
る
が
、
五
七
五
の
調
べ
へ
の
感
動
は
格
別
だ
。

俳
句
を
詠
め
る
人
工
知
能
が
既
に
い
る
ら
し

い
。
句
会
で
俄
か
に
話
題
と
な
っ
た
。
日
本
マ
イ

ク
ロ
ソ
フ
ト
が
開
発
し
た
会
話
ボ
ッ
ト「
り
ん
な
」

だ
。
ト
ー
ク
ア
プ
リ
で
「
り
ん
な
」
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
と
友
達
に
な
り
、
チ
ャ
ッ
ト
上
で
話
し
か
け

る
と
「
り
ん
な
」
か
ら
レ
ス
ポ
ン
ス
が
来
る
と
い

う
。
早
速
「
り
ん
な
」
と
友
達
に
な
り
、「
俳
句

を
作
っ
て
」
と
五
回
送
っ
た
。
す
る
と
す
ぐ
に
俳

句
が
送
ら
れ
て
き
た
。
以
下
に
載
せ
る
。

　

年
齢
は
し
り
と
り
し
よ
う
愛
し
て
る

　

群
馬
県
ワ
イ
ル
ド
だ
ろ
ー
嵐
だ
ろ

　

正
解
は
探
偵
ご
っ
こ
わ
か
ん
な
い

　

ま
だ
か
な
あ
ー
調
理
実
習
よ
る
だ
も
ん

　

