
令
和
六
年
度
入
学
試
験
問
題

国

語

（
人
文
学
部
・
教
育
学
部
・
経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
）

注

意

事

項

一

こ
の
問
題
冊
子
は
、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
な
ら
な
い
。

二

問
題
冊
子
は
、
全
部
で
二
十
四
ペ
ー
ジ
あ
る
。（
冊
子
に
落
丁
、
乱
丁
、
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
申
し
出
る
こ
と
。）問
題
冊

子
の
中
に
下
書
き
用
紙
が
一
枚
入
っ
て
い
る
。

三

受
験
す
る
学
部
に
よ
っ
て
選
択
す
る
問
題
が
異
な
る
の
で
、
左
の
表
を
見
て
、
〇
印
で
指
定
さ
れ
た
問
題
を
解
答
す
る
こ
と
。
な
お
、
問
題
ご
と

に
学
部
の
別
が
記
し
て
あ
る
。学

部

問
題（
ペ
ー
ジ
）

人
文
学
部

教
育
学
部

経
済
科
学
部

医

学

部

創
生
学
部

第
一
問（

一
〜

八
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

〇

〇

〇

第
二
問（

九
〜

十
二
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

第
三
問（
十
三
〜

十
六
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

第
四
問（
十
七
〜
二
十
四
ペ
ー
ジ
）

〇

〇

〇

四

解
答
用
紙
は
、
問
題
冊
子
と
は
別
に
な
っ
て
い
る
。
人
文
学
部
・
教
育
学
部
は
三
枚
、
経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
は
二
枚
で
あ
る
。

解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
箇
所
に
記
入
す
る
こ
と
。

五

受
験
番
号
は
、
各
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
二
箇
所
に
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

六

解
答
時
間
は
、
九
十
分
で
あ
る
。

七

問
題
冊
子
及
び
下
書
き
用
紙
は
、
持
ち
帰
る
こ
と
。
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第
一
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

歴
史
叙
述
の
特
質
に
つ
い
て
語
る
前
に
、
そ
れ
が「
時
間
」の
制
約
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
歴
史
叙
述
は
、

基
本
的
に
古
い
時
代（
時
間
）か
ら
新
し
い
時
代（
時
間
）に
向
け
て
記
述
し
て
い
く
こ
と
で
、
は
じ
め
て
十
分
了
解
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因

果
関
係
を
記
述
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
が
必
須
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
状
況
や
構
造
が
出
来
事
の
ボ
タ
イ
に
な
っ
た

り
、
意
味
を
カ
ク
テ
イ
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
場
合
に
も
、
状
況
や
構
造
が
先
に
前
提
に
な
い
と
、
言
い
換
え
れ
ば
背
景
の
中

に
出
来
事
を
描
き
込
む
よ
う
な
順
番
で
な
い
と
、
そ
の
叙
述
は
理
解
し
難
い
も
の
に
な
る
か
ら
で
も
あ
る
。
記
述
に
い
た
る
前
に
、
適
切
な
理
解
や
因

果
の
説
明
の
た
め
、
頭
の
中
で
幾
度
も
前
進
と
遡
及
を
繰
り
返
す
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
記
述
自
体
は
古
い
も
の
か
ら
順
に
新
し
い
も
の
へ
、
が
基
本
で

あ
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く「
時
間
的
存
在
」と
し
て
の
人
間
の
あ
り
方
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
と
っ
て
、
生
き
る
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
時

間
に
従
っ
て
身
体
的
・
精
神
的
に
過
ご
す
こ
と
だ
し
、
過
去
を
思
い
出
し
反
省
し
今
に
生
か
す
、
そ
の
過
去
を
カ
テ
に
今
を
生
き
、
そ
し
て
未
来
を
待

望
す
る
人
間
の
思
考
の
ベ
ク
ト
ル
は
、
当
然
、
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
向
か
お
う
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て「
生
き
ら
れ
る
時
間
」（
ミ
ン
コ

フ
ス
キ
ー
）の
感
覚
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
的
な
経
過
に
お
い
て
は
じ
め
て
歴
史
的
意
味
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
き
ら
れ
る
時
間

と
い
う
の
は
、
時
計
の
よ
う
な
物
理
的
時
間
で
も
、
逆
に
内
的
・
心
理
的
な
主
観
的
時
間
で
も
な
く
、
生
活
行
動
の
時
間
、
内
的
に
し
て
外
的
、
主
観

的
に
し
て
客
観
的
な
時
間
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
歴
史
的
時
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
時
間
の
一
方
通
行
の
線
は
、
単
線
で
は
な
く
複
線
・
多
線
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
日
常
生
活
の
あ
る
時
点
で
の
共
時
態
は
、
多
く

の
通
時
態
の
集
合
体
の
横
断
面
で
あ
り
、
そ
れ
ら
通
時
態
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
速
度
で
動
く
諸
構
造
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
共
時
態
の
布
置
に
差
異

を
生
み
だ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注
意

人
文
学
部
・
教
育
学
部
・
経
済
科
学
部
・
医
学
部
保
健
学
科
・
創
生
学
部
受
験
者
用
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主
体
と
し
て
の
自
己
が
さ
ま
ざ
ま
な
転
変
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
人
生
に
お
け
る
一
貫
性（
ス
ト
ー
リ
ー
）を
手
に
入
れ
る
手
段
こ
そ
、
歴
史

的
思
考
で
あ
る
。「
あ
な
た
は
一
体
誰
？

ど
ん
な
人
？
」と
尋
ね
ら
れ
、
答
え
進
め
て
い
け
ば
、
か
な
ら
ず
自
分
の
来
歴
・
歴
史
を
語
る
こ
と
に
な
ろ

つ
な

う
し
、
家
族
、
学
校
、
職
場
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
社
会
と
の
繋
が
り
も
、
歴
史
的
な
語
り
の
中
で
表
明
さ
れ
、
確
認
さ
れ
て
い
こ
う
。
履

歴
書
や
身
上
書
は
そ
の
公
的
な
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
歴
史
的
思
考
は
、
反
対
方
向
、
未
来
に
も
投
射
さ
れ
て
、
そ
の「
期
待
の
地

と
し

平
」の
中
で
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
が
創
ら
れ
て
い
こ
う
。
一
方
、
人
に
は
誰
で
も
先
祖
が
お
り
、（
多
く
の
場
合
）子
孫
が
い
る
。
誰
で
も
歳
を
取
っ
て
い

た
だ
な
か

き
、
世
代
は
必
ず
交
替
し
て
い
く
。
こ
れ
が
歴
史
の
変
化
を
可
能
に
し
出
来
事
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ
ち
時
間
の
直
中
に
お
か
れ
て
い
る
歴
史
は
時
間

的
に
開
か
れ
て
い
て
、
前
か
ら
来
て
後
続
の
世
界
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

じ
ゅ
ん

ゆ
え
に
私
の
人
生
の
歴
史（
物
語
）は
ゼ
ロ
か
ら
始
め
る
必
要
は
な
く
、
す
で
に
あ
る
家
庭
、
言
語
、
文
化
、
社
会
、
伝
統
、
要
す
る
に
歴
史
に
馴

ち致
で
き
る
。
人
生
の
初
め
も
終
わ
り
も
個
人
を
超
え
た
諸
関
係
の
伝
統
の
中
に
絡
め
取
ら
れ
、
あ
ら
か
じ
め
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
鎖
や
網
目
の
よ
う

に
、
前
後
左
右
・
垂
直
水
平
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
く
は
か
な
い
人
生
で
も
、
世
代
・
民
族
・
文
化
の
連
関
、
世
界
大
の
文
明
の
連
関
の
中
に

あ
る
。

こ
う
し
たＡ
人
間
の
人
生
の
物
語
の
歴
史
的
思
考
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
配
置
さ
れ
接
合
す
る
社
会
・
共
同
体
の
物
語
に
も
、
川
の
流
れ
の
よ
う
に
上

