
た
か
ら
。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
、
宝
塚
の
よ
う
な
「
和
洋
折
衷
」
路
線
を
肯
定
し
大
衆
化
・
通
俗
化
路
線
を
打
ち
出
し

て
い
た
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
に
、
出
入
り
し
て
い
た
か
ら
。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
、
本
格
的
オ
ペ
ラ
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
大
衆
に
迎
合
し
て
通
俗
的
で
あ
り
品
格
の
欠
け
る

「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
に
、
出
入
り
し
て
い
た
か
ら
。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
、「
本
格
オ
ペ
ラ
」
を
目
指
す
宝
塚
と
は
異
な
り
歌
舞
伎
改
良
を
志
向
し
て
大
衆
化
・
通

俗
化
路
線
を
打
ち
出
し
て
い
た
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
に
、
出
入
り
し
て
い
た
か
ら
。
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問
12

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

べ�

て�

選
べ
。
た
だ
し
、
合
致
す
る
も
の

を
す
べ
て
選
ば
な
か
っ
た
場
合
は
点
を
与
え
な
い
。
ま
た
、
合
致
し
な
い
も
の
を
選
ん
だ
場
合
も
点
を
与
え
な

い
。
解
答
番
号
は

37

。

�

明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
日
本
の
歌
劇
文
化
は
、
歌
舞
伎
に
題
材
を
取
っ
た
日
本
人
に
よ
る
創
作

オ
ペ
ラ
が
な
い
中
、
直
輸
入
し
た
オ
ペ
ラ
を
上
演
す
る
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
の
よ
う
な
路
線
と
歌
舞
伎
を

ベ
ー
ス
と
し
た
和
洋
折
衷
を
目
指
す
宝
塚
の
よ
う
な
路
線
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
た
。

�
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
が
出
し
て
い
た
雑
誌
『
オ
ペ
ラ
』
が
「
歌
劇
俳
優
と
性
的
生
活
号
」
と
い
っ
た
首
を
ひ
ね

る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
の
特
集
を
組
む
な
ど
、
浅
草
に
出
入
り
し
て
い
た
「
ペ
ラ
ゴ
ロ
」
は
相
当
に
軌
道
を
は

ず
れ
た
行
動
を
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
不
良
扱
い
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
。

�

小
林
一
三
に
宝
塚
少
女
歌
劇
の
構
想
を
抱
く
一
つ
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
オ
ペ
ラ
『
熊
野
』
は
東
儀
鉄
笛

の
作
曲
で
上
演
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
東
京
音
楽
学
校
が
上
演
間
際
に
指
導
者
と
し
て
招
い
た
ユ
ン
ケ

ル
の
曲
に
差
し
替
え
ら
れ
、
そ
の
音
楽
の
あ
ま
り
の
不
調
和
ゆ
え
に
公
演
は
大
失
敗
と
な
っ
た
。

�

帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
座
で
公
演
に
参
加
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
後
に
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ

た
「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
は
、
日
本
の
「
本
格
的
」
歌
劇
文
化
を
担
う
人
材
を
輩
出
で
き
ず
、
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル

座
流
の
「
本
格
的
」
オ
ペ
ラ
が
大
衆
に
迎
合
し
て
俗
化
し
て
し
ま
っ
た
頽
落
形
態
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

�

歌
舞
伎
を
基
本
に
し
な
が
ら
西
洋
の
要
素
も
取
り
込
み
、
い
わ
ば
和
洋
折
衷
路
線
に
よ
り
日
本
の
新
し
い

歌
劇
文
化
を
創
設
し
て
い
く
と
い
う
、
小
林
一
三
が
宝
塚
少
女
歌
劇
で
取
っ
た
姿
勢
は
、
松
本
幸
四
郎
（
七

世
）
の
よ
う
な
保
守
的
な
歌
舞
伎
役
者
か
ら
も
一
定
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

�

歌
舞
伎
の
行
き
詰
ま
り
を
指
摘
し
た
小
林
一
三
の
目
に
は
、「
西
洋
直
輸
入
」
に
よ
り
オ
ペ
ラ
上
演
を
試

み
る
帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
の
試
み
も
、
聴
衆
と
遊
離
し
た
無
益
な
試
み
と
し
て
映
っ
て
お
り
、
小
林
自
身
は

日
本
の
伝
統
的
な
文
化
の
枠
組
み
の
中
に
西
洋
的
な
要
素
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。

�

帝
劇
や
ロ
ー
ヤ
ル
館
で
の
オ
ペ
ラ
活
動
は
西
洋
へ
の
志
向
の
強
さ
が
窺
え
、
原
語
で
の
上
演
こ
そ
な
い
も

の
の
『
夜
の
森
（
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
）』
や
『
魔
笛
』
の
よ
う
に
西
洋
の
作
品
を
も
ち
こ
み
、
日
本

語
に
訳
し
て
翻
案
・
再
構
成
し
た
上
で
そ
っ
く
り
上
演
す
る
パ
タ
ー
ン
が
中
心
で
あ
っ
た
。

	

上
演
時
間
の
短
縮
な
ど
新
し
い
観
劇
制
度
を
導
入
し
た
日
本
初
の
近
代
的
劇
場
で
あ
る
帝
国
劇
場
が
イ
タ

リ
ア
か
ら
明
治
四
十
五
年
に
招
聘
し
た
ロ
ー
シ
ー
は
、
赤
坂
に
ロ
ー
ヤ
ル
館
と
い
う
歌
劇
場
を
私
費
で
創
設

し
、
公
演
活
動
を
展
開
し
た
が
、
経
営
は
行
き
詰
ま
り
、
大
正
七
年
に
離
日
し
た
。

�

日
本
に
お
け
る
歌
劇
文
化
の
歴
史
に
は
、
宝
塚
を
中
心
と
す
る
「
和
洋
折
衷
」
路
線
と
帝
劇
＝
ロ
ー
ヤ
ル

座
流
の
「
西
洋
直
輸
入
」
路
線
と
の
二
項
対
立
が
み
ら
れ
る
が
、
浅
草
な
ど
を
根
城
に
活
動
が
展
開
さ
れ
た

「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
は
基
本
的
な
方
向
と
し
て
後
者
の
路
線
を
引
き
継
い
で
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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問
13

本
文
の
表
題
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

。

�

歌
舞
伎
と
新
劇
に
見
る
二
項
対
立
の
姿

�

歌
舞
伎
の
再
建
を
目
指
す
小
林
の
理
想

�

浅
草
オ
ペ
ラ
に
見
る
日
本
の
歌
劇
文
化

�

和
洋
折
衷
か
ら
西
洋
直
輸
入
へ
の
展
開

�

帝
国
劇
場
と
ロ
ー
ヤ
ル
館
の
経
営
破
綻

�

日
本
音
楽
か
ら
西
洋
音
楽
へ
の
再
構
成

�

西
洋
化
を
め
ぐ
る
二
つ
の
路
線
の
対
立

	

特
権
階
級
・
知
識
階
級
の
無
益
な
試
み

�

失
敗
に
終
わ
っ
た
エ
リ
ー
ト
の
目
論
見
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