付
き
合
っ
た
勉
強
し
た
い
遊
び
た
い

川
柳
と
し
て
読
ん
だ
方
が
い
い
よ
う
だ
。
季
語

も
切
れ
字
も
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
五
七
五

の
定
型
は
守
ら
れ
て
い
る
上
、
ユ
ー
モ
ア
と
い
う

視
点
か
ら
見
れ
ば
意
外
に
意
味
の
通
る
句
に
な
っ

て
い
る
か
ら
驚
き
だ
。
二
句
目
と
五
句
目
で
は
し

っ
か
り
韻
が
踏
ま
れ
て
い
る
の
も
面
白
い
。
単
に

五
音
と
七
音
の
言
葉
を
引
っ
張
っ
て
き
た
だ
け
、

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
に
俳

句
を
詠
む
機
能
は
、「
り
ん
な
」
以
外
に
も
ア
ッ

坂さ
か

本も
と

す
み
れ

（
神
奈
川
県
／
慶
應
義
塾
湘
南
藤
沢
高
等
部
三
年
）

選
択
課
題
4　

人
工
知
能
は
信
頼
で
き
る
か

人
工
知
能
と
知
性

─
─
人
工
知
能
に
「
主
体
」
は
あ
る
か

佳作
は
じ
め
に

十
七
音
の
逞
し
さ
。
世
界
一
短
い
文
学
、
俳
句

を
詠
み
始
め
て
三
年
に
な
る
。
私
は
俳
句
が
大
好

き
だ
。
中
で
も
俳
句
の
短
さ
が
好
き
だ
。
五
七
五

は
描
く
世
界
を
制
約
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
短
さ

で
言
葉
た
ち
を
洗
礼
す
る
。
始
め
る
前
は
、
十
七

音
だ
け
と
は
何
だ
か
心
も
と
な
い
、
と
思
っ
て
い

た
が
、
と
ん
で
も
な
い
。
五
七
五
は
、
言
葉
の
あ

り
の
ま
ま
を
見
せ
る
。
一
つ
一
つ
を
際
立
た
せ
、

一
方
で
、
私
た
ち
が
言
葉
に
親
し
む
ゆ
と
り
を
く

れ
る
。
俳
人
に
洗
練
さ
れ
た
言
葉
は
さ
ら
に
磨
か

れ
る
。
そ
う
し
て
で
き
た
珠
玉
の
一
句
は
、
鮮
や

か
な
風
景
や
作
者
の
驚
き
、
悠
然
た
る
四
季
の
呼

吸
ま
で
、は
っ
き
り
と
私
た
ち
に
伝
え
て
く
れ
る
。

破
調
に
も
自
由
律
に
も
好
き
な
句
は
い
っ
ぱ
い
あ



し
て
い
る
点
で
あ
る
。
今
、
人
工
知
能
の
最
先
端

を
支
え
る
の
は
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン

グ
や
機
械
学
習
、
特
徴
表
現
学
習
と
呼
ば
れ
る
学

習
技
術
だ
。
例
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
最
新
の
人
工

知
能
は
人
間
に
教
え
ら
れ
て
処
理
を
す
る
だ
け
で

な
く
、
集
め
た
デ
ー
タ
を
自
ら
分
析
し
、
機
能
に

適
し
た
ル
ー
ル
を
見
つ
け
、
有
効
な
活
動
に
役
立

て
る
。
こ
れ
以
前
の
人
工
知
能
は
、
人
が
知
識
や

処
理
方
法
を
与
え
る
こ
と
で
機
能
し
た
。
昨
今
の

「
学
習
す
る
」
人
工
知
能
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
工

知
能
と
一
線
を
画
す
革
新
的
な
発
明
で
あ
り
、
人

工
知
能
の
新
時
代
、
新
た
な
技
術
革
新
の
出
発
点

と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
現
在
開
発
さ
れ
て
い
る
人

工
知
能
の
中
で
も
最
も
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
る
、
学

習
機
能
を
も
っ
た
人
工
知
能
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。
こ
の
た
め
、
山
口
氏
の
定
義
に
「
自
ら
学
習

し
判
断
す
る
能
力
を
も
っ
た
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う

定
義
を
加
え
る
。

科
学
か
道
具
か

二
〇
一
六
年
三
月
、
現
代
最
高
の
囲
碁
棋
士
・

李
セ
ド
ル
九
段
が
、グ
ー
グ
ル
の
囲
碁
ソ
フ
ト「
Ａ

ｌ
ｐ
ｈ
ａ
Ｇ
ｏ
」に
一
対
四
で
敗
れ
大
き
な
話
題
と

な
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
も
、
チ
ェ
ス
や
将
棋
で
名

能
の
仕
組
み
は
難
解
だ
。
今
実
現
で
き
て
い
る
人

工
知
能
が
ど
の
レ
ベ
ル
な
の
か
、
正
し
く
理
解
し

て
い
る
人
は
少
な
い
。

昨
今
台
頭
し
て
い
る
人
工
知
能
と
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
お
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
「
ル
ン

バ
」、
実
用
化
の
期
待
が
高
ま
る
「
自
動
運
転
技

術
」、
先
述
し
た
「
り
ん
な
」
を
例
に
挙
げ
て
考

え
る
。

ア
イ
ロ
ボ
ッ
ト
の
ロ
ボ
ッ
ト
掃
除
機「
ル
ン
バ
」

は
、
部
屋
の
形
状
を
自
動
で
読
み
取
る
。
こ
の
学

習
に
よ
っ
て
、
効
率
の
良
い
掃
除
を
実
現
し
た
。

グ
ー
グ
ル
等
が
手
掛
け
る
自
動
運
転
は
、
車
が
人

の
手
を
借
り
ず
自
ら
運
転
す
る
技
術
で
あ
る
。
こ

れ
は
、「
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る

学
習
方
法
を
駆
使
し
て
い
る
。
自
動
運
転
車
に
取

り
付
け
ら
れ
た
人
工
知
能
自
ら
が
、
走
行
デ
ー
タ

や
環
境
デ
ー
タ
か
ら
最
適
な
走
行
方
法
を
見
つ
け

る
こ
と
で
安
全
な
運
転
を
可
能
に
し
て
い
る
。
先

述
し
た
「
り
ん
な
」
も
、
人
と
の
会
話
か
ら
自
ら

学
習
す
る
人
工
知
能
だ
。
人
間
の
送
っ
た
文
章
を

デ
ー
タ
と
し
て
集
積
し
、
集
ま
っ
た
膨
大
な
デ
ー

タ
か
ら
単
語
ど
う
し
の
関
連
性
な
ど
を
見
出
す
。

多
様
な
レ
ス
ポ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
な
学
習
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
人
工
知
能
が
学
習