流
か
ら
下
流
へ
と
切
れ
目
な
く
流
れ
て
い
く「
時
間
」の
な
ぞ
り
、
お
な
じ
自
己
構
成
の
物
語
形
式
が
あ
る
と
考
え
て
、
人
は
納
得
で
き
る
の
で
あ
ろ

う
。
人
生
の
歴
史
物
語
が
、
時
間
的
存
在
で
あ
る
人
間
を
ハ
タ
ン
な
く
生
か
し
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
の
歴
史（
物
語
）も
、
実
践
的
機
能
を
発
揮
す

る
。
そ
れ
は
共
同
体
を
一
つ
に
ま
と
め
、
一
体
性
を
与
え
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
に
も
な
り
が
ち
だ
し
、
政
治
家
は
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
物
語
を
宣
揚
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
歴
史
家
に
は
、
そ
の
時
代
と
の
対
話
の
中
で
最
適
な
物
語
を
同
時
代
の
読
者
た
ち
に
提
示
す
る
、
と
い

う
社
会
的
な
い
し
倫
理
的
責
務
が
あ
る
。
ま
た
人
生
と
お
な
じ
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
社
会
の
歴
史
に
は
、
複
線
の
時
系
列
シ
ェ
ー
マ
が
何
本

し
る
し

み
い
だ

も
縦
断
し
て
い
る
か
ら
、
歴
史
家
は
、
史
料
中
に
そ
う
し
た
複
数
の
時
間
的
継
起
の
チ
ョ
ウ
コ
ウ
・
印
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
。

だ
が
、
古
い
時
代
か
ら
新
し
い
時
代
へ
と
出
来
事
を
順
に
追
っ
て
い
く
だ
け
が
、
歴
史
叙
述
の
手
法
で
は
な
い
。
歴
史
家
は
、「
そ
の
後
に
起
き
た

こ
と
を
全
部
知
っ
て
い
る
」の
だ
か
ら
、
自
在
に
時
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
れ
が
叙
述
に
積
極
的
効
果
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
も
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あ
る
。
歴
史
家
は
そ
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
、
記
述
さ
れ
る
出
来
事
の
発
生
し
た
と
き
に
は
ま
だ
未
来
に
属
す
る
こ
と
に
度
々
言
及
し
な
が
ら
、
そ
の

過
去
の
出
来
事
を
説
明
す
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
時
間
を
出
来
事
の
前
後
両
方
向
に
拡
大
し
て
、
叙
述
に
分
け
与
え
る
こ
と
が
歴
史
叙
述
の
特
徴
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ど
れ
だ
け
前
後
に
伸
ば
せ
る
か
、
し
か
も
そ
れ
を
十
分
意
義
深
く
理
解
可
能
な
形
で
語
れ
る
か
、
そ
の
成
否
は
、
歴
史
家
の
資

質
と
能
力
に
懸
か
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
歴
史
叙
述
に
は
そ
う
し
た
時
間
の
拡
張
や
行
き
来
が
許
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
、
私
た
ち
人
間
が
、
日
々
の
生
活
で
時
間
を
過
去
・
未
来
・
現
在
と
行
き
来
さ
せ
て
い
る
こ
と
の
応
用
で
あ
る
。
た
え
ず
過
去
へ
の
遡
及
と

そ
こ
か
ら
の
回
帰
を
心
の
中
で
繰
り
返
し
な
が
ら
、
今
日
を
生
き
て
い
る
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
き
様
と
時
間
と
の
関
係
は
、
社
会
の
理
解
と
意
味
づ

け
に
も
当
て
は
ま
る
。
次
節
で
解
説
す
る
Ｌ
・
Ｏ
・
ミ
ン
ク
と
い
う
哲
学
者
の
言
う
歴
史
の「
統
合
形
象
化
的
理
解
」に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
終
わ
り

は
始
ま
り
の
約
束
と
結
合
し
、
始
ま
り
は
終
わ
り
の
約
束
と
結
合
す
る
。
そ
し
て
時
代
を
振
り
返
っ
た
と
き
の
関
連
の
必
然
性
は
、
将
来
を
見
渡
し
た

と
き
の
関
連
の
偶
然
性
を
打
ち
消
す
の
で
あ
る
。
時
間
的
な
連
続
性
の
理
解
と
は
、
そ
れ
を
一
度
に
両
方
の
方
向
か
ら
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
、Ｂ
そ
の

と
き
時
間
は
も
は
や
私
た
ち
を
運
ん
で
く
る
川
で
は
な
く
、
上
流
と
下
流
を
一
度
に
見
渡
せ
る
航
空
写
真
に
写
っ
た
川
と
な
る
の
だ
。

し
か
も
一
人
の
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
時
間（
実
存
的
生
活
時
間
、
世
代
の
時
間
、
出
来
事
の
時
間
、
政
治
的＝

制
度
的
時
間
、
経
済
・
景
況
的
時

よ
み
が
え

間
、
神
話
的
・
シ
ュ
ク
サ
イ
的
時
間
、
自
然
的（
昼
夜
、
季
節
）時
間
、
宇
宙
的
時
間
な
ど
）を
生
き
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
や
痕
跡
・
記
憶
を
甦
ら
せ
る

よ
う
に
、
社
会
的
時
間
に
つ
い
て
も
社
会
集
団
や
社
会
階
級
ご
と
に
種
類
や
継
続
の
長
さ
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
し
、
そ
れ
ら
集
団
・
階
級
の
多
様
な

時
間
を
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
中
に
統
合
さ
せ
よ
う
と
す
る「
包
括
社
会
」（
ホ
ウ
ケ
ン
社
会
、
都
市
社
会
、
絶
対
主
義
／
重
商
主
義
社
会
、
自
由
主
義
／
資

本
主
義
社
会
、
全
体
主
義
社
会
…
…
）の
時
間
も
あ
る
。

歴
史
家
が
行
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
出
来
事
や
状
況
と
一
体
化
し
た
、
ま
た
柔
軟
で
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ケ
ー
ル
の
集
団
的
時
間
を
歴
史
の
中
に
も

見
つ
け
、
あ
る
い
は
構
築
し
て
、
前
後
に
行
き
来
し
な
が
ら
、
多
様
な
時
間
の
進
展
リ
ズ
ム（
長
短
・
遅
速
・
規
則
不
規
則
…
…
）の
相
互
作
用
を
見
つ

め
つ
つ
、
も
ろ
も
ろ
の
現
象
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
化
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、
時
代
の
豊
か
さ
、
厚
み
、
深
さ
が
現

出
し
て
、
お
の
ず
と「
時
代
区
分
」の
際
立
っ
た
リ
ン
カ
ク
と
な
る
。
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そ
も
そ
も
歴
史
叙
述
の
特
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
歴
史
叙
述
は「
物
語
」の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
の
物
語
法
と

ふ
え
ん

叙
述
法
は
、
他
の
文
字
ジ
ャ
ン
ル
と
何
が
本
質
的
に
違
う
の
か
。
す
で
に
外
部
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
及
し
て
お
い
た
。
そ
れ
を
敷
衍
し

て
さ
ら
に
考
え
進
め
て
み
よ
う
。

Ａ
・
ダ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る「Ｃ
理
想
的
編
年
史
」は
、
時
間
の
中
で
継
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
、
前
後
の
他
の
出
来
事
と
関
連
づ
け
る
こ
と
な
く
、

そ
れ
が
起
き
た
そ
の
瞬
間
に
す
べ
て
検
知
し
て
書
き
記
す
膨
大
な
編
年
記
・
歴
史
年
表
で
、
人
の
心
の
内
ま
で
も
見
通
せ
る
者
、
ほ
か
な
ら
ぬ
神
の
視

点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
事
実
上
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
か
、
歴
史
叙
述（
物
語
）で
は
な
い
。

歴
史
叙
述
は
理
想
的
編
年
史
と
は
違
い
、
一
種
の
物
語
と
し
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
定
形
な
集
合
体
で
形
式
の
欠
如
し
た
も
の
や
出
来
事
に
、

