
問
題

自
己、

す
な
わ
ち
私
が
私
で
あ
る
こ
と、

そ
の
意
識
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す。

ま
ず
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は、

心
身
二
元
論
の
立
場
は
と
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す。

つ
ま
り
物
質
的
な
身
体
と
は
別
に、

非
物
質
的
な
心、

あ
る
い
は
魂
が
存
在
す
る、

と
い
う
考
え
方
は
し
ま
せ
ん。

現
代
の
自
然
科
学
の
方
法
論
に
基
づ
き、

非
物
質
的
存
在
は
認
め
な

い
と
い
う
観
点
か
ら、

ど
こ
ま
で
「
自
己
意
識」

を
定
義
で
き
る
か
と
い
う
試
み
で
す。

私
の
自
己
意
識
は、

私
の
感
貨
器
あ
る
い
は
臓
器
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
と、

脳
と
の
相
互

'
 

作
用
の
結
果、

脳
に
生
じ
た
生
理
学
的
状
態
の
―

つ
で
す。

医
師
で
も
あ
っ
た
作
家
ア
ン
ト
ン
・

チ
ェ
ー
ホ
フ
に
よ
れ
ば、

自
己
意
識
は
鼻
風
邪
の
一

症
状
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
ま
す。

ふ
く
ろ
う

じ
っ
さ
い
、

ち
ょ
っ
と
し
た
鼻
風
邪
を
ひ
き
さ
え
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
平
衡
を
失
っ
て、

小
烏
を
見
て
も
巣
と
思
い
、

こ
と
り
と
音
が
し
て
も
犬
の
吠
え
声
だ
と
思
う
よ
う
に
な
る
の

B
 

だ。

そ
う
し
て
そ
う
な
れ
ば、

彼
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
な
り
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
な
り
は、

彼
の
大
な
り
小
な
り
の
思
想
と
と
も
に
こ
と
ご
と
く、

単
な
る
病
気
の
兆
候
と
し
て
よ
り
ほ
か
は、

な
ん
の
意
味
も
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う。

る
こ
と、

最
近
の
脳
研
究
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
核
磁
気
共
鳴
を
利
用
し
た
脳
の
観
察
法
(
f
M

R

I
)

も、

人
間
の
様
々
な
意
識
状
態
が、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
脳
の
領
域
で
血
流
状
態
が
変
動
す

つ
ま
り、

意
識
に
応
じ
て
特
定
の
脳
の
活
動
が
活
発
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す。

そ
の
た
め
多
く
の
研
究
者
は、

意
識
が、

特
定
の
脳
の
領
域
の
活
動
に
カ
ン
元
さ
れ
る

現
代
科
学
の
方
法
論
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば、

こ
の
考
え
方
も
納
得
で
き
る
で
し
ょ
う。

し
か
し、

そ
の
一

方
で、

多
く
の
人
が
暗
黙
の
う
ち
に、

時
間
の
流
れ
の
中
で
変
化
は
す
る

が、

ど
こ
か
で
つ
な
が
り
を
持
つ
一

連
の
自
己
意
識
と
い
う
も
の
の
存
在
も、

認
め
て
い
る
よ
う
に
田心
わ
れ
ま
す。

風
邪
を
ひ
く
と、

健
康
な
時
に
比
べ
て
人
は
確
か
に
悲
観
的
に
な
る

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す。

（
中
略）

自
己
と
は
何
か

国

語

（
「
退
屈
な
話」
『
六
号
病
棟
・

退
屈
な
話』

松
下
裕
訳

岩
波
文
庫）
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か
も
し
れ
ま
せ
ん 。

し
か
し
健
康
な
時
の
自
己
と
風
邪
を
ひ
い
た
時
の
自
己
は 、

乖
離
し
た
別
物
で
は
な
い 、

そ
の
よ
う
に
考
え
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。

そ
の
よ
う
な

自
己 、

身
体
の
状
態 、

環
境
に
よ
っ
て
変
化
す
る
意
識
を
つ
な
ぐ
「
自
己
意
識」 、

そ
の
実
体
は
何
な
の
で
し
ょ
う 。

進
化
心
理
学
者
の
ニ
コ
ラ
ス
・

ハ
ン
フ
リ
ー

博
士
は 、

進
化
の
過
程
で
そ
の
よ
う
な
「
自
己
意
識」

が
形
成
さ
れ
て
き
た 、

と
説
い
て
い
ま
す 。

覚
を
区
別
し
ま
す 。

感
覚
は
単
細
胞
生
物
で
も
持
っ
て
い
ま
す 。

ゾ
ウ
リ
ム
シ
が
自
己
の
生
存
に
不
利
な
環
境
因
子 、

例
え
ば
熱
や
塩
分
濃
度
を
感
知
し 、

そ
れ
を
避
け
る
運
動
を
は
じ

め
る 。

こ
れ
が
感
覚
で
す 。

定
義
し
ま
す 。

境
の
変
化
に
対
し
て 、

ハ
ン
フ
リ
ー

博
士
は
感
覚
を
環
境
囚
子
に
対
す
る
局
所
的
な
反
応
で
あ
る
と
定
義
し
ま
す 。

一

見 、

感
覚
と
知
覚
は
同
じ
も
の
に
見
え
ま
す 。

し
か
し 、

そ
れ
は 、

感
覚
と
知
覚
が
同
時
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め 、

我
々
が
混
同
し
て
い
る
だ
け
だ
と
す
る
の

】
に
よ
る
応
答
で
あ
り 、

「
熱
い
」

と
感
じ
る
の
が
【

多
細
胞
生
物
が
現
わ
れ 、

全
身
に
い
き
わ
た
る
神
経
網
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と 、

感
覚
で
得
ら
れ
た
情
報
を
再
構
築
し
は
じ
め
ま
す 。

そ
れ
は 、

大
き
く
な
っ
た
個
体
が 、

環

よ
り
効
率
よ
く
対
処
す
る
た
め
に
有
効
な
手
だ
て
で
す 。

そ
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
感
覚
情
報
を
ハ
ン
フ
リ
ー

博
士
は
知
覚
と
定
義
し
ま
す 。

そ
し
て
進
化
に

伴
っ
て
複
雑
に
な
っ
た
知
覚
を
統
御
す
る
た
め
に
「
自
己
意
識」

が
必
要
に
な
っ
て
き
た 、

と
い
う
の
で
す 。

個
人
の
意
識
は
物
理
的
な
実
体
の
あ
る
も
の
で
は
な
く 、

様
々
な
脳
の
生

理
学
的
状
態
で
あ
っ
て 、

そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す 。

し
か
し 、

そ
こ
に 、

オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者
の
よ
う
な
存
在
を
仮
定
す
る
と 、

複
雑
に
な
っ
た
人
間
の
知
覚
の
制
御
に
役
立
つ
と
ハ
ン
フ
リ
ー

博
士
は
主
張
し
ま
す 。

昨
日 、

風
邪

を
ひ
い
て
い
た
私
と 、

風
邪
が
治
っ
た
今
日
の
私
が 、

同
じ
存
在
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば 、

例
え
ば 、

こ
れ
か
ら
は
風
邪
を
ひ
か
な
い
よ
う
に
注
意
し
よ
う 、

と
い
う
よ
う
な
対
処
は

生
じ
て
こ
な
い

。

昨
日
の
私 、

今
日
の
私 、

明
日
か
ら
の
私
が
同一
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て 、

私
は
過
去
の
経
験
か
ら 、

未
来
へ
の
よ
り
効
率
的
な
生
存
を

選
択
で
き
る
の
で
す 。

人
間
の
自
己
意
識
と
は 、

そ
の
よ
う
な
生
物
学
的
合
目
的
性
か
ら
脳
が
作
り
だ
し
た
一

種
の
調
整
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い
え
ま
す 。

生
理
学
的
に
は 、

例
え
ば
感

つ
ま
り
神
経
細
胞
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
変
化
し
な
い
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
記
憶
が 、

自
己
意
識
の
本
質
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 。
【

「
存
在」

を
徹
底
的
に
追
究
し
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
博
士
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す 。
「
時
間
と
は
自
同
性
が
分
裂
す
る
と
い
う
驚
く
べ
き
事
態
で
あ
り 、

想
起
と
は

分
裂
し
た
自
同
性
を
取
り

戻
す
こ
と
で
あ
る 。

想
起
と
い
う
自
同
性
の
再
発
見
に
よ
っ
て 、

存
在
す
る
こ
と
は 、

存
在
す
る
こ
と
『
固
有
の
時
間
を
構
成
す
る』

か
わ
ら
ず 、

時
間
と
想
起
は 、

存
在
す
る
こ
と
な
ら
び
に
真
理
の
彼
方
に
あ
る」
（「
存
在
の
彼
方
へ
』

合
田
正
人
訳

当
す
る
で
し
ょ
う 。

し
か
し
そ
れ
は
「
時
間」

と
共
に
「
真
理
の
彼
方」

に
あ
る
と
い
う
の
で
す 。

講
談
社
学
術
文
庫） 。

こ
こ
で
は
「
自
同
性」

が
自
己
意
識
に
相

ハ
ン
フ
リ
ー

博
士
は 、
「
自
己
意
識」

は 、

進
化
の
過
程
に
お
け
る
ご
く
新
し
い
時
代
に
成
立
し
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す 。
【

中
垣
俊
之
博
士
ら
に
よ
る
一

連
の
粘
菌
の
研
究
に
対
し
て 、

粘
菌
に
「
知
性」

が
あ
る
よ
う
な
印
象
を
持
っ
た
人
も
い
る
よ
う
で
す 。

例
え
ば
迷
路
の
中
に
粘
菌
を
置
く
と 、

細
胞
分

覚
の
固
定
化 、

E

で
す。

】
は
あ
り
え
ま
せ
ん 。

私
が
熟
い
も
の
に
触
れ
た
時 、

反
射
的
に
手
を
引
っ
込
め
る
の
が【

c

 

し‘

D

 

の
だ
が 、

そ
れ
に
も
か

】
で
す 。

で
す
か
ら
脳
が
な
け
れ
ば

一

方 、

脳
が
感
覚
器
か
ら
の
情
報
を
認
識
す
る
こ
と
を
知
覚
と

ハ
ン
フ
リ
ー

博
士
は
ま
ず
感
覚
と
知
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略
を
構
槃
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
す。

裂
を
伴
わ
な
い
分
裂
を
繰
り
返
し、

粘
菌
は
入
口
と
出
口
を
結
ぶ
最
短
経
路
を
つ
な
ぐ
形
に
な
り
ま
す。
し
か
し、
こ
れ
が
「
知
性」
だ
と
主
張
さ
れ
る
と、
苦
笑
す
る
人
も
多
い。
そ
の
証
拠
に
中
垣
博
士
は
「
イ
グ・

ノ
ー
ベ
ル
賞」
を
受
賞
し
て
い
ま
す。
こ
の
賞
に
つ
い
て
は
様
々
な
評
価
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が、
私
に
は一
種
の
侮
蔑
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん。
私
は、
こ
の
粘
菌
の
「
知
性」

と
私
の
「
自
己
意
識」
は、
生
物
学
的
に
は
同
じ
次
元
に
あ
る
現
象
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す。
【

迷
路
を
「
解
い
た」
粘
菌
は、
最
も
効
率
が
良
い
形
状、
す
な
わ
ち
最
短
の
長
さ
で
ニ
ヶ
所
の
食
物
を
摂
取
で
き
る
状
態
を
選
択
し
た。
し
か
も、
全
体
を
川
�
し
て。フ
ラ
ン
を
決
定