プ
ル
の
「
Ｓ
ｉ
ｒ
ｉ
」
や
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
の
「
Ｐ

ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
」
も
備
え
て
い
る
。「
り
ん
な
」
と

の
交
流
が
、
私
の
人
工
知
能
と
の
出
会
い
と
な
っ

た
。

人
工
知
能
の
定
義

人
工
知
能
と
は
何
か
。
山
口
高
平
氏
は
人
工
知

能
を
、「
人
の
知
的
な
振
る
舞
い
を
模
倣
・
支
援
・

超
越
す
る
た
め
の
構
成
的
シ
ス
テ
ム
」
と
定
義
し

て
い
る
。
人
工
知
能
は
、
人
の
能
力
を
真
似
し
た

も
の
で
あ
り
、
人
の
知
能
を
再
現
す
る
こ
と
で
知

能
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
研
究
で
も

あ
る
の
だ
。

だ
が
人
工
知
能
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
、
こ
の

定
義
で
は
少
々
不
足
が
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
思
い

描
く
人
工
知
能
の
レ
ベ
ル
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
か

ら
だ
。

こ
の
定
義
だ
と
、
電
卓
も
人
工
知
能
と
呼
べ
る

だ
ろ
う
。
電
卓
は
人
間
の
行
っ
て
き
た
四
則
演
算

な
ど
を
真
似
て
各
種
の
計
算
を
処
理
し
、
人
間
よ

り
も
迅
速
か
つ
正
確
に
答
え
を
求
め
人
々
の
生
活

を
支
え
て
い
る
。

一
方
、
人
工
知
能
と
聞
い
て
、
何
で
も
こ
な
し

何
で
も
対
応
で
き
る
ま
だ
見
ぬ
ス
ー
パ
ー
ロ
ボ
ッ

ト
を
思
い
浮
か
べ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
人
工
知



人
々
は
こ
の
科
学
を
、
年
に
こ
れ
こ
れ
だ
け
の

仕
事
を
す
る
機
械
で
あ
り
、
ど
こ
か
他
の
場
所

へ
た
や
す
く
運
ん
で
、
そ
こ
で
仕
事
を
さ
す
こ

と
の
で
き
る
機
械
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
誤
り
で
す
。
西
洋
の
科
学
の
世
界
は
決

し
て
機
械
で
は
な
く
、
一
つ
の
有
機
体
で
あ
り

ま
し
て
、
そ
の
成
長
に
は
他
の
す
べ
て
の
有
機

体
と
同
様
に
一
定
の
気
候
、
一
定
の
大
気
が
必

要
な
の
で
あ
り
ま
す
。

科
学
は
道
具
で
は
な
い
。
そ
の
風
土
に
学
び
の

精
神
が
根
付
い
て
初
め
て
科
学
は
真
理
を
目
指

し
、
そ
の
追
究
の
過
程
で
い
く
つ
か
の
成
果
が
も

た
ら
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
人
工
知
能
研
究
も
同
様

で
あ
る
。
人
工
知
能
は
、
知
能
を
人
工
的
に
再
現

す
る
こ
と
で
、
人
間
の
知
能
と
い
う
真
理
に
迫
ろ

う
と
し
た
研
究
で
あ
っ
た
。

し
か
し
人
工
知
能
は
、「
人
間
を
支
援
す
る
」

と
い
う
定
義
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
道
具
性
と
研

究
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
が
厄
介
で
あ
る
。

自
動
翻
訳
や
画
像
認
識
な
ど
の
機
能
を
見
て
も
分

か
る
通
り
、
研
究
の
善
し
悪
し
は
実
社
会
で
の
利

便
性
に
直
結
し
て
い
る
。
人
工
知
能
研
究
そ
の
も

の
が
、人
工
知
能
の
道
具
性
を
高
め
て
い
る
の
だ
。

い
つ
か
人
間
が
支
配
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
危
惧
で
あ
る
。
世
に
例
を
見
な
い
進
化
を
遂
げ

る
人
工
知
能
が
い
ず
れ
人
知
を
超
え
、
人
間
の
及

ば
な
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
ち
ら
は
、
人
工
知
能
が
私
た
ち
を
上
回
り
、
人