あ
る
特
定
の
形
式
お
よ
び
一
貫
性
を
与
え
、
互
い
の
関
係
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
意
味
を
生
み
出
し
、
他
者
に
も
理
解
可
能
に
す
る
営
み
で
あ
ろ

う
。
物
語
が
人
間
の（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
）現
実
の
行
動
や
思
考
、
お
よ
び
そ
の
産
物
に
適
用
さ
れ
、
し
か
も「
時
間
」の
中
で
の
原
因
や
結
果
、

よ

目
的
や
手
段
、
条
件
や
主
体
な
ど
の
現
れ
を
、
バ
ラ
バ
ラ
の
糸
を
縒
り
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
統
一
体
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
き
、
そ
の

物
語
は
歴
史
叙
述
に
な
る
。

こ
の
歴
史
家
が
自
分
の
考
案
し
た
物
語
の
中
に
、
目
的
・
手
段
・
状
況
・
予
期
せ
ぬ
結
果
・
行
為
主
体
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
異
質
な
要
素
を
ひ
っ
く

る
め
、
ま
た
取
捨
選
択
し
つ
つ
、
全
体
と
し
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
統
一
化
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
編
み
上
げ
る
と
い
う
理
解
様
式
を
、
ミ
ン
ク
は
理
論

は
ん
ち
ゅ
う

的
様
式
、
範
疇
的
様
式
と
対
比
し
て
、
歴
史
叙
述
の「
統
合
形
象
化
的
」特
徴
と
述
べ
、
叙
述
の
対
象
と
な
る
物
事
や
行
為
を
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の

た
と

ピ
ー
ス
に
喩
え
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
歴
史
叙
述
を
す
る
歴
史
家
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
誠
実
な
信
念
を
貫
く
の
に
加
え
、
自
分

が
書
こ
う
と
し
て
い
る
叙
述
内
容
一
つ
の
み
の
整
合
性
や
妥
当
性
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
・
地
域
に
共
同
主
観
的
に
受
け
継
が
れ
、

た
え
ず
積
み
重
な
り
拡
張
し
、
ま
た
修
正
さ
れ
て
い
く
大
き
な
歴
史
像
な
い
し
他
の
す
べ
て
の
歴
史
言
明
・
歴
史
叙
述
の
集
合
体
の
内
部
に
、
そ
れ
ら

と
整
合
的
に
、
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
る
歴
史
叙
述
が
し
か
る
べ
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
一
つ
の

作
品（
テ
ク
ス
ト
）内
で
の
整
合
性
の
み
に
留
意
す
れ
ば
よ
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
の
大
き
な
違
い
で
あ
る
。
新
し
い
歴
史
叙
述
が
加
わ
る
こ
と
で
、
か
な
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ら
ず
し
も
先
行
の
も
の
が
無
意
味
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ま
っ
た
く
信
用
を
失
う
ま
で
は
、
お
な
じ
出
来
事
の
別
の
角
度
か
ら
の
像
と
い
う

位
置
づ
け
で
、
そ
れ
ら
複
数
の
像
の
総
合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
に
お
け
る
歴
史
的
な
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

歴
史
が
書
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
過
去
の
出
来
事
の
意
味
が
、
後
続
の
出
来
事
と
の
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
必
然
的
に
組
み
入
れ
ら

れ
る

組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
関
心
も
持
た
れ
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
一
人
の
現
代
歴
史
家
の

生
涯
で
も
、
ロ
シ
ア
革
命
な
り
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
り
の
意
味
は
変
わ
り
、
書
き
直
し
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
新
し
い
世
代
の
歴
史
家
を
次
々
経

て
い
け
ば
、
ま
す
ま
す
そ
う
だ
ろ
う
。
Ｒ
・
Ｇ
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド（
一
八
八
九
―
一
九
四
三
年
）は
こ
れ
に
つ
い
て
、
皆
自
分
自
身
と
そ
の
世
代
に
特

有
の
観
点
か
ら
歴
史
的
出
来
事
を
見
る
の
で
、
す
べ
て
の
歴
史
は
そ
の
主
題
に
つ
い
て
の
研
究
の
現
在
に
い
た
る
ま
で
に
な
さ
れ
た「
中
間
報
告
」だ
と

表
現
し
、
堀
米
庸
三
は「
こ
の
意
味
で
は
、
歴
史
の
意
味
と
は
、
不
断
に
み
ず
か
ら
を
新
し
く
す
る
、
し
か
し
つ
ね
に
未
完
結
の
真
理
と
い
う
こ
と
が

で
き
よ
う
」と
述
べ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
が
該
当
す
る
の
は
、
本
格
的
な
歴
史
叙
述
、
通
史
、
伝
記
と
い
っ
た
作
品
が
主
た
る
対
象
に
な
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
歴

史
研
究
者
で
そ
う
い
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
書
く
人
は
、
あ
ま
り
多
く
な
い
。
む
し
ろ
、
か
ぎ
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
論
文
、
よ
り
専
門
性
・

徹
底
性
の
進
ん
だ
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
、
一
人
前
の
歴
史
研
究
者
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
の
に
必
須
と
な
る
。
し
か
し
論
文
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
っ
て
も
、

そ
じ
ょ
う

歴
史
を
俎
上
に
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
基
本
的
に
お
な
じ
叙
述
の
特
質
が
当
て
は
ま
る
。

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
ら
は
、
一
見
、
物
語
的
通
史
と
は
正
反
対
の
ブ
ロ
ー
デ
ル
の『
地
中
海
』に
も「
物
語
」を
見
出
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
地
中
海
の
ス
イ
タ
イ
と
大
歴
史
か
ら
の
退
場
、
こ
れ
が
潜
在
的
・
仮
定
的
な
全
体
的
物
語
の
筋
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
に
有
名
な
三
つ

の
レ
ベ
ル
と
三
つ
の
時
間
性（
構
造＝

地
理
的
時
間
、
周
期＝

社
会
的
時
間
、
出
来
事＝

個
別
的
時
間
）が
働
き
共
存
し
、
相
互
干
渉
す
る
中
に
、
い
く

つ
も
の「
準
筋
立
て
」が
得
ら
れ
る
の
だ
。
長
期
持
続
は「
物
語
」の
敵
で
は
な
く
事
件
の
連
続
的
展
開
か
ら
派
生
し
た
事
件
史
の
特
殊
形
態
で
、
一
種
の

物
語
な
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て「
地
中
海
」を
構
成
す
る
人
間
な
ら
ざ
る
地
理
的
存
在
や
地
勢
、
都
市
さ
ら
に
は
世
紀
や
諸
空
間
を
、
あ
た
か
も
人
格
の

よ
う
に
性
格
・
特
徴
づ
け
て
い
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
物
語
だ
と
こ
の
作
品
は
み
な
せ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
拡
大
し
て
考
え
れ
ば
、
ど
ん
な
細
か
な
テ
ー
マ
の
専
門
論
文
・
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
も
、
潜
在
的
に
は
物
語
が
潜
ん
で
い
る
の
だ
ろ

う
。
歴
史
叙
述
の
物
語
形
式（
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
）は
、
一
種
の
認
識
装
置
で
、
理
論
・
法
則
で
は
説
明
で
き
な
い
、
不
断
に
変
化
す
る
出
来
事
の
継
起
を
関
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係
づ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
出
来
事
の
相
互
関
係
全
体
を
ま
と
め
あ
げ
て
、
読
者
に
理
解
で
き
る
も
の
に
す
る
。
歴
史
叙
述
の
物
語
性
は
、
歴
史
の

「
道
筋
」「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」を
も
た
ら
す
不
可
欠
の
言
語
的
道
具
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
外
部
と
の
関
係
に
も
関
わ
る
が
、
歴
史
叙
述
を
離
れ
て
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
出
来
事
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ

は

は
そ
う
で
は
な
い
。
歴
史
叙
述
は
、
剥
が
れ
落
ち
た
フ
レ
ス
コ
画
や
モ
ザ
イ
ク
を
修
復
す
る
と
か
、
骨
や
土
器
の
破
片
を
組
み
合
わ
せ
て
復
元
す
る
と