し
た
の
で
は
な
く、
迷
路
の
「
行
き
止
ま
り」
の
部
分
に
出
た
り
入
っ
た
り
し
な
が
ら、
次
第
に
よ
り
短
い
形
を
選
択
し
て
い
っ
た
の
で
す。
【

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は、
か
つ
て
大
脳
研
究
者
の
松
本
元
博
士
が
提
唱
し
た
人
間
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
に
似
て
い
ま
す。
松
本
博
士
に
よ
れ
ば、
新
し
い
情
報
が
脳
に
入
力
さ
れ
る
と、
そ
れ

よ
っ
て
新
た
な
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
獲
得
さ
れ、
将
来
の
新
た
な
入
力
の
た
め
に
保
存
さ
れ
る、
こ
れ
が
学
習
で
あ
る
と
松
本
博
士
は
主
張
し
ま
し
た

書
店）。

卓
越
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
技
術
者
で
あ
り、
か
つ
成
功
し
た
企
業
家
で
も
あ
る
ジ
ェ
フ・
ホ
ー
キ
ン
ス
博
士
も
同
様
の
考
え
方
を
提
示
し
て
い
ま
す。
【

シ
ス
テ
ム
に
通
暁
し
て
い
た
ホ
ー
キ
ン
ス
博
士
は、
脳
の
特
異
性
に
気
づ
き
ま
す。
電
子
の
動
き
で
計
算
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
何
億、
何
兆
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
ふ
ま
な
い
と
処
理
で

き
な
い
問
題
を、
脳
は
シ
ナ
プ
ス
と
い
う
処
理
速
度
が
遅
い
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、
せ
い
ぜ
い
百
ス
テ
ッ
プ
ぐ
ら
い
で
解
い
て
し
ま
う
の
で
す。
そ
の
理
由
と
し

て
博
士
は
脳
が
問
題
の
答
え
を
「
計
算」
す
る
の
で
は
な
く、
記
憶
の
中
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
と
考
え
ま
し
た

粘
菌
に
内
在
す
る
「
表
引
き
テ
ー
ブ
ル」
あ
る
い
は
「
記
憶」
は、
「
食
物
を
多
く
摂
取
す
る」
「
身
体
を
な
る
べ
く
小
さ
く
す
る」
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
り、
対
し
て
人
間

の
「
表
引
き
テ
ー
ブ
ル」
は
刷
対
な
情
報
を
保
存
で
き
ま
す。
し
か
し
そ
の

ii
は
量
的
な
も
の
で
あ
っ
て、
質
的
に
は、
つ
ま
り
細
胞
生
理
学
的
な
レ
ベ
ル
で
は、
同
じ
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す。
【

gr_

や
が
て
多
数
の
核
を
持
つ
原
形
質
の
塊
に
な
っ
て
迷
路
全
体
に
広
が
り
ま
す。
そ
の
後、
迷
路
の
入
口
と
出
口
に
食
物
を
置
く
と、

伊
藤
文
英
訳

ア
メ
ー
バ
状
の

（
と、
松
本
博
士
は
表
現
す
る）」
か
ら、
入
力
情
報
と
最
も
関
連
性
が
高
い
も
の
を
選
択
し、
出
力
す
る。
そ
の
出
力
に

】
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

ふ
た
た
び
ハ
ン
フ
リ
ー
博
士
の
主
張
に
戻
れ
ば、
「
迷
路
を
解
く
粘
菌」
に、
全
体
の
状
態
を
把
握
し
て
プ
ラ
ン
を
作
る
「
指
揮
者」
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
に、
人
間
の
脳
の
中

に、
変
転
す
る
意
識
を
上
位
か
ら
常
に
結
び
つ
け
る
「
自
己」
は
存
在
し
ま
せ
ん。
た
だ
人
間
の
意
識
は、
そ
の
よ
う
な
「
自
己」
を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
よ
り
高
度
な
生
存
戦

「
自
己
意
識」
の
原
始
的
な
形
は、
多
細
胞
生
物
が
出
現
し
た
段
階
で
で
き
た
と
述
べ
ま
し
た
が、
そ
の一
方
で
現
代
の
人
間
が
有
し
て
い
る
自
己
意
識
の
歴
史
は、
比
較
的
新
し
い

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す。
神
経
科
学
者
で
あ
る
M.
S・
ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は、
心
身
二
元
論
的
な
心
を
人
類
が
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、

か

ン
ド
ラ・
ブ
レ
イ
ク
ス
リ
ー
著

ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社）。

ま
で
の
経
験
に
よ
り
獲
得
さ
れ
て
い
た
「
表
引
き
テ
ー
ブ
ル

7

四
万
年
前、
死
者
を
手
厚
く
葬
る

（『
考
え
る
脳
考
え
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ』
ジ
ェ
フ・
ホ
ー
キ
ン
ス、
サ

ぉ

（『
愛
は
脳
を
活
性
化
す
る]

う
え

岩
波
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質
は
あ
る
が
姿
形
は
な
い
の
で
あ
る。

こ
と
が
始
ま
っ
た
頃
だ
と
推
測
し
て
い
ま
す
（
「
脳
の
な
か
の
倫
理』

梶
山
あ
ゆ
み
訳

い
た
っ
て、

初
め
て
死
ん
だ
者
の
身
体
に
敬
意
を
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
す。

確
か
に
他
の
動
物
は、

死
ん
だ
仲
間
の
身
体
に
特
別
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん。

死
ん
だ
子
ザ
ル
を
長
く
抱
い
て
い
る
母
ザ
ル
の
話
は
有
名
で
す
が、

そ
れ
は
単
に
子
ザ
ル
の
死
を
認
識
で
き
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
の
で
す。

ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
の
説
に
は
説
得
力
が
あ
り
ま
す。

埋
葬
の
儀
式
の
始
ま
り
は、

人
類
の
意
識
が、

よ
り
現
代
的
な
も
の
に
近
づ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
し
ょ
う。

し
か
し、

私
は、

デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
「
心
身
二
元
論」

は
も
っ
と
新
し
い
意
識
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す。

中
国
古
代
の
荘
子
は
語
り
ま
す。

む
か
し、

荘
周
は
自
分
が
蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た。

楽
し
く
飛
び
ま
わ
る
蝶
に
な
り
き
っ
て、

な
か
っ
た。

と
こ
ろ
が、

紀
伊
園
屋
書
店）
。

す
な
わ
ち
「
身
体」

と
は
別
の
「
心」

や
「
魂」

の
よ
う
な
概
念
を
持
つ
に

ふ
と
目
が
さ
め
て
み
る
と、

ま
ぎ
れ
も
な
く
荘
周
で
あ
る。

の
び
の
び
と
快
適
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う。

自
分
が
荘
周
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し

い
っ
た
い
荘
周
が
蝶
と
な
っ
た
夢
を
見
た
の
だ
ろ
う
か、

そ
れ
と
も
蝶
が
荘
周
に
な
っ
た
夢
を

見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。

荘
周
と
蝶
と
は、

き
っ
と
区
別
が
あ
る
だ
ろ
う。

こ
う
し
た
移
行
を
物
化
（
す
な
わ
ち
万
物
の
変
化）

と
名
づ
け
る
の
だ。

明
け
暮
れ
に
こ
う
し
た
心
の
変
化
が
起
こ
る
の
は、

も
と
も
と
そ
の
原
因
が
あ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か。
〔
い
っ
た
い
〕

相
手
が
な
け
れ
ば
自
分
と
い
う
も
の
も
な

く、

自
分
が
な
け
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
心
も
現
わ
れ
よ
う
が
な
い
。

こ
れ
こ
そ
が
真
実
に
近
い
の
だ。
そ
れ
で
い
て、

何
が
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
を
起
こ
さ
せ
る
の
か
は
分
か

ら
な
い
。

真
宰

真
の

11
者

が
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が、

そ
の
形
跡
は
得
ら
れ
な
い
。

作
用
の
結
果
は
確
か
で
あ
る
が、

そ
う
さ
せ
た
も
の
の
形
は
見
え
な
い
。

実

二
0
0
0
年
以
上
前
の
中
国
の
哲
学
は、

心
身
二
元
論
か
ら
離
れ
て
自
由
で
す。

身
体
と
は
別
個
の、

心
の
存
在
が
強
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、

金
谷
治
訳
注

岩
波
文
庫）

ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
近
代
科
学
の
発
展
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す。

実
験
科
学
が
大
き
な
成

功
を
お
さ
め
て
く
る
と、

観
察
す
る
主
体
と、

観
察
さ
れ
る
対
象
の
区
別
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
す。

な
ぜ
な
ら
観
察
す
る
主
体
を
強
固
に
設
定
し
な
い
と、

実
験
科
学
は
成
り
立
た

な
い
か
ら
で
す。

近
代
科
学
を
創
生
し
た
デ
カ
ル
ト
が
心
身
二
元
論
に

11
し
た
こ
と
も
理
解
で
き
ま
す。

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は、

人
間
個
人
が
決
し
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
る
絶
対
的
真
理
を
設
定
し、

そ
の
下
で
個
人
の
精
神
の
自
由
を
主
張
し
ま
し
た。

そ
の
よ
う
な
思
想
は、

さ
ら
に
個
々
の
意
識
を
個
人
に
強
く
結
び
付
け
た
で
し
ょ
う。

そ
れ
は
近
代
科
学
の
発
展
と
相
ま
っ
て、

身
体
と
園
�
さ
れ
る
心
の
存
在
を
人
間
に
意
識
さ
せ

て
き
た
と
思
い
ま
す。

例
え
ば
二
0
世
紀
に
な
っ
て、

脳
の
研
究
で
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
医
学
賞
を
受
賞
し
た
エ
ッ
ク
ル
ス
博
士
や
ペ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
博
士
の
よ
う
な
科
学
者
で
す
ら、

心

（
「
荘
子』

内
篇

斉
物
論
篇

第
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ま
う
の
も、

こ
の
左
脳
の
働
き
で
す。

ま
し
た。

す
る
と
（
ニ
ワ
ト
リ
の
脚
を
見
た）

左
脳
に
つ
な
が
っ
て
い
る
右
手
は
ニ
ワ
ト
リ
の
頭
の
絵
を、
（
雪
景
色
を
見
た）

右
脳
に
つ
な
が
っ
て
い
る
左
手
は
シ
ャ
ベ
ル
を
選
び
ま
し
た。

こ
の
時、

被
験
者
に
何
が
見
え
た
か
尋
ね
る
と
「
ニ
ワ
ト
リ
が
見
え
た」

と
答
え
ま
し
た。

右
脳
に
つ
な
が
っ
て
い
る
左
眼
は
確
か
に
雪
景
色
を
見
て
い
ま
す
し、

そ
の
情
報
は
右
脳
に

も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が、

右
脳
に
は
言
語
能
力
が
あ
り
ま
せ
ん。

普
通
な
ら
右
脳
の
情
報
が
左
脳
に
も
た
ら
さ
れ、

雪
景
色
も
見
た、

と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
る
の
で
す
が、

分

離
脳
で
は
右
脳
の
情
報
は
言
語
化
さ
れ
ず、

そ
の
た
め
言
語
的
な
意
識
に
つ
な
が
ら
な
い
の
で
す。

に
も
か
か
わ
ら
ず
右
脳
は
言
語
に
な
ら
な
い
認
識
で
「
雪
景
色
ー
雪
か
き
ー
シ
ャ
ベ

ル
」

と
い
う
連
想
を
し、

右
脳
に
つ
な
が
る
左
手
は
シ
ャ
ベ
ル
を
選
ん
だ
の
で
す。

右
脳
に
は
言
語
能
力
は
無
い
が、

そ
の
程
度
の
判
断
と
行
動
は
行
な
え
る
の
で
す。

し
か
し
被
験
者
に
「
な
ぜ
シ
ャ
ベ
ル
の
絵
を
選
ん
だ
か
？」

と
問
う
と
「
シ
ャ
ベ
ル
は
ニ
ワ
ト
リ
小
屋
を
掃
除
す
る
時
に
必
要
だ
」

と
答
え
た
と
い
い
ま
す。

「
説
明」

は
左
脳
で
し
か
で
き
な
い
の
で
す。

左
脳
は
雪
娯
色
を
見
て
い
ま
せ
ん
が、

シ
ャ
ベ
ル
を
選
ん
だ
理
由
を
な
ん
と
か
意
味
づ
け
よ
う
と、
「
ニ
ワ
ト
リ
小
屋
の
掃
除」

と
い
う
苦

し
い
つ
じ
つ
ま
合
わ
せ
を
行
な
っ
た
の
で
す。

こ
の
結
果
か
ら
ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は、

左
脳
が
様
々
な
情
報
か
ら
つ
じ
つ
ま
の
合
う
関
連
性
を
構
築
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る、