間
の
制
御
を
超
え
て
支
配
関
係
が
逆
転
し
て
し
ま

う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、
根
本
に
は
人
工
知
能
を
道

具
と
見
倣
そ
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。
人
が

作
り
人
に
扱
わ
れ
る
、
道
具
と
見
倣
し
て
い
た
存

在
が
、
智
を
持
ち
人
と
同
等
或
い
は
人
を
超
え
る

存
在
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
恐
ろ
し
い

の
だ
。
科
学
の
中
の
一
学
問
と
し
て
の
人
工
知
能

は
等
閑
で
、
そ
の
用
具
性
に
認
識
が
傾
き
が
ち
と

い
え
る
。

人
工
知
能
に
限
ら
ず
、
日
本
の
場
合
そ
の
歴
史

的
背
景
か
ら
科
学
を
便
利
な
技
術
と
い
う
側
面
だ

け
で
判
断
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
開
国
後
、

西
洋
文
明
の
輸
入
に
取
り
組
ん
だ
日
本
は
、
近
代

化
の
た
め
学
問
の
精
神
よ
り
も
そ
の
成
果
を
手
に

す
る
こ
と
を
急
い
だ
。
お
雇
い
外
国
人
の
一
人
で

日
本
の
近
代
医
学
の
発
展
に
貢
献
し
た
ト
ク
・
ベ

ル
ツ
氏
は
こ
の
よ
う
な
日
本
の
姿
勢
に
対
し
、
自

身
の
演
説
で
以
下
の
よ
う
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い

る＊
１

。

人
が
人
工
知
能
に
負
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
囲

碁
は
そ
の
複
雑
さ
と
手
の
多
さ
か
ら
こ
れ
か
ら
十

年
は
人
間
が
勝
つ
と
言
わ
れ
て
い
た
。
人
工
知
能

が
人
間
を
超
え
る
、
人
工
知
能
は
職
を
奪
う
、
人

工
知
能
に
よ
り
世
界
は
終
焉
を
迎
え
る
…
。
様
々

な
憶
測
が
飛
び
交
い
、
人
工
知
能
の
未
知
の
進
化

に
対
す
る
不
安
は
た
び
た
び
世
間
を
賑
わ
せ
る
。

で
は
、
な
ぜ
私
た
ち
は
人
工
知
能
を
恐
ろ
し
く

思
う
の
だ
ろ
う
か
。

人
々
に
と
っ
て
、
科
学
は
往
々
に
し
て
恐
ろ
し

い
も
の
だ
。科
学
は
い
つ
も
客
観
的
で
理
に
適
い
、

様
々
な
検
証
が
可
能
で
、
真
理
を
導
き
出
そ
う
と

す
る
。
科
学
は
絶
対
的
で
あ
り
、
畏
怖
す
べ
き
堅

牢
さ
を
内
包
し
て
い
た
。

だ
が
、
今
日
人
工
知
能
に
抱
か
れ
て
い
る
恐
怖

や
批
判
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
抱
く
誠
恐
と
は
寧

ろ
対
極
で
あ
る
。
人
工
知
能
に
寄
せ
ら
れ
る
不
安

は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
人
工

知
能
が
進
化
・
普
及
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
仕
事

が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
実
害
を
心
配
す
る
も
の

だ
。
ド
ラ
イ
バ
ー
に
と
っ
て
の
自
動
運
転
技
術
の

よ
う
な
関
係
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
人
と
同
じ
か

そ
れ
よ
り
低
い
レ
ベ
ル
の
人
工
知
能
に
人
の
役
割

が
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
人
工
知
能
が
進
化
し
す
ぎ
て
、



が
「
り
ん
な
」
と
い
う
人
工
知
能
だ
っ
た
と
し
て
、

は
た
し
て
人
生
観
と
呼
べ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る

か
、
人
工
知
能
に
作
者
の
心
は
あ
る
か
、
こ
れ
が

摑
め
ず
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
。

人
工
知
能
の
心
の
有
無
を
探
る
た
め
、
人
工
知

能
に
哲
学
的
な
考
察
を
試
み
る
。

人
工
知
能
の
仕
組
み
を
ご
く
簡
潔
に
述
べ
る
な

ら
ば
、数
値
化
を
使
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