か
い
う
作
業
と
は
、
本
質
的
に
違
う
。Ｄ
物
語
り
行
為
で
あ
る
歴
史
叙
述
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
歴
史

上
の
出
来
事
は
、
記
述
よ
り
も
先
に
あ�

っ�

た�

こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
の
出
来
事
が
、
ど�

の�

よ�

う�

に�

あ�

っ�

た�

か
は
、
歴
史
叙
述
を
離
れ
て
は
ま
っ
た
く

わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
野
家
啓
一
の
説
く
よ
う
に
、
歴
史
的
出
来
事
は
歴
史
叙
述
に
存
在
論
的
に
先
行
す
る
が
、
歴
史
叙
述
は
歴
史
的
出
来
事
に
認
識

論
的
に
先
行
す
る
と
い
う
ジ
ュ
ン
カ
ン
構
造
が
あ
り
、
そ
れ
が
歴
史
認
識
を
根
底
に
お
い
て
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
池
上
俊
一『
歴
史
学
の
作
法
』に
よ
る
）

（
注
）コ

ン
テ
ク
ス
ト

一
連
な
り
の
物
事
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
関
係
性
や
背
景
情
報
。
文
脈
、
脈
絡
と
も
訳
さ
れ
る
。

共
時
態

あ
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
複
数
の
物
事
が
造
り
出
す
関
係
性
。

通
時
態

あ
る
物
事
が
、
一
定
の
時
間
を
通
じ
て
変
化
し
て
い
く
状
態
。

シ
ェ
ー
マ

図
式
、
概
略
図
、
心
象
な
ど
広
い
意
味
を
持
つ
語
。
英
語
で
は
ス
キ
ー
マ
。

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

た
と
え
ば
身
分
制
社
会
の
よ
う
な
、
階
層
性
を
持
っ
た
組
織
構
造
の
こ
と
。

モ
ノ
グ
ラ
フ

あ
る
一
つ
の
主
題
に
つ
い
て
多
角
的
、
総
合
的
な
研
究
を
行
っ
た
成
果
を
ま
と
め
た
報
告
書
、
単
行
本
の
こ
と
。

ブ
ロ
ー
デ
ル
の『
地
中
海
』

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
の
博
士
論
文『
フ
ェ
リ
ペ
二
世
時
代
の
地
中
海
と
地
中
海
時

代
』（
一
九
四
九
年
初
刊
）の
こ
と
。第
一
部「
環
境
の
役
割
」で
地
理
・
風
土
な
ど
ほ
ぼ
不
変
の
条
件
、第
二
部「
集
団
の
運
命
と
全
体
の

動
き
」で
経
済
・
産
業
・
国
家
体
制
な
ど
の
中
期
的
な
変
化
、
第
三
部「
出
来
事
、
政
治
、
人
間
」で
政
局
・
戦
争
・
個
人
の
運
命
な

ど
の
短
期
的
出
来
事
を
扱
い
、
重
層
的
に
当
時
の
地
中
海
社
会
の
姿
を
描
き
出
し
、
歴
史
学
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
研
究
書
。
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ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク

音
楽
に
お
け
る
多
声
部
。
比
喩
的
に
多
層
的
、
重
層
的
な
構
造
を
表
現
す
る
語
。

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

こ
こ
で
は「
遠
近
法
を
用
い
て
描
か
れ
た
透
視
図
」の
意
味
。

問
一

傍
線
部

〜

の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。

問
二

傍
線
部
Ａ「
人
間
の
人
生
の
物
語
の
歴
史
的
思
考
」と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う「
歴
史
的
思
考
」と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
本
文
に
即
し
て
九
十

字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部
Ｂ「
そ
の
と
き
時
間
は
も
は
や
私
た
ち
を
運
ん
で
く
る
川
で
は
な
く
、
上
流
と
下
流
を
一
度
に
見
渡
せ
る
航
空
写
真
に
写
っ
た
川
と
な

る
の
だ
」と
あ
る
が
、「
時
間
」が「
上
流
と
下
流
を
一
度
に
見
渡
せ
る
航
空
写
真
に
写
っ
た
川
と
な
る
」と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
本
文
に
即
し

て
九
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｃ「
理
想
的
編
年
史
」に
つ
い
て
、
物
語
形
式
の
歴
史
叙
述
と
比
較
し
た
時
、「
理
想
的
編
年
史
」に
欠
け
て
い
る
も
の
は
何
か
。
本
文
に

即
し
て
九
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
Ｄ「
物
語
り
行
為
で
あ
る
歴
史
叙
述
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
」と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
文
に
即
し
て
百
二
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

◇Ｍ１（７６０―８）― ７ ―



第
二
問
は
次
ペ
ー
ジ
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第
二
問

次
の
文
章
は
、
生
死
不
明
で
あ
っ
た
姫
君
が
山
里
に
住
ん
で
い
る
と
わ
か
り
、
姫
君
を
恋
い
慕
う
男
が
訪
問
す
る
場
面
で
あ
る
。
姫
君
は
す
で

に
出
家
し
て
尼
と
な
っ
て
い
た
。
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

と
き
は

ぎ

妻
戸
も
開
き
て
、
い
ま
だ
人
の
起
き
た
る
に
や
と
見
ゆ
れ
ば
、
茂
り
た
る
前
栽
の
も
と
よ
り
伝
ひ
寄
り
て
、
軒
ち
か
き
常
磐
木
の
所
せ
く
広
ご
り
た

お
ま
へ

み
や
う
が
う

る
下
に
立
ち
隠
れ
て
見
給
へ
ば
、
こ
な
た
は
仏
の
御
前
な
る
べ
し
。
名
香
の
香
い
と
染
み
深
く
薫
り
出
で
て
、
た
だ
こ
の
端
つ
か
た
に
行
ふ
人
あ
る

き
や
う

に
や
、
経
の
巻
き
返
さ
る
る
音
も
忍
び
や
か
に
な
つ
か
し
く
聞
こ
え
て
、
し
め
じ
め
と
物
あ
は
れ
な
る
に
、
何
と
な
く
や
が
て
御
涙
す
す
む
心
地
し

て
、Ａ
つ
く
づ
く
と
見
ゐ
給
へ
る
に
、
と
ば
か
り
あ
り
て
、Ｂ
行
ひ
果
て
ぬ
る
に
や
、

「
い
み
じ
の
月
の
光
や
」す

だ
れ

と
、
ひ
と
り
ご
ち
て
、
簾
の
つ
ま
少
し
上
げ
つ
つ
、
月
の
顔
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
た
る
か
た
は
ら
目
、
昔
な
が
ら
の
面
影
ふ
と
お
ぼ
し
出
で
ら
れ

に
び
い
ろ

か
う
ぞ

ひ
た
ひ
が
み

て
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
る
に
、
見
給
へ
ば
、
月
は
残
り
な
く
さ
し
入
り
た
る
に
、
鈍
色
、
香
染
め
な
ど
に
や
、
袖
口
な
つ
か
し
う
見
え
て
、
額
髪

そ

の
ゆ
ら
ゆ
ら
と
削
ぎ
か
け
ら
れ
た
る
、
ま
み
の
わ
た
り
い
み
じ
う
な
ま
め
か
し
う
を
か
し
げ
に
て
、
か
か
る
し
も
こ
そ
ら
う
た
げ
さ
ま
さ
り
て
、Ｃ
忍
び

が
た
う
ま
も
り
ゐ
給
へ
る
に
、
猶
と
ば
か
り
な
が
め
入
り
て
、

里
わ
か
ぬ
雲
居
の
月
の
影
の
み
や
見
し
世
の
秋
に
か
は
ら
ざ
る
ら
ん

と
、
忍
び
や
か
に
ひ
と
り
ご
ち
て
、
涙
ぐ
み
た
る
さ
ま
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
る
に
、
ま
め
人
も
さ
の
み
は
え
静
め
給
は
ず
や
あ
り
け
ん
、