と
結
論
し

我
々
の
自
己
意
識
は
鼻
風
邪
や
ブ
ド
ウ
糖
や
ホ
ル
モ
ン
で
簡
単
に
変
化
す
る
も
の
な
の
で
す
が、

変
化
し
つ
つ
も
時
間
を
超
え
て
継
続
し
て
存
在
す
る
自
己
意
識、

そ
れ
は、

心
と

言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

そ
し
て、

そ
の
存
在
を
「
作
り
出
し
て
」

ル
」
「
ロ
ー
ラ
ー
」
「
審」
「
ツ
ル
ハ
シ
」

で
し
た。

そ
の
考
え
方
の
基
本
と
な
っ
た
実
験
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す。

身一
一
元
論
を
支
持
し
ま
し
た。

こ
の
こ
と
が、

近
代
科
学
の
発
展
と
心
身
二
元
論
の
つ
な
が
り
の
強
さ
を
示
し
て
い
ま
す。

し
か
し、

私
は
心
身
二
元
論
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん。

そ
う
な
る
と
次
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
「
【

か
つ
て、

て
ん
か
ん
患
者
の
治
療
と
し
て、

大
脳
の
右
脳
と
左
脳
を
つ
な
ぐ
脳
梁
を
切
断
す
る
と
い
う
手
術
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。

そ
の
よ
う
な
措
置
を
受
け
た
脳
は

「
分
離
脳」

と
呼
ば
れ
ま
す
が、

分
離
脳
の
研
究
者
で
あ
る
ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は、

左
脳
が
自
己
意
識
を
作
っ
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す。

以
下、

や
や
込
み
入
っ
て
い
ま
す
が、

不
思
議
な
こ
と
で
す
が、

左
の
眼
や
左
手
は
右
脳
に
つ
な
が
っ
て
い
て、

右
の
眼
や
右
手
は
左
脳
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す。

こ
の
こ
と
を
ま
ず
覚
え
て
い
て
く
だ
さ
い
。
「
分
離
脳」

の
措
置
を
受
け
た
患
者
で
は、

当
然、

左
脳
と
右
脳
の
間
に
直
接
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す。

ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は
分
離
脳
を
持
つ
被
験
者
の
顔
の
正
面
に
衝

立
を
立
て、

右
眼
は
左
側
を、

左
眼
は
右
側
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
ま
し
た。

そ
の
上
で
右
眼
に
ニ
ワ
ト
リ
の
脚
の
絵、

左
眼
に
雪
景
色
の
絵
を
見
せ
ま
し
た。

こ
の
時、

右
眼
に
つ
な
が
る
左
脳
が
ニ
ワ
ト
リ
の
脚、

左
眼
に
つ
な
が
る
右
脳
が
雪
景
色
を
見
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す。

そ
れ
か
ら
博
士
は
被
験
者
に
右
左
各
々
の
手
で、

自
分
が
見
て
い
る
絵

と
関
連
性
が
あ
る
絵
を
四
種
の
絵
柄
か
ら
選
ば
せ
ま
し
た。

右
手
に
あ
る
絵
は
「
ト
ー
ス
タ
ー
」
「
ニ
ワ
ト
リ
の
頭」
「
リ
ン
ゴ
」
「
ト
ン
カ
チ
」

で
あ
り、

左
手
に
あ
る
絵
は
「
シ
ャ
ベ

つ
ま
り
言
語
に
よ
る

い
る
の
は
左
脳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す。

迷
路
を
解
く
粘
菌
の
動
き
に
「
知
性」

の
存
在
を
感
じ
て
し

G
 
】
」

と
い
う
疑
問
で
す。
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自
然
科
学
も
ま
た
左
脳
の
創
造
物
で
す
u

混
沌
と
し
た
世
界
の
中
に、

何
ら
か
の
法
則
性
や
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
識、

そ
れ
は
物
事
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
左
脳

の
仕
業
で
し
ょ
う。

そ
し
て
自
然
科
学
の
発
展
が、

様
々
な
問
題
を
起
こ
し
つ
つ
も、

人
類
の
繁
栄
に
つ
な
が
っ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん。

左
脳
は、

宗
教
を
創
り、

科
学
を
発
明
し、

そ
の
過
程
で
強
固
な
自
己
意
識
も
確
立
し
て
き
た
の
で
す。

（
『
脳
の
な
か
の
倫
理』

前
出）
。

能
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う。

人
間
で
は、

左
脳
が
言
語
情
報
の
処
理
に
あ
た
る
の
に
対
し
て、

右
脳
は
空
間
情
報
の
把
握
を
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す。

こ
の
非
対
称
性
は、

進
化
の
過
程
で
言
語
処
理
を
担
う
領

域
の
拡
大
に
伴
い
、

空
間
情
報
を
処
理
す
る
部
位
を
い
わ
ば
右
に
押
し
や
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

行
動
心
理
学
の
研
究
結
果
は、

物
事
や
行
動
の
原
因
に
つ
い
て、

人
間
だ
け
が、

何
か
が
主
体
的
に
行
な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す。

夜
道
を

歩
い
て
い
る
時、

前
方
に
動
く
も
の
が
見
え
る
と
「
誰
だ
？
」

と
ま
ず
考
え
ま
す
が、

実
は
風
に
揺
れ
る
看
板
だ
っ
た
り
し
ま
す。

シ
ュ

ウ
寝
中、

玄
関
先
で
音
が
す
る
と
「
泥
棒
で
は

な
い
か
？
」

と
不
安
に
な
り
ま
す
が、

実
は
外
に
立
て
か
け
て
あ
っ
た
孵
が
風
で
倒
れ
た
だ
け
だ
っ
た
り
し
ま
す。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
就
学
前
の
子
供
（
三
ー
五
歳）

に、

重
心
を
ず
ら
し
て
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
の
お
も
ち
ゃ
を
与
え
る
と
い
う
実
験
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

六
一

パ
ー
セ
ン
ト
の
子
供
は、

な
ぜ
立
た
な
い
の
か
調
べ
る
様
子
を
示
し
ま
し
た
が、

因
を
探
索
す
る
性
質
を
獲
得
し
た
よ
う
で
す。

時
に
そ
れ
は
無
意
味
な
錯
覚
を
起
こ
し
ま
す
が、

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
そ
の
行
動
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
間
は
進
化
の
過
程
で、

出
来
事
の
原

一

方
で
叫
汁
叫
叫呵
な
危
険、

将
来
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
有
効
な

ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は
さ
ら
に
考
察
を
深
め、

例
え
ば
宗
教
も
左
脳
の
所
産
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す。

常
に
変
転
し、

予
測
が
つ
か
な
い
自
然
に
対
し、

創
世
神
話
を
構
築
し
て、

そ

の
存
在
を
説
明
し
よ
う
と
す
る。

さ
ら
に
は
人
間
集
団
の
運
営
を
う
ま
く
ス
イ
行
す
る
た
め
に
様
々
な
宗
教
的
倫
理
を
作
り
出
す。

規
模
が
大
き
く
歴
史
が
長
い
宗
教
ほ
ど、

そ
の
倫
理

は
集
団
の
生
存
条
件
に
合
致
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す。

例
え
ば
同
じ
信
仰
を
持
つ
者
同
士
の
助
け
合
い
や、

焦
団
の
秩
序
を
乱
す
者
へ
の
「
神
の
罰」

な
ど
で
す

停
田
光
洋
『
皮
膚
感
覚
と
人
間
の
こ
こ
ろ]

よ
り

※
問
題
作
成
の
た
め
文
章
の
一

部
を
改
変、

省
略
し
て
あ
り
ま
す。
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f

ス
イ
行

e d c a

 

セ
ン
在
的

①

セ
ン
細

シ
ュ
ウ
着

シ
ュ
ウ
寝

b

ソ
ウ
違

カ
ン
元

①

ス
イ
眠

①
 

①

シ
ュ
ウ
合

シ
ュ
ウ
支

①

ソ
ウ
春

②

ス
イ
進

②

セ
ン
行

②
 

②

シ
ュ
ウ
道
士

シ
ュ
ウ
任

②

断
ソ
ウ

①

未
カ
ン
成

②

カ
ン
燥
機

③
 

③

セ
ン
門

③
 

③
 

ス
イ
直

固
シ
ュ
ウ

シ
ュ
ウ
派

③

カ
ン
与

設
問
一

傍
線
a
\
f
の
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
タ
カ
ナ
部
分
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を、

④

ス
イ
奏
楽

④

実
セ
ン

④
 

④
 

③

仮
ソ
ウ
行
列

④

ソ
ウ
理
大
臣

シ
ュ
ウ
回

講
シ
ュ
ウ

④

カ
ン
付
金

⑤

生
ス
イ

⑤
 

⑤
 

⑤
 

つ
ぎ
の
中
か
ら
一

っ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

民
シ
ュ
ウ

シ
ュ
ウ
覚

セ
ン
誓

⑤

ソ
ウ
談

⑤

習
カ
ン

⑥
 
完
ス
イ

⑥

セ
ン
水

⑥
 

⑥

シ
ュ
ウ
了
式

シ
ュ
ウ
儀
袋

⑥

配
ソ
ウ
業

⑥

自
然
カ
ン
察
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設
問
三

設
問

⑥

鼻
が
浮
く

⑤

鼻
を
割
る

④

鼻
を
あ
か
す

③

鼻
に
余
る

②

鼻
に
は
さ
む

①

手
も
鼻
も
出
な
い

波
線
A
「
鼻」

と
あ
り
ま
す
が、

鼻
を
使
っ
た
慣
用
表
現
と
し
て
正
し
い
も
の
を
つ
ぎ
の
中
か
ら
―

つ
選
び
な
さ
い
。

峻
別

①

K

主
宰

①

膨
大

①

通
暁

①

g

塊

コ
ウ
ベ
ッ

シ
ュ
ジ

ツ
ウ
シ
ョ
ウ

シ
ン
ダ
イ

h

鳥
廠

①

チ
ョ
ウ
リ
ヨ
ウ

①

タ
マ

②

ゲ
ン
ベ
ッ

②
 

②
 

②
 

シ
ュ
シ
ョ
ウ

バ
ク
ダ
イ

ツ
ウ
テ
イ

②

チ
ョ
ウ
フ

②

カ
タ
マ
リ

二
重
傍
線
g
i
ー
の
語
旬
の
正
し
い
読
み
方
を、

③
 

③
 

③
 
ツ
ウ
ギ
ョ
ウ

シ
ュ
サ
イ

シ
ン
ベ
ッ

③

ソ
ン
ダ
イ

③

チ
ョ
ウ
ズ

③
 
シ
ン

④

サ
ン
ベ
ッ

④
 

④

ボ
ウ
ダ
イ

④

ツ
ウ
ジ
ョ
ウ

④
 

④
 

つ
ぎ
の
中
か
ら
一

っ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

チ
ョ
ウ
シ
ュ

シ
ュ
コ
ウ

マ
ト
マ
リ

⑤
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

⑤
 

ジ
ン
ダ
イ

⑤

ツ
ウ
カ

イ
シ
ズ
エ

チ
ョ
ウ
カ
ン

シ
ュ
ヒ
ン

シ
ュ
ン
ベ
ッ

⑥

ク
ベ
ッ

⑥
 

⑥
 

⑥
 
チ
ョ
ウ
ケ
ン

チ
ョ
ウ
ダ
イ

シ
ュ
ゴ
ウ

⑥

ツ
ウ
ア

⑥

カ
ナ
メ
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⑥
 
⑥
 
④
 
③
 
②
 波

線
B
「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
な
り
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
」