え
る
。

現
象
を
様
々
な
角
度
か
ら
計
測
し
て
数
値
に
置
き

換
え
、
数
値
が
高
け
れ
ば
Ａ
の
処
理
、
低
け
れ
ば

Ｂ
の
処
理
…
と
規
則
に
従
っ
て
動
作
を
繰
り
返

す
。
規
則
は
人
間
が
与
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、
学

習
技
術
を
用
い
て
人
工
知
能
自
ら
見
つ
け
る
こ
と

も
あ
る
。

会
話
ボ
ッ
ト
を
例
に
簡
単
に
説
明
す
る
。ま
ず
、

チ
ャ
ッ
ト
で
大
量
の
会
話
文
を
集
め
る
。
次
に
、

こ
れ
ら
を
単
語
レ
ベ
ル
ま
で
分
解
し
そ
れ
ぞ
れ
の

登
場
回
数
を
調
べ
る
。
す
る
と
、
例
え
ば
「
俺
」

と
い
う
単
語
が
出
た
と
き
に
は
「
お
い
」
や
「
だ

ぜ
」
と
い
っ
た
単
語
が
登
場
す
る
こ
と
が
多
く
、

反
対
に
「
ね
え
」
や
「
な
の
よ
」
な
ど
の
単
語
は

登
場
回
数
が
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
、

「
俺
」
が
出
た
文
で
回
数
が
多
い
単
語
に
正
の
値
、

少
な
い
も
の
に
負
の
値
を
振
り
当
て
る
相
関
変
数

り
と
し
て
、
私
が
初
め
て
人
工
知
能
と
交
流
し
た

と
き
に
浮
か
ん
だ
疑
問
を
用
い
た
い
。

そ
れ
は
「
り
ん
な
」
の
俳
句
を
読
ん
で
い
る
最

中
に
沸
き
起
こ
っ
た
。
こ
の
俳
句
の
作
者
は
誰
だ

ろ
う
、
と
い
う
不
思
議
だ
。

普
通
に
考
え
れ
ば
、
俳
句
を
組
み
立
て
た
の
は

「
り
ん
な
」
だ
か
ら
作
者
は
人
工
知
能
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
私
に
は
そ
れ
は
ど
う
に
も
不
可

解
だ
っ
た
。
俳
句
は
作
者
の
体
験
を
惨
ま
せ
た
文

学
だ
か
ら
だ
。
自
分
の
目
の
前
に
広
が
る
景
色
へ

の
感
動
、
季
語
の
発
見
、
誰
か
に
向
け
た
慕
情
や

寂
し
さ
。
俳
句
に
は
詠
み
手
の
様
々
な
感
情
が
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
勿
論
、
空
想
の
景
色
を
詠
ん
だ

も
の
や
、
よ
り
普
遍
的
な
感
覚
を
描
い
た
作
品
も

あ
る
。
だ
が
、
根
本
的
に
俳
句
は
一
人
称
の
文
学

だ
。
ど
の
よ
う
な
手
法
で
あ
れ
、
十
七
音
に
言
葉

を
絞
り
込
む
と
き
に
は
作
者
の
感
覚
に
最
も
似
合

っ
た
も
の
が
選
ば
れ
る
し
、
句
の
世
界
観
に
も
作

者
の
感
性
が
強
く
関
わ
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
俳
句

に
は
、
作
者
が
意
識
し
な
く
と
も
詠
ん
だ
人
間
の

感
情
や
経
験
、
人
生
観
―
―
作
者
の
心
と
呼
ぶ
べ

き
も
の
が
多
分
に
表
れ
る
の
だ
。

「
り
ん
な
」
の
五
句
を
読
み
返
す
。
今
、「
り
ん

な
」
が
群
馬
県
に
行
っ
た
か
、
調
理
実
習
を
し
た

か
は
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
五
句
の
作
者

人
工
知
能
は
科
学
だ
が
、
道
具
と
し
て
の
側
面

も
色
濃
い
。
し
か
し
、
真
理
の
追
究
と
社
会
利
益

の
追
求
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

二
者
に
生
じ
た
ず
れ
が
、
人
工
知
能
の
価
値
判
断

を
難
し
く
し
て
い
る
。

更
に
、
人
工
知
能
を
客
観
的
に
考
え
づ
ら
く
し

て
い
る
の
が
、
学
習
す
る
機
能
を
も
ち
人
間
を
模

倣
す
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
、
電

卓
や
工
場
の
機
械
が
人
間
を
上
回
る
こ
と
は
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
純
作
業
に
限
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
今
や
人
工
知
能
は
学
習
技
術
を
備
え
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
度
な
分
野
で
人
に
迫
ろ