Ｄ
ふ
る
さ
と
の
月
は
涙
に
か
き
く
れ
て
そ
の
世
な
が
ら
の
影
は
見
ざ
り
き

と
て
、
ふ
と
寄
り
給
へ
る
に
、
い
と
お
ぼ
え
な
く
、
化
け
物
な
ど
い
ふ
ら
ん
物
に
こ
そ
と
む
く
つ
け
く
て
、
奥
ざ
ま
に
引
き
入
り
給
ふ
袖
を
引
き
寄
せ

せ

給
ふ
ま
ま
に
、
堰
き
止
め
が
た
き
御
気
色
を
、
さ
す
が
そ
れ
と
見
知
ら
れ
給
ふ
は
、
い
と
は
づ
か
し
う
口
惜
し
く
お
ぼ
え
つ
つ
、
ひ
た
す
ら
む
く
つ
け

き
物
な
ら
ば
い
か
が
は
せ
ん
、
世
に
あ
る
物
と
も
聞
か
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
を
こ
そ
は
、
憂
き
こ
と
に
思
ひ
つ
つ
、
い
か
で
あ
ら
ざ
り
け
り
と
聞
き
な

注
意

人
文
学
部
・
教
育
学
部
受
験
者
用
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ほ
さ
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
、
と
ざ
ま
か
う
さ
ま
に
あ
ら
ま
さ
れ
つ
る
を
、
逃
れ
が
た
く
見
あ
ら
は
さ
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
と
、
せ
ん
か
た
な
く
て
涙
の

み
流
れ
出
で
つ
つ
、Ｅ
我
に
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
い
と
あ
は
れ
な
り
。

（『
山
路
の
露
』に
よ
る
）

（
注
）妻

戸

家
の
端
の
方
に
あ
る
両
開
き
の
板
戸
。

名
香
の
香

仏
前
で
焚
く
香
。

ね
ず
み

鈍
色
、
香
染
め

「
鈍
色
」は
濃
い
鼠
色
。「
香
染
め
」は
黄
味
を
帯
び
た
薄
紅
色
。
と
も
に
仏
教
関
係
の
衣
服
、
調
度
な
ど
に
使
用
す
る
色
。

ま
み

目
元
。

問
一

二
重
傍
線
部
「
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
て
」・
「
聞
か
れ
た
て
ま
つ
り
ぬ
る
」に
つ
い
て
、
例
に
な
ら
っ
て
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

〔
例
〕「
入
り
た
る
」

入
り（
ラ
行
四
段
動
詞「
入
る
」連
用
形
）・
た
る（
完
了
の
助
動
詞「
た
り
」連
体
形
）

問
二

傍
線
部
Ａ「
つ
く
づ
く
と
見
ゐ
給
へ
る
に
」に
つ
い
て
、
そ
の
動
作
主
を
本
文
中
の
言
葉
か
ら
抜
き
出
せ
。

問
三

傍
線
部
Ｂ「
行
ひ
果
て
ぬ
る
に
や
」を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｃ「
忍
び
が
た
う
ま
も
り
ゐ
給
へ
る
に
」に
つ
い
て
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
様
子
に
よ
る
も
の
か
。
本
文
に
即
し
て
六
十
字
以
内
で
述
べ

よ
。

◇Ｍ１（７６０―１１）― １０ ―



問
五

傍
線
部
Ｄ「
ふ
る
さ
と
の
月
は
涙
に
か
き
く
れ
て
そ
の
世
な
が
ら
の
影
は
見
ざ
り
き
」に
つ
い
て
、「
影
」は
何
を
た
と
え
た
も
の
か
。
具
体
的
に

明
ら
か
に
し
つ
つ
、
こ
の
和
歌
の
内
容
を
簡
潔
に
述
べ
よ
。

問
六

傍
線
部
Ｅ「
我
に
も
あ
ら
ぬ
さ
ま
」に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
本
文
に
即
し
て
七
十
字
以
内
で
述
べ
よ
。

◇Ｍ１（７６０―１２）― １１ ―



第
三
問
は
次
ペ
ー
ジ
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第
三
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。（
設
問
の
関
係
で
、
返
り
点
・
送
り
が
な
を
省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

メ

ノ

リ

ト

リ

ト

あ
ひ

ヒ
テ

ク

ア
リ

ス

初
、
孝
武
世
、
太
祖
為
�
舎
人
�
懐
珍
為
�
直
閤
�
相
遇
早
旧
。
懐
珍
仮
��
還
青

ニ

リ

か
ミ
テ

ヲ

ス

リ
テ

ヘ
テ

ニ

ル

ユ

ニ

ノ

ヲ

州
�
上
有
�
白
驄
馬
�
齧
�
人
、

不
�
可
�
騎
、
送
与
�
懐
珍
�
別
。
懐
珍
報
�
上
百
匹
絹
�

ヒ
テ

ニ

ハ
ク

ノ

ノ

ス
ル
ニ

ユ
ル
ハ

ヲ



或
謂
�
懐
珍
�
曰
、「
蕭
君
此
馬


不
�
中
�
騎
、
Ａ
是
以
与
�
君
耳
。
君
報
�
百
匹
�
Ｂ
不

ハ
ク

ハ

タ
リ

ク
ン
ゾ

ニ

そ
む
ク

ノ

ノ

ニ

ス

テ

亦
多
乎
。」
懐
珍
曰
、「
蕭
君
局
量
堂
堂
。 Ｃ
寧

応ケ
ン�
負
�
人
此
絹
�
吾


方
欲
�
以
�
身

ヲ

セ
ン
ト

ニ

名
�
託
	
之
。Ｄ
豈
計
�
銭
物
多
少
�
」

（
蕭
子
顕『
南
斉
書
』よ
り
）

注
意

人
文
学
部
・
教
育
学
部
受
験
者
用
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（
注
）孝

武

人
名
。
宋
の
第
四
代
皇
帝
。
劉
駿
。

太
祖

人
名
。
斉
の
初
代
皇
帝
。
蕭
道
成
。

舎
人

官
職
名
。

直
閤

官
職
名
。

懐
珍

人
名
。
姓
は
劉
、
懐
珍
は
名
。

仮
還

休
暇
を
得
て
郷
里
に
帰
る
。

青
州

地
名
。

白
驄
馬

白
に
青
黒
い
毛
が
混
じ
っ
た
馬
。
あ
し
げ
の
馬
。

蕭
君

太
祖
に
同
じ
。

局
量

度
量
。

身
名

名
声
。
評
判
。

― １４ ― ◇Ｍ１（７６０―１５）



問
一

傍
線
部

〜

の
読
み
を
、
送
り
が
な
の
必
要
な
も
の
は
そ
れ
も
含
め
て
、
ひ
ら
が
な
で
答
え
よ
。

問
二

傍
線
部
Ａ「
是
以
与
�
君
耳
」を
、
ひ
ら
が
な
の
み
を
用
い
て
書
き
下
し
文
に
改
め
よ
。

問
三

傍
線
部
Ｂ「
不
亦
多
乎
」を
、
ひ
ら
が
な
の
み
を
用
い
て
書
き
下
し
文
に
改
め
、
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｃ「
寧
応
�
負
�
人
此
絹
�
」を
、「
人
」が
誰
で
あ
る
か
明
ら
か
に
し
て
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
五

傍
線
部
Ｄ「
豈
計
�
銭
物
多
少
�
」と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
銭
物
」の
内
容
に
注
意
し
な
が
ら
具
体
的
に
説
明
せ
よ
。

― １５ ― ◇Ｍ１（７６０―１６）



第
四
問
は
次
ペ
ー
ジ

― １６ ― ◇Ｍ１（７６０―２１）



第
四
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

情
報
通
信
ツ
ー
ル
が
普
及
し
た
社
会
で
は
、
人
び
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
人
を
識
別
す
る
番
号（
携
帯
番
号
な
ど
）や
Ｉ
Ｄ（
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｉ
Ｄ
な
ど
）を