と
あ
り
ま
す
が、

ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
の
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
の
正
し
い
組
み
合
わ
せ
を、

空
想
主
義
的

現
実
主
義
的

括
弧
【
C】
、
【
D】
、
【
E】
に
そ
れ
ぞ
れ
入
る
適
切
な
語
旬
の
組
み
合
わ
せ
を、

つ
ぎ
の
中
か
ら
―

つ
選
び
な
さ
い
。

_
C】
感
覚

【
C】
知
覚

【
C】
感
覚

【
C】
知
覚

【

C】
神
経

【
C】
感
覚
器

設
問
五

⑥

楽
観
中
心
的

悲
観
中
心
的

⑤

悲
観
中
心
的

楽
観
中
心
的

④
 
③
 

現
実
主
義
的

空
想
主
義
的

【
D】
知
覚

【
D】
感
覚

【
D】
感
覚

【
D】
知
覚

【
D】
感
覚
器

【

D】
神
経

②

虚
無
主
義
的

理
性
中
心
的

①

理
性
中
心
的

虚
無
主
義
的

設
問
四

な
さ
い
。

_
E】
知
覚

【
E】
感
覚

【
E】
知
覚

【
E】
感
覚

【
E】
知
覚

【
E】
感
覚

つ
ぎ
の
中
か
ら
一

っ
選
び

-33-



設
問
七

⑥
 は

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、

⑤
 

称
賛
さ
れ
て
い
る
か
ら。

も
の
で
あ
り
知
性
な
ど
で
は
な
い
と
中
垣
博
士
が
考
え
た
か
ら。

④
 

③
 
②
 
①

 
「
し
か
し
私
は、

単
細
胞
生
物
が
集
合
し
始
め
た
段
階
で
原
始
的
な
「
自
己
意
識」

が
出
現
し
た
と
考
え
て
い
ま
す。
」

と
い
う
一

文
章
が
本
文
中
の
以
下
の
い
ず
れ
か
の
位
置

波
線
F
「
私
に
は
一

種
の
侮
蔑
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん。
」

と
あ
る
が、

著
者
が
そ
う
考
え
る
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
を
つ
ぎ
の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
な
さ
い
。
【
完

全
解
答
の
み
正
解】

ア
メ
ー
バ
状
の
粘
菌
は
人
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず、

こ
れ
が
知
性
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
た
か
ら。

粘
菌
が
そ
も
そ
も
知
性
を
も
つ
は
ず
が
な
く、

迷
路
の
出
口
と
入
口
と
最
短
で
結
ぶ
経
路
を
つ
な
い
だ
の
は、

人
間
の
「
自
己
意
識」

に
よ
る
も
の
だ
か
ら。

粘
菌
の
「
知
性」

と
私
の
「
自
己
意
識」

は、

生
物
学
的
に
は
同
じ
次
元
に
あ
る
現
象
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら。

迷
路
の
入
口
と
出
口
に
食
物
を
置
く
と、

ア
メ
ー
バ
状
の
粘
菌
は
迷
路
を
入
口
と
出
口
と
の
間
で
最
短
経
路
を
つ
な
ぐ
形
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
が、

こ
れ
は
偶
然
に
よ
る

粘
菌
の
た
ど
っ
た
迷
路
の
入
口
と
出
口
を
結
ぶ
経
路
を
生
じ
た
の
は、

元
々
問
題
を
解
決
す
る
力
が
備
わ
っ
た
学
習
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て、

全
体
を
見
通
し
た
も
の
で

中
垣
博
士
の
一

連
の
粘
菌
の
研
究
成
果
が
正
当
に
評
価
さ
れ
ず、

ノ
ー
ベ
ル
賞
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
「
イ
グ
・

ノ
ー
ベ
ル
賞」

を
受
賞
し
た
か
ら。

⑥
 
【
か】

⑤

【
お】

④

【
え】

③
 
【
う】

②

【
い】

①

【
あ】

に
入
っ
て
い
る。

最
適
な
位
置
を
選
び
な
さ
い
。

設
問
六
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設
問
九

⑥
 

ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は、

心
身
二
元
論
的
な
心
を
人
類
が
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は、

人
間
個
人
が
決
し
て
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
よ
る
絶
対
的
真
理
を
設
定
し、

そ
の
下
で
個
人
の
精
神
の
自
由
を
主
張
し
た
。

ら
い
で
解
い
て
し
ま
う
と
い
う
脳
の
特
異
性
に
気
づ
い
た
。

④
 
③
 
②
 
①
 

⑥

い
か
に
想
像
力
が
構
築
さ
れ
て
い
く
の
か

⑤

個
人
の
自
由
が
ど
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
る
の
か

④

西
洋
の
近
代
科
学
と
東
洋
の
自
由
な
哲
学
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か

本
文
中
に
出
て
く
る
各
論
者
の
主
張
の
う
ち
間
違
っ
て
い
る
も
の
を、

ア
ン
ト
ン
・

チ
ェ
ー
ホ
フ
は、

自
己
意
識
は
鼻
風
邪
の
一

症
状
に
過
ぎ
な
い
と
捉
え
て
い
た
。

ハ
ン
フ
リ
ー
博
士
は、

感
覚
を
環
境
因
子
に
対
す
る
局
所
的
な
反
応
で
あ
る
と
定
義
し
た
。

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は、

時
間
と
は
自
同
性
が
分
裂
す
る
事
態
で
あ
り、

想
起
と
は
分
裂
し
た
時
間
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
た
。

ホ
ー
キ
ン
ス
博
士
は、

コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
が
何
億、

何
兆
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
経
由
し
な
い
と
処
理
で
き
な
い
問
題
を、

脳
は
シ
ナ
プ
ス
に
よ
っ
て
せ
い
ぜ
い
百
ス
テ
ッ
プ
ぐ

③

心
身
二
元
論
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か

②

何
が
「
自
己
意
識」

を
作
り
上
げ
て
い
る
の
か

①

脳
の
内
部
の
働
き
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

設
問
八

【

G】
に
入
る
最
適
な
語
旬
を、

つ
ぎ
の
中
か
ら
―

つ
選
び
な
さ
い
。

四
万
年
前、

死
者
を
丁
重
に
葬
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
だ
と
推
測
し
て
い
る。

つ
ぎ
の
中
か
ら
―

つ
選
び
な
さ
い
。
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独
立
し
て
働
く
が、

ガ
ザ
ニ
ガ
博
士
は、

左
脳
が
様
々
な
情
報
か
ら
つ
じ
つ
ま
の
合
う
関
連
性
を
構
築
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。

⑤
 

④
 
③
 

②
 

①
 

設
問
十

分
離
脳
と
呼
ば
れ
る
処
置
を
受
け
た
脳
で
は、

左
脳
と
右
脳
と
の
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
り
立
っ
て
は
い
な
い
た
め、

基
本
的
に
は
左
脳、

右
脳
そ
れ
ぞ
れ
が

人
間
は
進
化
の
過
程
に
お
い
て、

出
来
事
の
原
因
を
探
索
す
る
性
質
を
獲
得
し
た
よ
う
で
あ
る。

る。 本
文
の
内
容
に
一

致
す
る
も
の
を、

つ
ぎ
の
中
か
ら
す
べ
て
選
び
な
さ
い
。
【
完
全
解
答
の
み
正
解】

心
身
二
元
論
と
は、

物
質
的
な
身
体
と、

非
物
質
的
な
心
あ
る
い
は
魂
が
存
在
す
る
と
い
う
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
が、

こ
の
立
場
を
筆
者
は
採
用
す
る。

解
剖
を
用
い
た
脳
の
観
察
法
に
よ
り、

人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
識
状
態
が、

脳
内
の
血
流
の
変
動
に
よ
っ
て、

脳
内
の
領
域
ご
と
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り、

意
識
は、

特
定
の
脳
の
領
域
の
活
動
に
カ
ン
元
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
の
研
究
者
の
見
解
と
な
っ
て
い
る。

荘
子
の
考
え
方
に
よ
れ
ば、

相
手
が
い
な
け
れ
ば
自
分
と
い
う
も
の
も
な
く、

自
分
が
な
け
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
心
も
現
れ
よ
う
が
な
い
。

様
々
な
情
報
か
ら
つ
じ
つ
ま
の
あ
う
関
連
性
を
構
築
す
る
役
割
を
担
い
、

自
己
意
識
の
存
在
を
作
り
出
し、

言
語
情
報
の
処
理
の
は
た
ら
き
も
持
っ
て
い
る
の
は
右
脳
で
あ
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以
上。

脳
優
位
で
聴
い
て
い
る。

音
楽
の
右
左

一

九
七
九
年
の
正
月、

私
は
あ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
か
ら、

出
版
さ
れ
て
間
も
な
い
一

冊
の
本
を
贈
ら
れ
た
。

タ
イ
ト
ル
に
『
日
本
人
の
脳』
（
角
田
忠
信
著、

大
修
館
書
店、

A
 

年
二
月
初
版）

と
書
か
れ
た
そ
れ
は、

文
字
通
り、

日
本
人
の
脳
の
「
特
殊
性」

が
右
脳
と
左
脳
の
機
能
の
違
い
を
軸
に
語
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
内
容
を
タ
ン
的
に
紹
介
す
る
と、

先
ず、

人
間
の
脳
の、

左
右
の
機
能
差
が
語
ら
れ
る。

右
脳
は
左
手
等
の
身
体
の
左
半
分
を
支
配
し、

左
脳
は
右
手
を
含
め
た
身
体
の
右
半
分
を
支
配
す
る。

言
語
を
含
む
論
理
的
な
思
考
は
左

脳
が
担
当
し、

直
観
的
な
も
の
は
右
脳
が
優
位
に
働
く。

こ
こ
で
被
験
者
を、

日
本
語
を
母
語
と
し
て
育
っ
た
グ
ル
ー
プ
と、

そ
れ
以
外、

育
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
に
分
け、

彼
ら
の
音
や
音
楽
に
対
す
る
聴
き
方
の
違
い
を
調
べ
る。

結
果
は
以
下
の
通
り
だ。

い

わ

ゆ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
は
両
グ
ル
ー
プ
と
も
右
脳
優
位
に
聴
く。