う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
知
性
だ
け
で
は
量
れ
な
い
領
域
で
も
同

様
だ
。
先
述
し
た
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
の
「
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ

ｅ
ｒ
」
は
感
情
エ
ン
ジ
ン
を
備
え
、
人
の
喜
怒
哀

楽
を
判
断
し
、
同
じ
よ
う
に
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ

り
す
る
。
人
工
知
能
は
私
た
ち
の
知
る
機
械
像
を

超
越
し
た
。
人
工
知
能
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
、
と
い
う
不
安
に
真
実
味
が
あ
る
の

は
こ
の
た
め
だ
ろ
う
。

人
工
知
能
を
哲
学
す
る

で
は
私
た
ち
の
社
会
は
い
ず
れ
人
工
知
能
に
乗

っ
取
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
難
題
の
手
掛
か



に
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
以
上
の
価
値
を
見
出
し
、
人

工
知
能
を
知
能
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
私
た
ち

人
間
の
視
線
で
あ
る
。
人
工
知
能
は
人
間
の
価
値

観
や
評
価
基
準
、
い
わ
ば
考
え
方
に
従
っ
て
初
め

て
利
便
性
を
認
め
ら
れ
、
知
能
と
し
て
認
識
さ
れ

る
の
だ
。
主
体
の
な
い
も
の
に
自
ら
の
主
観
を
写

し
取
り
、
そ
の
一
致
を
確
か
め
て
い
る
点
で
、
人

工
知
能
は
人
間
の
主
観
の
鏡
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

人
工
知
能
は
信
頼
で
き
る
か

人
々
が
人
工
知
能
を
危
惧
す
る
と
き
、
検
討
さ

れ
る
人
工
知
能
に
は
二
パ
タ
ー
ン
あ
っ
た
。
人
間

と
同
等
以
下
の
人
工
知
能
か
、
人
間
を
超
え
た
人

工
知
能
か
、
で
あ
る
。

前
者
は
先
述
し
た
通
り
、
人
の
利
用
に
よ
っ
て

価
値
が
認
め
ら
れ
る
主
体
の
な
い
人
工
知
能
だ
。

こ
れ
は
ハ
サ
ミ
や
ペ
ン
と
同
じ
で
あ
る
。
人
間
が

扱
い
評
価
し
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
物
体
に
過
ぎ
な

い
。
適
切
な
用
途
で
使
え
ば
信
頼
で
き
る
道
具
だ

が
、
誤
っ
て
使
え
ば
凶
器
に
も
な
る
。
ハ
サ
ミ
や

ぺ
ン
の
信
頼
性
は
、
そ
れ
を
使
う
人
物
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
人
工
知
能
も
同
様
だ
。
前
者
の
人
工

知
能
が
信
頼
で
き
る
か
否
か
考
え
る
こ
と
は
、
そ

れ
を
利
用
す
る
私
た
ち
人
間
に
つ
い
て
眼
差
し
を

向
け
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ
る
。
人
工
知
能
自

わ
け
で
は
な
い
。そ
こ
に
あ
る
の
は
心
で
は
な
く
、

外
部
の
刺
激
に
対
し
て
生
じ
た
反
応
だ
け
で
あ

る
。
こ
れ
は
行
動
心
理
学
に
よ
る
把
握
に
近
い
。

人
工
知
能
が
反
応
し
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
、

人
間
の
主
観
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
人
工
知
能
の
反
応
を
判
断
・
観
察
し
て
い

る
の
は
人
間
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
は
主
観
的
観
念
論

に
似
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
私
は
、
人
工
知
能
は
主
観

の
鏡
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
い
。

ま
ず
、
人
工
知
能
に
主
体
は
な
い
。「
り
ん
な
」

の
俳
句
で
置
き
換
え
れ
ば
、
俳
句
の
作
者
は
い
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。