ひ
も
づ

も
っ
て
い
る
。
番
号
や
Ｉ
Ｄ
と
個
人
が
紐
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
、「
意
中
の
人
」に
直
接
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

条
件
の
も
と
、
か
な
り
早
い
段
階
で
可
視
化
さ
れ
た
の
が
、Ａ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
で
あ
る
。

携
帯
電
話
は
普
及
し
だ
し
た
当
初
か
ら
、
個
々
人
の
番
号
や
Ｉ
Ｄ
を
名
前
に
紐
付
け
て
登
録
し
、
発
信
履
歴
、
着
信
履
歴
と
い
う
形
で
、
私
た
ち
が

い
つ
誰
に
ア
ク
セ
ス
し
、
い
つ
誰
か
ら
ア
ク
セ
ス
さ
れ
た
か
記
録
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
機
能
が
あ
る
こ
と
で
、
距
離
の
離
れ
た
相
手
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
行
き
違
い
は
か
な
り
減
少
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
は
、
連
絡
の
交
通
整
理
だ
け
で
な
く
、
承
認
の
目
安
と
し
て
も
機
能
し
た
。
た
と
え
ば
、
Ａ
さ
ん
が
Ｂ
さ
ん
に
電
話

を
し
、
Ｂ
さ
ん
が
電
話
に
出
な
か
っ
た
状
況
を
想
定
し
て
み
よ
う
。

携
帯
電
話
は
、
発
信
し
た
側
、
着
信
し
た
側
双
方
に
、「
履
歴
」と
い
う
形
で
何
月
何
日
何
時
何
分
に
何
回
電
話
し
た（
電
話
を
受
け
た
）と
い
う
記
録

を
残
し
て
い
る
。
こ
の
機
能
を
使
え
ば
、
Ａ
さ
ん
は
Ｂ
さ
ん
が
着
信
を
受
け
て
か
ら
ど
の
く
ら
い
の
時
間
で
返
信
を
し
て
く
る
の
か
正
確
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

こ
の
時
間
が
長
く
な
る
と
、
Ａ
さ
ん
は
Ｂ
さ
ん
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
Ｂ
さ
ん

に
は
、「
連
絡
を
も
ら
っ
た
の
だ
か
ら
返
信
し
な
く
て
は
」と
い
う
拘
束
力
が
発
生
す
る
。

こ
こ
で
か
り
に
Ｂ
さ
ん
が
返
信
を
せ
ず
、
電
話
に
出
る
こ
と
も
せ
ず
、
Ａ
さ
ん
が
複
数
回
電
話
を
か
け
た
な
ら
ば
、
Ａ
さ
ん
は
非
常
に
明
快
な
形

で
、
Ｂ
さ
ん
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
は
、
私
た
ち
が「
友
だ
ち
と
想
定
し
て
い
る
他
者
」か
ら
連
絡

を
得
ら
れ
た
か
否
か
明
示
す
る
こ
と
で
、
二
人
の
つ
な
が
り
の
深
度
を
視
覚
的
に
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

注
意

経
済
科
学
部
・
医
学
部
・
創
生
学
部
受
験
者
用
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
は
、
よ
り
大
き
な
社
会
か
ら
の
受
容
の
目
安
に
も
な
る
。
私
た
ち
は
、
自
ら
の
ス
マ
ホ
を
見
返
せ
ば
、
一
定
の
期
日

に
、
何
人
の
人
か
ら
何
回
の
連
絡
が
あ
っ
た
の
か
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
裏
返
す
と
、
ど
れ
ほ
ど
連
絡
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

二
〇
二
一
年
一
二
月
に
大
阪
・
北
新
地
の
雑
居
ビ
ル
で
放
火
殺
人
事
件
が
発
生
し
た
。
多
く
の
犠
牲
者
と
と
も
に
死
亡
し
た
容
疑
者
の
ス
マ
ホ
に
登

録
さ
れ
て
い
た
電
話
番
号
は
�
件
で
あ
っ
た
。「
死
ぬ
と
き
く
ら
い
注
目
さ
れ
た
い
」と
検
索
し
て
犯
行
に
お
よ
ん
だ
容
疑
者
の
孤
立
状
況
が
推
察
さ
れ

る
。「

ど
こ
に
い
て
も
つ
な
が
り
に
捕
捉
さ
れ
る
社
会
」で
、
誰
か
ら
も
捕
捉
さ
れ
な
い
状
況
は
、
私
た
ち
に
誰
か
ら
も
見
向
き
も
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

感
覚
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
リ
・
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
登
場
に
よ
り
、
目
の
前
に
い
な
い
人
と
の
や
り
取
り
は
、
よ
り
鮮
明
に
可
視
化
さ
れ
た
。

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
は
、
韓
国
Ｎ
Ｈ
Ｎ
株
式
会
社
傘
下
の
日
本
法
人
、
Ｎ
Ｈ
Ｎ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ（
現
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
株
式
会
社
）が
開
発
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

用
の
ソ
フ
ト
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
一
二
年
頃
か
ら
利
用
さ
れ
だ
し
、
二
〇
一
九
年
に
は
八
六
・
九
％
も
の
人
が
利
用
し
て
い
る（
総
務
省『
通
信

利
用
動
向
調
査
』）。
な
か
で
も
若
者
の
利
用
率
は
非
常
に
高
く
、
二
〇
代
で
九
五
・
七
％
、
三
〇
代
で
九
四
・
九
％
と
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
が
利
用
し
て

い
る
。

こ
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
お
も
な
機
能
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
は
二
者
間
、
あ
る
い
は
三
者
以
上
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

の
や
り
取
り
を
画
面
上
で
一
括
管
理
し
て
い
る
。

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
は
、
い
つ
、
誰
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
、
ま
た
、
い
つ
、
誰
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
し
た
の
か
す
ぐ
に
わ
か
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
履
歴
を
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
は
、
自
ら
の
発
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
相
手
が
読
ん
だ
か
否
か
確
認
で
き
る「
既
読
」機
能
も
つ
い
て
い
る
。「
既
読
」機
能
に
よ

り
、
人
び
と
は
自
ら
発
信
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
相
手
が
読
ん
だ
の
か
否
か
、
読
ん
だ
と
す
れ
ば
ど
の
く
ら
い
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
返
信
を
く
れ
る
の
か
、

◇Ｍ１（７６０―２３）― １８ ―



確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
リ
に「
既
読
」機
能
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
当
事
者
の「
相
手
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
ん
で
く

れ
た
の
か
」と
い
う
疑
問
や
不
安
は
取
り
除
か
れ
た
。
し
か
し
、
新
し
い
機
能
は
別
の
不
安
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る「
未
読
ス
ル
ー
」「
既
読

ス
ル
ー
」問
題
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
リ
を
つ
う
じ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
信
す
る
人
は
、
基
本
的
に
は
、
相
手
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
想
定
し
て
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
発
信
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
意
味
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で「
既
読
」が
つ
か
な
け
れ
ば
、
送
信
者
は
相
手
が
メ
ッ

つ
の

セ
ー
ジ
を
読
ん
で
く
れ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満
感
や
不
安
感
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。

そ
の
一
方
で
、「
既
読
」が
つ
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
返
信
が
な
い
場
合
、
送
信
者
は「
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
視
さ

れ
た
」と
解
釈
し
、
い
っ
そ
う
の
不
満
感
、
不
安
感
を
募
ら
せ
て
ゆ
く
。

お
た
が
い
の
や
り
取
り
が
可
視
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
人
は
、
相
手
の
返
信
に
と
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

受
信
し
た
人
は
、
返
信
の
義
務
を
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
情
報
通
信
端
末
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
不
安
定
な
人
間
関

係
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
つ
な
が
り
の
状
況
を
判
断
す
る
目
安
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

可
視
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
授
受
だ
け
で
は
な
い
。
今
や
、
お
た
が
い
の
位
置
情
報
、
あ
る
場
所
で
の
滞
在
時
間
、
端
末
の
電
池
残