機
械
音
な
ど、

非
整
数
次
倍
音
を
多
く
含
む
所
謂
雑
音
も、

両
グ
ル
ー
プ
共、

右
脳
優
位
だ
。
【

】
、

虫
の
声
や
風

の
音
な
ど
自
然
界
の
音
を、

日
本
語
母
語
グ
ル
ー
プ
は
言
語
を
支
配
す
る
左
脳
優
位
で
聴
き、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
母
語
グ
ル
ー
プ
は、

そ
れ
ら
を
右
脳
優
位
で
聴
い
て
い
る。

さ
ら
に、

三
味
線
や
第
な
ど
邦
楽
器
の
音
を、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
母
語
グ
ル
ー
プ
で
は、

他
の
音
楽
同
様
右
脳
優
位
に
聴
き、

日
本
語
母
語
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
ら
を、

言
語
を
聴
く
時
と
同
じ、

左

脳
の
科
学
は、

過
去
三
十
年
の
間
に
目
ま
ぐ
る
し
い
進
歩
を
遂
げ
た
。

従
っ
て
同
書
の
中
に
も、

今
で
は
科
学
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
見
解
も
幾
つ
か
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

だ
が、

十
九
世
紀、

P
ierre
Pa
ul
 Broca

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ、

同
著
者
の
角
田
氏
も
述
べ
て
い
る
学
説

左
脳
と
右
脳
は
互
い
に
協
働
的
に
働
い
て
は
い
る
が、

右
脳
が
直
観
力
を

扱
い
、

左
脳
が
言
語
や
論
理
を
支
配
的
に
扱
う

は、

現
在
定
説
と
な
っ
て
い
る。

ー

B

我
々
日
本
人
の
脳
が、

虫
の
声
や、

風
の
音
を
左
脳
（
言
語
脳）

優
位
で
聴
い
て
い
る
と
い
う
の
は、
「
み
ん
み
ん
」
「
ぴ
ゅ
う
ぴ
ゅ
う」

等
と
い
っ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
が、

日
本
語
に
非

常
に
多
い
事
か
ら
も、

実
感
と
し
て
納
得
で
き
る。

つ
ま
り、

こ
う
し
た
自
然
界
の
音
を、

日
本
人
は
日
本
語
を
聴
く
場
合
と
同
様
に
左
脳
優
位
で
処
理
し、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

換
し
て
い
る
の
だ。

我
々
は
多
分、

我
々
の
話
し
言
葉
以
外
の
音
を
耳
に
し、

そ
れ
ら
に
あ
る
種
の

問
題

日
本
語
と
い
う
言
語
に
変

（
日
本
的
な）

概
念
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
時
に
は
い
つ
も、

す
ぐ
さ
ま
日
本
語
へ

と
変
換
さ
せ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

そ
れ
が、

蝉
の
声
で
あ
れ、

外
来
語
で
あ
れ。

平
安
時
代
に
生
ま
れ
た、

中
国
の
漢
字
の
音
読
み。

そ
し
て
外
来
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記。

ー

そ
の
ど
ち
ら
も、

原
音
を
換
骨
奪
胎
し
て
日
本
語
を
当
て
嵌
め
て
い
る
と
い
う
点
で
は、

風
の
音
や
蝉
の
声
の
日
本
語
化
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

冷
静
に
客
観
的
に
聴
け
ば、

北
風
は
「
ぴ
ゅ
う
び
ゅ
う」

と
は
吹
か
な
い
し、

蝉
は
「
み
ん
み
ん
」

と
は
嗚
い
て
い
な
い
の
だ
。

音
読
み
さ
れ
た
漢
字
熟
語
の
元
の
中
国
語
は
ど
ん
な

発
音
か、

も
う
我
々
は
知
ら
な
い
。

片
仮
名
読
み
は
ど
う
だ
ろ
う
か。

レ
で
書
か
れ
る
R
と
L、

プ
で
書
か
れ
る
＞
と
B
ど
ち
ら
も
原
音
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

片
仮
名
を
使
っ
て
い
る

ア

つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
等
を
母
語
と
し
て

一

九
七
八
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カ
タ
カ
ナ
の
功
罪

第
二
次
世
界
大
戦
以
前、
正
式
文
章
は
片
仮
名
と
漢
字
と
で
表
記
さ
れ
て
い
た。
国
民
学
校
で
は
先
ず一
年
生
で
片
仮
名
を
習
っ
た。
平
仮
名
の
学
習
は
そ
の
後
で
あ
る。
片
仮
名
が

専
ら
欧
米
語
の
表
記
に
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
戦
後
だ。

と
こ
ろ
で、
「
さ
ん
き
ゅ
う」
と
書
い
て
あ
っ
た
ら
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か。
働
く
新
婚
の
男
女
で
あ
れ
ば
「
産
休」、

学
生
な
ら
「
三
級」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う。
し
か
し、
「
サ
ン
キ
ュ
ウ」
と
カ
タ
カ
ナ
で
書
い
て
あ
れ
ば、
こ
れ
は
ど
ん
な
世
代
で
も
皆
「
T
H
A
N
K

の

ん

き

だ
が
実
際
の
発
音
は、
平
仮
名
の
「
さ
ん
き
ゅ
う」
と
些
か
も
変
わ
ら
な
い
の
だ。
私
達
は
「
サ
ン
キ
ュ
ウ」
と
カ
タ
カ
ナ
で
表
す
事
で、
何
か
暢
気
な
勘
違
い
を
し
て
は
い
ま
い
か。

そ
れ
で
英
語
を
使
っ
た
気
に
な
り、
何
か
西
洋
風
の
概
念
の
中
に
自
ら
の
思
考
を
落
ち
着
け
て
い
る。

だ
が、
そ
れ
は
幻
想
だ。
実
際
に
聞
こ
え
て
い
る
の
は、
「
さ
ん
き
ゅ
う」
と
い
う
H
本
語
に
他
な
ら
な
い。
そ
う、
「
サ
ン
キ
ュ
ウ」
は
「
T
H
A
N
K

は
な
く、
「
さ
ん
き
ゅ
う」
と
い
う
日
本
語
な
の
だ。
そ
し
て、
「
T
H
A
N
K

思
考
方
法
の
根
本
が
伝
わ
ら
ず、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
日
本
語
を
基
盤
に
し
た
発
想
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
の
だ。

こ
の
外
来
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
が、
日
本
人
を
か
く
も
外
国
語
下
手
に
し
た
原
因
の一
っ
で
あ
る
と
思
う。
朝
鮮
語
に
も
中
国
語
に
も
片
仮
名
に
相
当
す
る
表
記
方
法
は
な
い。
だ
か

ら、
と

iII
す
る
わ
け
で
は
な
い
が、
私
の
印
象
で
は、
彼
ら
の
方
が、
外
国
語
を
よ
り
良
く
聞
け、
話
せ
る。
し
か
し一
方、
私
達
が
短
時
日
に、
そ
し
て
大
量
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化

か
い

し
ゃ

を
輸
入
し、
知
識
人
の
み
な
ら
ず、
広
く
人
口
に
胞
炎
し
得
た
の
も、
カ
タ
カ
ナ
の
お
か
げ
だ
ろ
う。

日
本
へ
の、
外
来
文
化
浸
透
に
対
す
る
カ
タ
カ
ナ
の
貢
献
度
は、
計
り
知
れ
な
い。
も
し
カ
タ
カ
ナ
が
無
か
っ
た
ら、
例
え
ば、

は、
と
て
も
思
え
な
い。
第一
音
階
を
何
と
呼
ぶ
の
か
す
ら、
想
像
で
き
な
い。
し
か
し
…
…、

•
…••
こ
の、

R
E
は
L
E
M
O
N
の
R
E
?

ド
は
ド
ー
ナ
ツ
の
ド、
レ
は
レ
モ
ン
の
レ。

は
な
く、
「
あ
な
た
に、
感
謝
し
ま
す
よ」

発
音
が
思
い
浮
か
ば
な
い
ば
か
り
か、
「

T
H
A
N
K

R
E
は
L
E
M
O
N
の
R
E
で
良
い
の
だ
ろ
う
か
？

た
か
が
言
葉、
さ

で
な
け
れ
ば
「一二
休」、
何
か
習
い
事
を
し
て
い
る
小

Y
o
u」
を
「
サ
ン
キ
ュ
ウ」
と
頭
の
中
で
変
換
し
て
い
る
以
上、
「
T
H
A
N
K」
の
「
T
H」
の

Y
o
u」
が
「
T
H
A
N
K」
と
「
Y
o
u」
で
あ
る
事、

、
、
、
、
、
‘
、

の
「
あ
な
た」
と
い
う、
対
象
を
限
定
し
た
感
謝
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
い
う
点
に、
思
い
が
至
ら
な
い。
つ
ま
り、
英
語
を
話
す
人
々
の、

一
字
も
外
国
語
を
書
け
な
く
と
も、
外
国
語
を
知
っ
た
気
分
に
な
れ
た
の
だ
か
ら、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
が
現
在
ほ
ど
日
本
に
普
及
し
得
た
と

カ
タ
カ
ナ
表
記
に
よ
る
外
来
文
化
の
輸
入
は、
あ
ま
り
に
も
セ
イ
急
に
過
ぎ、
あ
ま
り
に
も
浅
薄
で
は
な
か
っ
た
か。
千
百
年
程
前、
我
々
は
「
功
罪」
を
「
G
O
N
G

z
u
I」
で
は
な
く
「
こ
う
ざ
い」
と
変
換
し
て、
日
本
語
に
し
て
し
ま
っ
た。
そ
し
て
元
の
中
国
語
「
G
O
N
G
z
u
I」
と
そ
れ
に
纏
わ
る
文
化
を
固
�
し
て、
長
い
時
間
を
か
け

て
「
G
O
N
G
z
u
I」
で
は
な
く
「
こ
う
ざ
い」
か
ら
私
達
の
文
化
を
創
り
上
げ
て
き
た。
同
様
に、
我
々
が
カ
タ
カ
ナ
と
い
う
名
前
を
付
け
て
引
っ
張
っ
て
き
た
大
贔
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
化
の
本
質
も、
多
分、
殆
ど
私
達
の
中
に
伝
わ
っ
て
い
な
い。
そ
れ
で
よ
し、
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

イ

】、
自
ら
の
置
か
れ
た
立
場
を
感
謝
す
る
「
有
難
う」
で

Y
o
u」
と
い
う
英
語
で

Y
o
u」
で
は
な
い
か。
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工

手
で
実
行
さ
れ
る。

つ
ま
り
敵
と
戦
っ
て
き
た
人
間
の
主
張
は、

そ
の
ま
ま
武
器
か
ら
楽

れ
ど
言
葉
で
あ
る
。

言
語
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
文
化
の
領
域
は
広
く
深
い
。

或
い
は、

開
き
直
っ
て、

そ
う
い
っ
た
文
化
の
本
質
に
目
を
瞑
っ
た
ま
ま、

カ
タ
カ
ナ
語
か
ら、

私
達
は

ぽ
ん

と

ち
ょ
う

何
か
新
た
な
文
化
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か。

京
都
の
先
斗

町
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
P
O
N
T
O
の
音
に、

無
理
や
り
先
斗
と
い
う
漢
字
を
当
て
嵌
め
て
「
ポ
ン
ト」

と
読
ま
せ
た
。

だ
が、

そ
の
様
な
文
化
の
す
り
替
え
は、

情
報
の
海
と
も
い
え
る
二
十
一

世
紀
に
生
き
る
我
々
に
と
っ
て、

あ
ま
り
に
も
皮
相
的
に
過
ぎ
る
と
思
う
の
だ
。

P
O
N
T
O

右
手
で
こ
う
し
た
細
か
い
作
業
を
す
る
方
が、

遥
か
に
合
理
的
に
も
思
え
る
の
だ
が。

P
O
N
T
O
S
で
あ
る
事
も
伝
わ
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
も
う、