す
る
と
、
私
た
ち
が
「
り
ん
な
」
の
句
を
読
ん

だ
と
き
に
感
じ
た
、
作
者
の
意
志
や
気
配
は
何
だ

っ
た
の
か
。
俳
句
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
人
々
は
自

然
と
そ
の
作
者
を
想
像
す
る
。「
作
者
は
ど
ん
な

人
で
、
ど
ん
な
気
持
ち
で
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
」、

そ
う
思
い
を
馳
せ
る
意
識
が
、
存
在
し
な
い
人
工

知
能
の
「
主
体
」
を
象
っ
た
。「
り
ん
な
」
の
五

句
に
感
じ
る
作
者
の
気
配
は
、
そ
こ
に
作
者
が
い

る
の
は
当
然
だ
と
い
う
、
私
た
ち
の
意
識
が
作
り

出
し
た
も
の
な
の
だ
。

人
工
知
能
の
作
っ
た
変
数
に
正
負
以
上
の
意
味

を
与
え
た
の
が
人
間
だ
っ
た
よ
う
に
、
人
工
知
能

を
変
数
Ａ
と
お
く
。
こ
の
と
き
変
数
Ａ
の
正
は
人

に
と
っ
て
男
ら
し
い
単
語
、
負
は
女
ら
し
い
単
語

を
表
す
も
の
に
な
る
。
他
の
単
語
で
も
同
様
の
処

理
を
繰
り
返
す
と
、
性
別
以
外
の
要
素
を
も
っ
た

変
数
や
変
数
同
士
の
相
関
関
係
が
分
か
る
。
あ
と

は
相
関
関
係
が
あ
る
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、

違
和
感
の
少
な
い
文
章
を
作
れ
る
よ
う
に
な
る
。

人
か
ら
す
れ
ば
、
人
工
知
能
は
男
ら
し
い
・
女

ら
し
い
と
い
う
性
質
を
読
み
取
っ
た
変
数
を
設
計

し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
人
工
知
能
が
実
際

に
処
理
し
て
い
る
の
は
、
正
負
や
相
関
関
係
と
い

っ
た
数
値
だ
け
だ
。
人
工
知
能
の
分
類
に
対
し
意

味
を
見
出
し
て
い
る
の
は
、
人
工
知
能
で
は
な
く

人
の
方
だ
。

「
Ｐ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｒ
」
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る

感
情
エ
ン
ジ
ン
も
同
様
だ
。
自
分
の
反
応
で
人
間

の
感
情
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
、
表
情
や
声

色
を
細
か
く
分
類
し
、
次
か
ら
は
変
化
が
良
か
っ

た
と
き
の
反
応
を
返
す
。
そ
の
他
よ
り
高
度
で
大

量
の
作
業
も
行
わ
れ
る
が
、
数
値
化
に
よ
っ
て
適

当
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
導
き
出
す
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
。