量
、
移
動
速
度
ま
で
共
有
す
る
ア
プ
リ
も
登
場
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
Ｚ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
社
が
二
〇
一
五
年
に
開
発
し
た
Ｚ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
と
い
う
ア
プ
リ
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
一
九
年
頃
か
ら
女
子
高
生
を
中

心
に
広
ま
っ
た
。
こ
の
ア
プ
リ
を
使
え
ば
、
相
手
が
現
在
ど
こ
に
い
て
、
あ
る
場
所
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
滞
在
し
て
い
る
の
か
、
登
録
さ
れ
て
い
る

人
の
ス
マ
ホ
の
電
池
残
量
は
ど
の
く
ら
い
な
の
か
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
通
知
を
オ
フ
に
す
る
こ
と
も
可
能
だ
。
し
か
し
、
通
知
を
オ
フ
に
し
て
し
ま
う
と
、
か
え
っ
て
周
囲
の
人
か
ら
疑
い
を
抱
か
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
れ
も
当
然
だ
ろ
う
。
一
度
明
ら
か
に
し
た
も
の
を
隠
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
不
信
感
を
抱
く
人
が
い
る
の
は
何
ら
お
か
し
い
こ
と
で
は
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な
い
。

高
校
生
の
間
で
は
、
Ｚ
ｅ
ｎ
ｌ
ｙ
を
ス
マ
ホ
に
入
れ
、
交
遊
す
る
の
が
は
や
っ
て
い
る
と
い
う
。
お
た
が
い
の
情
報
を
丸
裸
に
す
る
ア
プ
リ
を
積
極

的
に
入
れ
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
。
今
の
若
い
人
の
関
係
を
つ
な
ぎ
止
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
い
の

で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
視
化
さ
れ
る
な
か
で
、
遠
く
に
い
る
人
び
と
と
常
に
つ
な
が
り
続
け
る
状
況
は
、
私
た
ち
の
孤
独
感
を
あ
お
り
立
て

る
。
た
と
え
ば
、
若
者
研
究
で
は
、
携
帯
メ
ー
ル
を
頻
繁
に
利
用
す
る
人
ほ
ど
、
孤
独
に
対
し
て
恐
怖
を
抱
き
、
孤
独
に
耐
え
る
力
が
弱
く
な
る
、
と

言
わ
れ
て
い
る
。

は
く
だ
つ

メ
ー
ル
や
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
が
人
び
と
の
孤
独
へ
の
恐
怖
を
あ
お
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
社
会
学
の
相
対
的
剥
奪

と
い
う
概
念
を
使
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

相
対
的
剥
奪
と
は
、
人
び
と
の
不
満
は
、
主
観
的
な
期
待
水
準
と
実
際
に
達
成
さ
れ
た
も
の
と
の
格
差（
剥
奪
）に
よ
り
相
対
的
に
決
定
さ
れ
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
偏
差
値
七
〇
の
Ａ
さ
ん
と
、
偏
差
値
五
〇
の
Ｂ
さ
ん
が
中
堅
レ
ベ
ル
の
Ｘ
大
学
に
合
格
し
、
入
学
し
た
と
し
よ
う
。

相
対
的
剥
奪
の
理
論
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
と
き
二
人
が
感
じ
る
喜
び
は
、
Ａ
さ
ん
よ
り
も
Ｂ
さ
ん
の
ほ
う
が
大
き
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と

も
と
偏
差
値
の
高
い
Ａ
さ
ん
は
、
進
学
先
へ
の
期
待
水
準
が
高
く
な
る
た
め
、
中
堅
レ
ベ
ル
の
Ｘ
大
学
へ
の
入
学
と
い
う
成
果
を
あ
ま
り
喜
べ
な
い
か

ら
だ
。

一
方
、
あ
ま
り
偏
差
値
の
高
く
な
い
Ｂ
さ
ん
は
、
進
学
先
へ
の
期
待
も
高
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
Ｘ
大
学
に
入
学
す
る
に
あ
た
っ
て
の
剥
奪
感
は

な
く
、
満
足
し
て
入
学
式
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
概
念
を
も
と
に
、Ｂ
つ
な
が
り
に
お
け
る「
常
時
接
続
前
」と「
常
時
接
続
後
」の
時
代
を
比
べ
て
み
よ
う
。

つ
な
が
り
が
不
安
定
化
し
て
ゆ
く
と
、
人
び
と
は
相
手
を
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
不
安
を
抱
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で

登
場
し
た「
常
時
接
続
」の
つ
な
が
り
の
場
は
、「
自
由
か
ら
の
逃
走
」の
経
路
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
へ
の
期
待
を
拡
大
さ
せ

◇Ｍ１（７６０―２５）― ２０ ―



る
。ケ

ー
タ
イ
、
ス
マ
ホ
の
登
場
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
を
隔
て
て
い
た
物
理
的
な
距
離
は
無
視
し
う
る
も
の
と
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、
い
つ
で

も
、
ど
こ
で
も
意
中
の
相
手
と
つ
な
が
る
環
境
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
膨
ら
ん
だ
期
待
は
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
か
っ
た
と
き
の
失
望
感

も
増
幅
さ
せ
る
。
言
い
換
え
る
と
、「
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
」に
対
す
る
耐
久
力
を
大
幅
に
落
と
し
て
し
ま
う
。

た
と
え
ば
、
友
だ
ち
、
ま
た
は
つ
き
あ
っ
て
い
る
人
と
つ
な
が
ら
な
い
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。「
常
時
接
続
前
」の
時
代
で
あ
れ
ば
、
距
離
の
隔

た
っ
た
相
手
と「
つ
な
が
る
こ
と
」は
当
た
り
前
で
は
な
い
の
で
、
つ
な
が
っ
て
い
な
い
状
況
に
対
す
る
不
満
や
不
安
は
、
そ
う
簡
単
に
は
生
じ
な
い
。

手
紙
の
時
代
で
あ
っ
て
も
、
相
手
の
返
信
に
や
き
も
き
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
一
日
、
二
日
連
絡
が
来
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
気
に
な

ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
手
紙
の
時
代
に
は
そ
れ
ほ
ど
の
短
期
間
で
連
絡
を
と
る
手
段
も
な
か
っ
た
。

「
常
時
接
続
」の
時
代
に
な
る
と
、
相
手
と「
つ
な
が
る
こ
と
」が
常
態
に
な
る
。
人
び
と
が
相
手
と
つ
な
が
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
て
い
る
な
ら
ば
、

か
り
に
、
目
の
前
に
い
な
い
誰
か
と
つ
な
が
ら
な
い
事
態
が
生
じ
る
と
、
そ
の
状
況
に
対
し
て
強
い
不
満
や
不
安
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。

し
か
も
、「
常
時
接
続
」の
時
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
可
視
化
さ
れ
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
ど
の
く
ら
い
の
時
間
相
手
と
つ
な
が
っ
て
い
な

い
の
か
、
相
手
が
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
れ
た
の
か
、
つ
ね
に
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。「
常
時
接
続
」の
社
会
は
、
人
び
と
か
ら
誰
か
と
つ
な
が
ら
な

い
こ
と
へ
の
耐
性
を
奪
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
か
ら
切
断
さ
れ
た
数
十
分
後
、
数
時
間
後
に
は
不
安
・
不
満
を
感
じ
る
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
や
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
を

日
に
何
度
も
チ
ェ
ッ
ク
し
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
人
た
ち
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

湿
ら
せ
て
も
す
ぐ
に
乾
い
て
し
ま
う
砂
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
つ
な
が
り
の
欲
求
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
す
ぐ
に
訪
れ
る
乾
き
は
、
私

た
ち
を
ケ
ー
タ
イ
、
ス
マ
ホ
へ
と
し
ば
り
つ
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

友
人
関
係
は
、
究
極
的
に
は
お
た
が
い
が
相
手
を
求
め
合
う
と
い
う
感
情
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
友
情
に
、
何
か
の
役
に
立
ち
そ
う
だ
と
か
、
仕
事