ポ
ル

】
、

過
去
三
十
年
間、

折
に
触
れ
ま
さ
し
く
私
の
脳
を
過
っ
て
き
た
の
は、
（
日
本
人
の
み
な
ら
ず）

人
間
の
脳
の、

左
右
の
働
き
の
違
い
で
あ
る
。

そ
の
違
い
が
音
楽
に
ど

D

も
た
ら

ん
な
影
響
を
齋
す
の
か、

た
び
た
び
疑
問
に
と
ら
わ
れ、

そ
の
つ
ど
考
え
を
進
め
て
き
た。

例
え
ば、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
が
右
手
に
弓
を
持
つ
の
は
何
故
だ
ろ
う。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を

弾
く
時、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
は、

細
か
い
音
程
を
何
の
指
標
も
な
い
指
版
の
上
で
作
る。

何
故、

こ
の
作
業
を
右
手
で
し
な
い
の
か
？

脳
の
左
右
の
機
能
に
関
す
る
知
識
な
ど
全
く
持
た
な
か
っ
た
頃、

私
は、

駆
け
出
し
の
指
揮
者
だ
っ
た
。

当
時、

私
よ
り
も
年
長
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
達
に、

よ
く
弓
の
先
で
楽
譜

を
突
か
れ
な
が
ら、

あ
あ
だ、

こ
う
だ
と
散
々
文
句
を
言
わ
れ、

今
考
え
れ
ば
次
元
の
低
い
言
い
合
い
を
し
た
も
の
だ。

そ
の
時、

彼
ら
の
持
つ
弓
が、

ま
る
で
武
器
の
よ
う
に
感
じ
ら

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
い
う
楽
器
は、

ど
こ
か
古
代
ロ
ー
マ
の
盾
と
矛
に
似
て
い
る。

左
手
で
掴
む
盾
が
楽
器
本
体
で、

右
手
で
持
つ
矛
が
弓
で
あ
る
。

盾
を
持
つ
時、

そ
の
裏
側
の
取
っ

手
を
左
手
で
掴
む
。

今、

こ
の
櫃
ん
だ
左
手
を
捻
っ
て
盾
を
抱
え
る
様
子
を
想
像

し
て
も
ら
い
た
い
。

そ
れ
で、

盾
と
し
て
の
役
目
が
終
わ
り、

武
器
は
楽
器
に
変
わ
る
。

捻
ら
れ、

無
理
な
形
を
強
い
ら
れ
た
左
手
は
防
御
の
任
務
を
解
か
れ、

音
楽
の
僕
に
な
る。

何

の
印
も
無
い
指
板
の
上
で、

ミ
リ
単
位
以
卜
の
幅
で
正
し
い
音
程
を
導
き
出
す
の
は、

右
脳
が
役
割
を
果
た
す
直
感
の
世
界
で
あ
る
。

だ
か
ら、

そ
れ
は
同
じ
右
脳
の
支
配
下
に
あ
る
左

】
、

矛
を
持
ち、

敵
を
殺
し
て
き
た
右
手
は、

弓
に
持
ち
替
え
ら
れ
る
。

が、

し
か
し、

本
来
の
役
割、

器
と
な
っ
て
も
保
持
さ
れ
る
。

即
ち、

演
奏
に
お
い
て
も、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
主
張
を
担
う
の
は、

右
手
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て、

そ
の
右
手
を
支
配
す
る
左
脳
か
ら
は、

言
語
に

う
か
が

関
す
る
指
令
も
発
せ
ら
れ
て
い
る。

そ
れ
は、

言
語
と
表
現
と
の、

極
め
て
密
接
な
連
関
を
窺
わ
せ
る。

音
楽
表
現
の
決
定
権
を
握
る
の
は
左
脳
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

こ
の
仮
定
に
立
っ
て、

も
う
一

度
逆
か
ら
検
証
し
て
み
る。

れ
た
の
を
覚
え
て
い
る。

左
利
き
に
音
楽
は
で
き
な
い

筈
は
な
い

ト
ガ
ル
語
の
破
片
も
な
い
の
で
あ
る
。

を
先
斗
と
し
て
し
ま
っ
た
ら、

つ
ま
り、

こ
こ
に
一

人
の
表
現
者
が
い
て、

彼
（
女）

P
O
N
T
O
が
男
性
単
数
名
詞
O

P
O
N
T
O
で
あ
る
事
も、

複
数
形
が
0
S

の
前
に
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
本
体
と
弓
と
が
置
か
れ
て
い
る。

右
利

一

見、

弓
を
左
手
に
持
ち、

利
き
手
で
あ
る
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は
左
手
で
何
も
し
て
い
な
い
の
か
？

私
は
今、

こ
こ
に
音
が
七
つ
あ
る
と
し
よ
う。

そ
れ
を
二
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
分
け
て
弾
く
事
を
考
え
る

つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
分
け
る
と
い
う
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら）
。

次
に、

そ
の
二
つ
を
ど
う
や
っ
て
分
け
る
か
(
2

対
5
か、

3
対
4
か、

1
対
6
か
な
ど）

を
決
定
す
る。

ボ

f
た

ウ
イ
ン
グ
と
は、

こ
う
し
て
様
々
に
分
割
さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
を、

弓
を
持
っ
て
弾
く
技
術
で
あ
る
。

何
も
し
な
け
れ
ば
唯、

連
綿
と
続
く
ば
か
り
の
音
の
連
続
を、

幾
つ
も
の
フ
レ
ー
ズ

に
分
け
て
構
成
し、

分
節
し
渡
奏
す
る
事
で、

音
楽
に
多
様
な
躍
動
が
生
ま
れ
る。

卑
近
な
例
を
挙
げ
て
説
明
す
れ
ば、

文
章
の
ど
こ
に
点
を
打
っ
て
読
む
か、

と
い
う
事
に
近
い
か
も

し
れ
な
い
。
「
オ
ン
ガ、

ク
ニ
ャ
ク、

ド
ウ
ガ、

ウ
マ
レ
ル
」

と
読
む
か、
「
オ、

ン
ガ
ク
ニ
ャ
ク、

ド、

ウ
ガ
ウ
マ
レ
ル
」

と
読
む
か
或
い
は
「
オ
ン
ガ
ク
ニ
、

ル
」

と
読
む
か
の
違
い
だ
。

畢
党
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
で、

表
現
上
の
決
定
的
な
要
素
を
握
る
の
は、

左
脳
で
思
考
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
な
の
だ
。

フ
レ
ー
ズ
か
ら
音
楽
に
躍
動
が
生
ま
れ
る
と
書
い
た。

音
楽
の
躍
動
と
は、

即
ち
ス
ウ
ィ
ン
グ
で
あ
る。

い
る
の
は
ス
ウ
ィ
ン
グ
な
の
か。

ま
た、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
｛演
奏
に
お
い
て、

表
現
上
最
も
大
切
な
も
の
は、

右
手
の
ボ
ウ
イ
ン
グ
だ、

と
も
書
い
た。

人
は
音
楽
を
右
脳
で
聴
い
て
い
る。

右
脳
で
聴
い
て
い
る
音
楽
を
何
故
左
脳
で
構
成
し、

主
張
し、

表
現
す
る
の
だ
ろ
う
か。

確
か
に
何
か
が
変
だ
と
思
っ
た。

こ
の
矛
盾
を
説
明
で

き
な
け
れ
ば、

私
が
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
事
の
論
拠
が
崩
れ
て
し
ま
う。

私
が
長
い
思
索
と
経
験
の
上
に
到
達
し
た
推
論
は、

次
の
様
な
も
の
だ
。

左
脳
で
構
成
し
主
張
さ
れ
る
音
楽
は、

音
楽
で
あ
っ
て
或
る
意
味
音
楽
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

従
わ
せ
よ
う
と
す
る
支
配
欲
で
あ
り、

社
長
に
な
り
た
い
、

指
揮
者
に
な
り
た
い
、

と
い
う、

限
り
な
い
野
心
で
あ
り、

そ
れ
ら
全
て
を
包
含
し
た
人
間
の
エ
ゴ
そ
の
も
の
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か。

そ
の
エ
ゴ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
で
展
開
す
る
為
に、

最
も
有
効
な
手
段
が
ス
ウ
ィ
ン
グ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

ウ
ィ
ン
グ
だ
し、

百
組
の
カ
ッ
プ
ル
を
踊
ら
せ
る
の
も
三
拍
子
の
ワ
ル
ツ
だ
。

右
脳
で
聴
か
れ
る
ど
ん
な
に
美
し
い
旋
律
も
ど
ん
な
に
豊
か
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
も、

ウ
ィ
ン
グ
な
し
に
は、

多
く
の
人
間
を
一

斉
に
動
か
す
事
は
で
き
な
い
。

そ
れ
に
成
功
し
た
地
球
上
唯
一

の
音
楽
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
な
の
だ
。

さ
て、

そ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
の

リ
ズ
ム
の
全
て
が、

左
脳
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て、

で
は
ボ
ウ
イ
ン
グ
と
は
何
か
？

ボ
ウ
イ
ン
グ
な
の
だ
。

彼
（
女）

音
色
や
ハ
ー
モ
ニ
ー
は
重
要
で
は
な
い
の
か
？

＇

 

音
楽
を
演
奏
す
る
と
い
う
事
は
即
ち
表
現
で
あ
り
主
張
で
あ
る。

そ
し
て、

主
張
は、

言
語
を
以
て
発
ア
ン
さ
れ
構
成
さ
れ
る。

な
ら
ば、

そ
の
主
張
へ
の
指
令
は、

当
然、

言
語
を

支
配
す
る
左
脳
か
ら
発
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う。

こ
の
左
脳
か
ら
の
指
令
を
実
行
に
移
す
の
は
右
手
し
か
な
い
。

従
っ
て、

彼
（
女）

き
の
彼
（
女）

が
弓
を
持
つ
の
は
ど
ち
ら
の
手
か
？

で
は、

千
人
の
兵
士
を
行
進
さ
せ
る
の
も
二
拍
子
の
ス

つ
ま
り一
二
つ
で
は
な
く

は、

迷
う
事
な
く
右
手
で
弓
を
持
つ
だ
ろ
う。

は
そ
の
弓
を
持
っ
た
右
手
で、

ど
う
や
っ
て
自
己
を
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
に
お
い
て、

表
現
上
最
も
大
切
な
も
の
は、

右
手
の
弓
の
動
き、

（
こ
の
時
点
で、

す
で
に
表
現
の
第
一

歩
が
始
ま
っ
て
い
る。

ヤ
ク
ド
ウ
ガ、

つ
ま
り

で
は、

ウ
マ
レ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
の
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
を
握
っ
て

で
は
一

体、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト

そ
れ
は、

な
ん
と
か
自
分
の
意
見
を
通
そ
う
と
す
る
主
張
で
あ
り、

人
を

リ
ズ
ム
な
し
に
は、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
は
十
七
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て、

民
族
の
音
楽
も
ジ
ャ
ズ
も
ロ
ッ
ク
も
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切
実
な
何
か
（
主
張）

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。
【

d
 

巻
き
込
ん
で、

或
る
時
は
人
々
を
戦
争
に
駆
立
て、

ま
た
或
る
時
は
戦
争
か
ら
救
い、

文
字
通
り
世
界
を
制
ハ
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か。

こ
こ
ま
で
の
話
を、

私
は
ウ
ィ
ー
ン
の
コ
ン
チ
ェ
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
楽
屋
裏
で、

デ
ン
マ
ー
ク
王
立
管
弦
楽
団
に
い
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に
し
て
い
た。

話
題
が
こ
の
ボ
ウ
イ
ン
グ
に

こ
れ
も、

言
語
と
音
楽
と
の
極
め
て
密
接
な
連
関
の
証
明
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
｀

一

体
ど
れ
だ
け
の
覚
悟
を
持
っ
て
ポ
ー
ル
や
チ
ャ
ッ

左
利
き
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
少
な
く
な
い
。

ポ
ー
ル
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
は
十
代
の
頃
に、

す
で
に
ギ
タ
ー
の
弦
を
す
べ
て
逆
に
張
り
替
え
て
左
手
で
ピ
ッ
ク
を
握
っ
て
い
た。

チ
ャ
ー
リ
ー
・

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
は
監
督、

俳
優
の
顔
の
他
に
も
チ
ェ
リ
ス
ト、

作
曲
家
と
い
う
頻
も
持
っ
て
い
た。

そ
し
て
彼
も
チ
ェ
ロ
の
弦
を
全
て
逆
に
張
り
替
え
駒
も
裏
返
し
て、

左
手
で
弓
を
持
っ
て
弾
い
て
い
た
の
だ。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
二
人
と
も
左
利
き
で
あ
る。

し
か
し、

最
近
の
研
究
で
は
左
利
き
の
約
七
0
％
は、

言
語
中
枢
は
右
利
き
の
人
と
同
じ
左
脳
に
あ
る
事
が
わ
か
っ
て
き
た。

も
し、

こ
の
七
0
％
に
あ
た
る、

言
語
中
枢
は
左
脳
の
ま

ま
で、

普
段
の
生
活
は
左
利
き
の
人
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
ギ
タ
ー
を
始
め
た
ら、

の
器
用
さ
と、

右
手
の
主
張
と
を
併
せ
持
つ
事
に
な
る
の
だ
か
ら。

私
の
友
人
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
や、

ポ
ー
ル
・
マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー、

が
ど
ち
ら
に
あ
る
か
は
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。

他
人
の
脳
の
中
を
勝
手
に
想
像
す
る
失
礼
を
許
し
て
も
ら
え
る
な
ら、

彼
ら
は、

も
し
か
し
た
ら、

残
り
の――1
0
％
に
あ
た
る、

右
脳

に
言
語
中
枢
を
持
つ
左
利
き
の
人
達
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
は
基
本
的
に
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
に
よ
る、

彼
女
は
左
利
き
で
あ
る。

「
楽
器
な
し
で
私
が
ボ
ウ
イ
ン
グ
を
考
え
る
時、

移
っ
た
時、

彼
女
は
目
を
大
き
く
見
開
い
て
こ
う
言
っ
た。

つ
い
三
十
年
程
前
ま
で、

左
利
き
の
人
の
言
語
中
枢
は
右
脳
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た。

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
彼
ら
に、

ヴ
ィ
ル
ト
ウ
オ
ー
ゾ
ヘ
の
道
が
開
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
左
手

チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
言
語
中
枢

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
為
の
音
楽
で
あ
る。

そ
こ
に、

女
性
が
入
り
込
む
余
地
が
無
か
っ
た
が、

左
利
き
の
音
楽
家
が
入
り

込
む
余
地
も
ま
た、

弦
楽
器
に
関
し
て
言
え
ば
皆
無
で
あ
っ
た。

左
利
き
用
の
チ
ェ
ロ
も
ギ
タ
ー
も
存
在
し
な
か
っ
た。

だ
か
ら、

プ
リ
ン
が
大
切
な
楽
器
の
弦
を
張
り
替
え、

ビ
ッ
ク
や
弓
を
左
手
に
持
ち
替
え
た
の
か、

あ
る
い
は
ど
れ
程
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
下
に、

友
人
の
左
利
き
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
が、

右

手
で
の
演
奏
を
習
得
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か、

想
像
す
る
た
び
に
胸
を
打
た
れ
る。

多
分、

前
者
に
は、

利
き
手
で
な
く
て
は
ど
う
し
て
も
表
現
し
き
れ
な
い、

誰
か
に
伝
え
た
い、

ロ
ッ
パ
的
な
エ
ゴ
の
本
質
に
違
い
な
い
。

ま
た、

後
者
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
始
め
た
ば
か
り
の
少
女
に
と
っ
て、

に
難
く
な
い
。

そ
う
指
摘
す
る
と、

彼
女
は
少
し
寂
し
げ
な
表
情
を
し
て
こ
う
言
っ
た。

】、

ピ
ッ
ク
や
弓
は
右
手
で、

と
い
う
不
文
律
を
も
ひ
ら
り
と
飛
び
越
え
る
事
が
で
き
た
の
だ。

そ
れ
が、

良
く
も
悪
く
も
ヨ
ー

い
か
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
規
制
が
叫
樹
で
あ
っ
た
か
も、

想
像
す
る

「
一

介
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
私
を、

ビ
ー
ト
ル
ズ
の
メ
ン
バ
ー
や
大
喜
劇
王
と
比
べ
な
い
で
欲
し
い
わ
ね。

い
つ
も
決
ま
っ
て
動
い
て
い
る
の
は
左
手
だ
わ
！」

で
も、

も
し
私
に、

そ
こ
ま
で
の
主
張
（
エ
ゴ
）

が
あ
っ
た
な
ら、

王
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「
え
え
Pよ
も
う一
度
言
っ
て
く
だ
さ
い」

「
…
…
し
ま
せ
ん。
尺
八
古
典
血
で
は
し
ま
せ
ん」

「
尺
八
は
タ
ン
ギ
ン
グ
を
し
ま
す
か
？」

「
何
か
…
…」

「
唐
突
で
す
が、
お
訊
き
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す」

氏
に
会
い
に
行
っ
た。

八
ソ
ロ
作
品
(
O
NCE
I
N
 
ARC
AD
IA
 F
O
R
 S

HAKU
HAC
HI)
 

―1
0
0
四
年
の
夏、
私
は
!C
ANA
S
(
国
際
ア
ジ
ア・
北
ア
フ
リ
カ
研
究
会
議）
と
い
う
巨
大
な
国
際
学
会
の一
分
科
会
に
招
か
れ、
モ
ス
ク
ワ
ヘ
赴
い
た。
会
議
の
中
で
私
の
尺

の
派
奏
が
予
定
さ
れ
て
い
た
為
だ。
そ
の
演
奏
後
に
行
わ
れ
る
短
い
講
エ
ン
に
備
え
て
東
京
で
準
備
を
進
め
て
い

た
時、
ふ
と
こ
ん
な
事
が
頭
に
浮
か
ん
だ

邦
楽
演
奏
と
い
う
の
は、
も
し
か
し
た
ら、
西
洋
的
な
意
味
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

ば
ち

三
味
線
に
は
撥
が
あ
り、
第
も
爪
を
付
け
る。
い
ず
れ
も
右
手
で、
脳
の
右
左
の
機
能
を
考
え
て
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
ギ
タ
ー
と
変
わ
ら
な
い。
…
…
や
は
り、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い

な。
と
前
述
の
考
え
を
否
定
し
か
け
た
時、
で
は、
管
楽
器
で、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
弓
に
あ
た
る
「
表
現」
を
担
う
働
き
を
す
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か、
と
考
え
た。
木
管
楽
器
は
両
手

の
指
を
等
し
く
使
い、
金
管
楽
器
は
バ
ル
ブ
の
操
作
が
右
手
の
場
合
（
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
等）
と
左
手
の
場
合
（
ホ
ル
ン
等）
に
分
か
れ
る。
と、

表
現
上
の
決
定
的
な
要
素
で
は
な
い
に
違
い
な
い。
す
る
と、
他
に
思
い
当
た
る
も
の
は、
リ
ズ
ム
を
刻
む
場
合、
或
い
は
旋
律
の
フ
レ
ー
ズ
の
開
始
を
示
す
場
合、
舌
で
T
や
D
の
発

音
を
し
て
息
を
吹
き
込
む、
全
て
の
管
楽
器
に
共
通
す
る
タ
ン
ギ
ン
グ
と
い
う
技
術
し
か
な
い。
タ
ン
ギ
ン
グ
が
そ
も
そ
も
舌
そ
の
も
の
を
使
う
こ
と
か
ら、
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
「
も
の

を
言
う」
作
業
は
な
い
だ
ろ
う。
今、
タ
ン
ギ
ン
グ
を
全
て
の
管
楽
器
に
共
通
す
る、
と
書
い
た。
あ
の
時
の
私
の
連
想
も
こ
の
順
番
だ
っ
た。

そ
し
て、
私
は
あ
る
事
を
ど
う
し
て
も
直
接
確
か
め
た
く
て、
拙
作
O
NCE
I
N
 
ARC
AD
IA
 F
O
R
 S

HAKU
HAC
HI
の
初
演、
そ
れ
も
大
変
な
名
演
を
残
し
て
く
れ
た
K•
Y

「
古
典
曲
の
尺
八
演
奏
で
は
タ
ン
ギ
ン
グ
を
全
く
し
ま
せ
ん。
し
か
し、
現
代
の
作
品
で
は
し
ま
す
よ。

も
龍
笛
も
篇
策
も
同
様
で
す」

私
は
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
受
け
た。
尺
八
は
タ
ン
ギ
ン
グ
を
し
な
い
！

I
 

E
 

世
界
で
唯一
タ
ン
ギ
ン
グ
を
し
な
い
国・
日
本

立
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
入
団
試
験
な
ん
か
受
け
な
か
っ
た
わ
よ」

篠
笛
も
龍
笛
も、
そ
し
て
篇
築
も
タ
ン
ギ
ン
グ
を
し
な
い
ー・

で
は、
日
本
の
笛
の
潮
奏
者
に
と
っ
て、
表

い
う
こ
と
は
つ
ま
り、
手
の
左
右
差
が、

フ
ル
ー
ト
の
よ
う
に。
で
も
古
典
曲
で
は一
切
使
い
ま
せ
ん。
そ
れ
は、
篠
笛

現
と
は一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か、
と
い
う
よ
り、
何
で
あ
る
の
が
本
来
的
な
の
だ
ろ
う
か。
よ
く、
尺
八
の
音
を
指
し
て、
竹
林
に一
陣
の
風
が
吹
き
抜
け
る
よ
う
に、
等
と
言
わ
れ
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る
け
れ
ど
も、
そ
れ
は、
案
外
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い。
つ
ま
り
西
洋
的
な
芸
術
(
A
R
T
S)
が
ARTIFIC

IAL
(
人
工
的
な）
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く、
「
自

↑

い
ー
』

然」
と
対
峙
し
た
「
人
工」
の
産
物
で
あ
る
の
に
対
し、
日
本
発
祥
の
管
楽
器
で
あ
る
尺
八
は、
自
然
と
ユ
ウ
和
し
た
中
で
正
に、
竹
林
に
吹
く
風
の
よ
う
に
奏
で
ら
れ
る。
そ
こ
に
は