う
そ

上
の
つ
き
あ
い
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
た
感
情
以
外
の
要
素
が
入
る
と
、
当
該
の
友
情
は
な
ん
と
な
く
嘘
く
さ
い
も
の
に
な
る
。
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個
々
人
が
相
手
に
抱
く
感
情
が
重
視
さ
れ
る
人
間
関
係
と
は
、「
相
手
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
」こ
と
が
重
視
さ
れ
る
人
間
関
係
と
も
言
い
換
え
ら
れ

る
。
こ
ち
ら
か
ら
は
た
ら
き
か
け
な
け
れ
ば
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
社
会
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
相
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
て「
よ
い
」友
人

関
係
を
維
持
し
な
け
れ
ば
、
つ
な
が
り
か
ら
放
り
出
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。

し
か
し
、
何
を
や
れ
ば
相
手
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
そ
う
簡
単
に
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
び
と
は
対
立
を
回

避
し
、
な
る
べ
く
悪
い
感
情
を
抱
か
れ
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

情
報
通
信
端
末
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
一
連
の
機
能
を
つ
う
じ
て
、
相
手
か
ら
の
承
認
の
度
合
い
を
徐
々
に
可
視
化
し
て
い
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
は
、
承
認
の
確
認
装
置
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

他
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
信
量
、
自
ら
が
発
信
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
応
答
の
量
お
よ
び
速
さ
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
人
か
ら「
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
」度
合
い
を
判
断
す
る
材
料
に
な
る
。
こ
の
承
認
の
度
合
い
を
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
可
視
化
し
た
の
が
、
多
く
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
実
装

さ
れ
た
、
人
び
と
の
投
稿
を
評
価
・
拡
散
す
る
機
能
で
あ
る
。

Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
、
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
、
Ｉ
ｎ
ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｒ
ａ
ｍ
に
代
表
さ
れ
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
は
、
い
ず
れ
も
、
当
該
ソ
フ
ト
を
介
し
て
つ
な
が
っ

て
い
る
人
た
ち
に
、
文
字
、
画
像
、
動
画
を
つ
う
じ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
機
能
が
あ
る
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
し
た
人
は
、
掲
載
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を「
よ
い
」と
思
え
ば
、
ボ
タ
ン
を
操
作
し
て
、
自
ら
の
気
持
ち
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
俗
に
言
う「
い
い
ね
！
」機
能
で
あ
る
。
ま
た
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
よ
り
多
く
の
人
と
共
有
す
べ
き
と
感
じ
た
な
ら
ば
、
シ
ェ
ア
機
能
を
つ
う
じ
て
さ

ら
に
拡
散
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

一
方
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
人
は
、「
い
い
ね
」の
数
や
シ
ェ
ア
さ
れ
た
回
数
を
自
ら
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
ペ
ー
ジ
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
の「
い
い
ね
」や

シ
ェ
ア
の
回
数
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
自
ら
発
信
し
た
も
の
が
、
親
し
い
人
あ
る
い
は
世
の
な
か
に
ど
の
く
ら
い
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
の
か
、
容
易
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

く
ぎ
づ

情
報
通
信
ツ
ー
ル
に
実
装
さ
れ
た
承
認
の
測
定
機
能
は
、
私
た
ち
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
ペ
ー
ジ
に
釘
付
け
に
し
、Ｃ
新
た
な
行
為
様
式
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
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お
た
が
い
が
受
け
入
れ
合
う
こ
と
で
成
り
立
つ
関
係
性
の
難
し
さ
は
、
そ
も
そ
も
、
自
ら
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
が
た
い
こ
と

に
あ
る
。
こ
の
点
に
加
え
、「
受
け
入
れ
ら
れ
る
」と
い
う
行
為
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
特
徴
が
あ
る
。
承
認
そ
の
も
の
が
持
続
性
に
欠
け
る
こ
と

で
あ
る
。

か
り
に
、
現
在
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
人
が
、
数
日
後
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
今
や「
修
復
を
す
る
機
会
が
な
さ
そ
う
」だ
か
ら

ケ
ン
カ
を
し
な
い
の
が
友
人
関
係
の
あ
り
方
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
人
び
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
繰
り
返
し
て
相
互
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
感
覚
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
承
認
測
定
機
能
は
、
承
認
に
お
け
る
可
視
化
の
問
題
を
解
消
し
た
。
そ
の
一
方
で
、Ｄ
持
続
性
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
い

る
。
か
り
に
あ
る
投
稿
で
一
万
件
の「
い
い
ね
」を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
次
の
投
稿
で
同
じ
く
ら
い
の「
い
い
ね
」を
獲
得
で
き
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な

い
。そ

の
結
果
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
つ
う
じ
て
承
認
を
得
て
い
る
人
び
と
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
投
稿
を
目
的
と
し
て
行
動
を
お
こ
す
よ
う
に
な
る
。「
い
い
ね
」の
獲

得
を
目
的
と
し
て
、
や
や
過
剰
に
装
飾
し
た
写
真
や
動
画
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿
す
る「
イ
ン
ス
タ
映
え
」や「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
映
え
」と
い
っ
た
行
為
は
そ
の
典
型
で

あ
る
。
承
認
が
可
視
化
さ
れ
た
社
会
を
生
き
る
私
た
ち
は
、
い
か
に
多
く
の「
い
い
ね
」が
も
ら
え
る
か
を
意
識
し
な
が
ら
、
ネ
タ
探
し
的
な
行
動
を
繰

り
返
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
投
稿
用
の
ネ
タ
が
そ
う
長
く
続
く
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
次
の
投
稿
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
心
理
的
緊

張
は
、
そ
れ
だ
け
で
ス
ト
レ
ス
に
な
る
。
結
果
と
し
て
一
部
の
人
は
ネ
タ
探
し
に
対
す
る
疲
労
を
う
っ
た
え
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
一
方
、
ネ
タ
の
継
続
を
志
向
し
て
過
剰
な
表
現
に
走
る
人
も
出
て
く
る
。
さ
ら
に
、
相
手
の
投
稿
に「
い
い
ね
」を
押
す
た
め
に
定
期
的
に
Ｓ
Ｎ

あ
か
し

Ｓ
ソ
フ
ト
を
開
く
人
も
現
れ
る
。
友
だ
ち
が
送
っ
た
投
稿
に
承
認
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、「
い
い
ね
」を
送
る
こ
と
こ
そ
が
友
情
の
証
だ
か
ら
で

あ
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
り
可
視
化
さ
れ
た
承
認
は
、
不
安
定
な
関
係
に
お
び
え
る
人
び
と
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
引
き
つ
け
て
ゆ
く
。「
常
時
接
続
」の
時
代
の
、
目
の
前

に
い
な
い
人
に
よ
る
拘
束
は
、
常
時
接
続
前
の
時
代
か
ら
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
い
に
強
ま
っ
て
い
る
。
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し
か
も
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
は
、
対
面
の
会
話
で
見
ら
れ
る
何
気
な
い
要
素
は
削
減
さ
れ
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
強
い

も
の
が
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
ふ
つ
う
」の
自
己
よ
り
も「
ち
ょ
っ
と
盛
っ
た
」自
己
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
石
田
光
規『「
友
だ
ち
」か
ら
自
由
に
な
る
』に
よ
る
）

問
一

傍
線
部
Ａ「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
」は
人
び
と
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
。
本
文
に
即
し
て
百
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
二

傍
線
部
Ｂ「
つ
な
が
り
に
お
け
る「
常
時
接
続
前
」と「
常
時
接
続
後
」の
時
代
」と
あ
る
が
、
二
つ
の
時
代
の
違
い
を
著
者
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

て
い
る
か
。
本
文
に
即
し
て
百
三
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
三

傍
線
部
Ｃ「
新
た
な
行
為
様
式
」と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
。
本
文
に
即
し
て
百
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

問
四

傍
線
部
Ｄ「
持
続
性
の
問
題
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
い
る
」と
あ
る
が
、
こ
こ
で「
持
続
性
の
問
題
」と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
本
文
に

即
し
て
百
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
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