西
洋
的
芸
術
に
は
不
可
欠
な
「
私
は」
と
か
「
私
が」
と
い
う
自
我
が
入
り
込
む
余
地
な
ど
な
い
の
だ
ろ
う。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
い
え
ば、
本
来、
尺
八
は
誰
か
に
何
か
を
伝
え
た
＜

て
吹
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ。
だ
か
ら、

喋
ら
な
い。
タ
ン
ギ
ン
グ
を
し
な
い。
誰
の
為
に
で
も
な
く、
自
ら
の
瞑
想
と
思
索
の
為
に
吹
く。
モ
ス
ク
ワ
の
会
議
で
拙
作
を
演
奏

し
た
の
は
＞
と
い
う
ロ
シ
ア
人
尺
八
奏
者
だ
っ
た。
彼
は、
私
が
提
出
し
た
五
線
譜
を
全
て
日
本
の
文
字
に
よ
る
尺
八
譜
に
書
き
直
し、
技
術
的
に
は
非
常
な
困
難
を
伴
う
に
も
拘
わ
ら

ず、
タ
ン
ギ
ン
グ
を
全
く
せ
ず
に
吹
き
通
し
た。
そ
の
演
奏
か
ら
は、
「
作
品」
と
い
う
文
字
が、
ま
る
で
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
る
様
に
消
え
て
い
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る。
終
涼
後、

せ
き
り
ょ
う

そ
こ
に
は
唯、
ホ
ワ
イ
ト
ノ
イ
ズ
の
様
な
寂
蓼
感
が
漂
っ
て
い
た。

※
問
題
作
成
の
た
め
文
章
の一
部
を
改
変、
省
略
し
て
あ
り
ま
す。

森
本
恭
正
「
西
洋
音
楽
論
＼
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
狂
気
を
聴
け』
よ
り
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弓奴几

問

f e d C b a 

ユ 講 制 発 セ 夕 畠
ウ 工 Iヽ ァ ィ ン a

和 ン ン 急 的 \ 
f 
の

① ① ① ① ① ① そ
れ

ユ 祝 Jヽ ァ 逗、土 簡 ぞ
ゥ 工 根 ン セ 夕 れ

或、Lヽ ン 愚 イ ン の
力

夕

② ② ② ② ② ② 力

ナ
ユ 工 Jヽ ァ セ 先 部
ゥ ン 及 ン ィ 夕 分
情 技 灯 御 ン の

漢
字

③ ③ ③ ③ ③ ③ と
同

ユ 工 lヽ 慰 酸 魂 じ
ゥ ン 閥 ア セ 夕 漢
美 助 ン ィ ン 字

ヽ

④ ④ ④ ④ ④ ④ つ

ぎ
金 工 Jヽ ア セ 夕 の
ユ ン 痛 ン ィ ン 中
ゥ 盤 仁 備 求 か

ら

⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ つ

ず
ユ 菜 Jヽ ァ セ 夕 つ

ゥ 工 者 ン ィ ン 選
弁 ン 梅 緻 念 び

な
さ

⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ vヽ
゜

固 良 Jヽ 妙 セ 驚
ユ 工 砕 ァ ィ 夕

ゥ ン ン 人 ン

式
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設
問
三

設
問

⑥

【
ア】
と
こ
ろ
が

【
イ】
一

方

【
オ】
だ
か
ら
こ
そ

⑤

【
ア】
と
こ
ろ
が

【
イ】
つ
ま
り

【
オ】
だ
か
ら
こ
そ

④

【
ア】
だ
か
ら
こ
そ

【
イ】
さ
て

【
エ
】
と
こ
ろ
が

③

【
ア】
だ
か
ら
こ
そ

【
イ】
さ
て

【
イ】
つ
ま
り

【
エ
】
と
こ
ろ
が

②

【
ア】
だ
か
ら
こ
そ

【
オ】
と
こ
ろ
が

①

【
ア】
つ
ま
り

難
く
な
い

k

厳
格

旋
律

連
綿

h

捨
象

g

短
絡

①
 

【
イ】
さ
て

か
た
く
な
い

①

げ
ん
か
く

①

せ
り
つ

①

れ
ん
わ
た

①
 
す
て
ぞ
う

①

た
ん
ね
ん

②

な
ん
く
な
い

②
 

②
 

②
 【

ウ】
だ
か
ら
こ
そ

ご
ん
か
く

②

し
り
つ

②

れ
ん
き
ん

二
重
傍
線
g
ー
ー
の
語
旬
の
正
し
い
読
み
方
を、

つ
ぎ
の
中
か
ら
一

っ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

た
ん
と
う

し
ゃ
し
ょ
う

括
弧【
ア】
ー
【
オ】
に
入
る
適
切
な
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
は
ど
れ
か。

【
ウ】
つ
ま
り

【
ウ】
さ
て

【
ウ】
つ
ま
り

【
ウ】
さ
て

【
ウ】
つ
ま
り

し
ゃ
ぞ
う

ご
ん
こ
う

つ
ぎ
の
中
か
ら
―

つ
選
び
な
さ
い
。

【
エ
】
一

方

【
エ
】
一

方

【
エ
】
一

方

【
エ
】
さ
て

【
オ】
一

方

＿
オ】
一

方

③

む
ず
か
し
く
な
い

③
 

③

せ
つ
つ

③

れ
ん
め
ん

③
 

③

た
ん
ざ
く

【
オ】
と
こ
ろ
が

④

ま
っ
た
く
な
い

④

が
ん
か
く

④

せ
ん
つ

④

れ
ん
め
い

④
 
し
ゅ
う
ぞ
う

④

た
ん
か
く

⑤

ひ
ど
く
な
い

⑤

げ
ん
こ
う

⑤

せ
じ
ゅ
つ

⑤

れ
ん
せ
い

⑤
 
し
ゅ
う
し
ょ
う

⑤

た
ん
ら
く

⑥

む
つ
か
し
く
な
い

⑥

が
ん
こ
う

⑥

せ
ん
り
つ

⑥

れ
ん
せ
ん

⑥
 
し
ゅ
し
ょ
う

⑥

た
ん
ど
く
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⑥

象
徴

⑤

寓
意

④

擬
人
法

③

擬
音
語

②

擬
態
語

①

比
喩

設
問
五

I

波
線
B
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」

の
意
味
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
を
一

っ
選
び
な
さ
い
。

⑥

三
味
線
や
等
（
こ
と）

な
ど
邦
楽
器
の
音
を、

右
脳
優
位
で
聴
く
こ
と
。

⑤

虫
の
声
や
風
の
音
な
ど
の
自
然
界
の
音
を、

左
脳
優
位
で
聴
く
こ
と
。

④
 
③
 
②
 
①

人
間
の
脳
に
は、

左
右
に
機
能
差
が
あ
る
こ
と
。

設
問
四

波
線
A
「
特
殊
性」

の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一

っ
選
び
な
さ
い
。

右
脳
は
左
手
等
の
身
体
の
左
半
分
を
支
配
し、

左
脳
は
右
手
を
含
め
た
身
体
の
右
半
分
を
支
配
す
る
こ
と
。

言
語
を
含
む
論
理
的
な
思
考
は
左
脳
が
担
当
し、

直
観
的
な
も
の
は
右
脳
が
優
位
に
働
く
こ
と
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
や
機
械
音
な
ど
の
雑
音
を、

右
脳
優
位
で
聴
く
こ
と
。
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設
問
七

⑥

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
は
左
手
で
は
何
も
で
き
な
い
た
め
。

⑤
 
④
 

③
 
②
 

①
 

ー

波
線
C
「
換
骨
奪
胎
し
て
」

の
意
味
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
を
一

っ
選
び
な
さ
い
。

生
み
出
し
て

取
り
や
め
て

創
り
出
し
て

切
り
離
し
て

あ
き
ら
め
て

波
線
D
「
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
が
右
手
に
弓
を
持
つ
」

理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。
一
完
全
回
答
の
み
正
解】

指
揮
者
と
言
い
合
い
を
す
る
と
き
に
弓
の
先
で
楽
譜
を
突
く
必
要
が
あ
る
た
め
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
い
う
楽
器
は、

古
代
ロ
ー
マ
の
盾
と
矛
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
た
め
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
本
体
の
指
板
の
上
で
正
し
い
音
程
を
導
き
出
す
の
は、

右
脳
の
働
き
で
あ
る
た
め
。

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
の
表
現
上
最
も
大
切
な
も
の
は
右
脳
が
指
令
を
出
す
ボ
ウ
イ
ン
グ
で
あ
る
た
め。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
音
楽
で
表
現
を
決
定
す
る
の
は
左
脳
で
思
考
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
た
め
。

⑥
 
⑤
 
④
 
③
 

②

真
似
し
て

①
 

設
問
六
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設
問
八

日
本
発
祥
の
尺
八
は、

誰
か
に
何
か
を
伝
え
る
た
め
に
吹
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

⑤
 

ポ
ー
ル
・

マ
ッ
カ
ー
ト
ニ
ー
や
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
は、

右
脳
に
言
語
中
枢
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

木
管
楽
器
で
は
両
手
の
指
を
等
し
く
使
う
が、

金
管
楽
器
で
は
手
の
左
右
差
が
表
現
上
の
決
定
的
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

④
 本

文
の
記
述
内
容
と
合
わ
な
い
も
の
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。
一
完
全
回
答
の
み
正
解】

右
脳
が
直
観
力
を
扱
い
、

左
脳
が
言
語
や
論
理
を
扱
う
と
い
う
こ
と
は、

現
在
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

カ
タ
カ
ナ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
輸
入
す
る
の
に
役
立
っ
た
が、

そ
の
本
質
的
理
解
を
妨
げ
た
。

左
脳
で
構
成
さ
れ
表
現
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
は、

人
間
の
エ
ゴ
そ
の
も
の
で
あ
る
。

②
 
①
 

設
問
九

⑥

自
ら
の
瞑
想
と
思
索
の
為
に
用
い
ら
れ
る
技
術

⑤

「
私
は
」

と
か
「
私
が」

と
い
う
自
我
を
表
現
す
る
余
地
の
あ
る
技
術

④

尺
八
な
ど
日
本
の
管
楽
器
で
は
一

切
使
わ
れ
な
い
技
術

③

西
洋
の
管
楽
器
に
共
通
し
て
使
わ
れ
る
技
術

②

舌
で
T
や
D
の
発
音
を
し
て
息
を
吹
き
込
む
技
術

①
 波

線
E
「
タ
ン
ギ
ン
グ
」

に
つ
い
て、

筆
者
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
二
つ
選
び
な
さ
い
。
【
完
全
回
答
の
み
正
解】

管
楽
器
で
リ
ズ
ム
を
刻
ん
だ
り、

旋
律
の
フ
レ
ー
ズ
の
開
始
を
示
し
た
り
す
る
た
め
の
技
術
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問題一 問題二
正答 配点 正答 配点

a 4 3 a 2 3
b 5 3 b 3 3
c 3 3 c 6 3
d 2 3 d 5 3
e 6 3 e 2 3
f 6 3 f 4 3
g 2 3 g 5 3
h 5 3 h 2 3
i 3 3 i 3 3
j 4 3 j 6 3
k 3 3 k 1 3
l 5 3 l 1 3

4 6 5 8
5 6 5 8
1 8 3 6
2 8 2 6

3，6 10 3，5 8
2 8 4，6 8
3 8 4，5 10

3，5，6 10 小計 90点
小計 100点

合計 190点
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