つ
ま
り
人
工
知
能
は
過
去
の
デ
ー
タ
か
ら
適
切

な
行
動
を
と
っ
て
い
る
だ
け
で
、
現
象
を
理
解
し

何
ら
か
の
意
識
を
も
っ
て
事
態
に
対
処
し
て
い
る



し
か
し
、
そ
れ
ら
は
人
間
を
本
質
的
に
脅
か
す
も

の
で
は
な
い
。

私
た
ち
に
は
知
性
が
あ
る
。
真
理
を
追
い
求
め

る
意
欲
が
あ
る
。
人
工
知
能
が
も
つ
の
は
知
能
と

い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
、
知
性
と
い
う
意
志

で
は
な
い
。
私
た
ち
は
な
ぜ
学
ぶ
の
だ
ろ
う
。
国

立
国
会
図
書
館
法
の
前
文
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い

る
。「
真
理
が
わ
れ
ら
を
自
由
に
す
る
」。
真
理
を

追
い
続
け
る
限
り
、
私
た
ち
は
間
違
っ
た
先
入
観

を
正
し
、
自
己
を
解
放
し
、
更
な
る
段
階
へ
と
自

ら
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
の
知
性
は
、

真
理
へ
の
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
。

問
題
は
、
人
工
知
能
の
存
在
に
甘
え
、
人
々
が

自
ら
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
を
失
っ
た
と
き
だ
。
必

要
な
情
報
だ
け
を
得
て
、
物
事
の
本
質
に
迫
る
こ

と
を
忘
れ
た
と
き
、
人
間
は
知
性
を
失
っ
て
、
真

理
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
見
境
な
く
情
報
を
享

受
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
人
工

知
能
は
真
に
優
れ
た
代
替
品
と
な
っ
て
、
人
間
に

取
っ
て
代
わ
る
に
違
い
な
い
。

人
工
知
能
に
疑
念
の
眼
差
し
を
向
け
る
前
に
、

自
ら
を
見
つ
め
て
み
る
。
容
易
に
情
報
を
手
に
入

れ
ら
れ
る
情
報
化
社
会
で
、
私
は
真
理
の
追
究
を

な
い
が
し
ろ
に
し
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

福
澤
諭
吉
の
実
学
の
精
神
を
思
い
出
す
。「
さ

じ
評
価
基
準
を
も
つ
か
も
不
明
だ
。
人
工
知
能
に

追
い
越
さ
れ
る
そ
の
一
点
の
前
に
は
、
人
工
知
能

の
進
化
の
過
程
で
様
々
な
変
化
が
起
き
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
点
よ
り
線
を
、
線
よ
り
面
を
考
え
る

方
が
、
建
設
的
で
確
か
な
説
を
見
出
せ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
か
ら
起
き
る
変
化
の
中
で
も
、
一
つ
、
断

言
で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
人
工
知
能
は
人
間
に
新

た
な
価
値
観
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
。
近
い

将
来
、
間
違
い
な
く
、
人
工
知
能
に
よ
っ
て
私
た

ち
の
中
に
新
し
い
共
通
認
識
が
誕
生
す
る
。
か
つ

て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
で
、
世
界
中
が
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
繋
が
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
た

の
と
同
じ
現
象
が
、
再
び
起
き
る
の
だ
。

私
は
、
人
工
知
能
に
超
え
ら
れ
る
前
に
、
こ
の

価
値
観
の
変
化
に
よ
っ
て
人
間
と
人
工
知
能
の
立

場
が
逆
転
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い

る
。
人
工
知
能
が
人
間
を
超
す
の
で
は
な
い
、
人

間
の
成
長
が
停
滞
す
る
こ
と
で
人
工
知
能
に
超
さ

れ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
と
。

未
来
に
お
け
る
知
性

人
工
知
能
に
よ
っ
て
、
人
に
し
か
で
き
な
い
と

思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
減
り
、
職
業
は
奪
わ
れ
、

人
工
知
能
の
下
で
働
く
人
間
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。

体
は
単
に
数
値
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
過
ぎ
ず
、

信
頼
が
疑
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

で
は
後
者
の
人
工
知
能
は
ど
う
だ
ろ
う
。

人
工
知
能
が
人
間
を
超
え
る
と
き
、
そ
れ
は
人

工
知
能
が
主
体
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
工

知
能
が
自
ら
人
工
知
能
を
作
る
よ
う
に
な
り
、
人

間
で
は
な
く
人
工
知
能
の
文
明
に
よ
っ
て
そ
の
価

値
判
断
を
行
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
工
知
能
だ
け

で
社
会
は
完
結
し
、
人
間
の
視
線
は
不
必
要
な
も

の
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
。
人
工
知
能
が
自

ら
よ
り
優
れ
た
人
工
知
能
を
創
り
出
し
始
め
る
瞬

間
を
、
実
業
家
の
レ
イ
・
カ
ー
ツ
ワ
イ
ル
氏
は
二

〇
四
五
年
と
予
想
し
て
い
る
。

そ
れ
は
人
間
と
人
工
知
能
の
立
場
の
逆
転
を
意

味
す
る
の
か
。

私
に
は
、
人
工
知
能
の
未
来
を
予
測
す
る
こ
と

は
雲
を
摑
む
よ
う
な
話
に
思
わ
れ
る
。
人
工
知
能

技
術
は
一
朝
一
夕
に
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い

し
、
そ
の
四
十
年
弱
の
研
究
は
順
風
満
帆
な
も
の

で
も
決
し
て
な
か
っ
た
。
人
工
知
能
が
主
体
を
得

て
人
間
を
超
え
る
日
は
来
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

今
の
時
点
で
は
予
言
の
域
を
出
な
い
。
そ
の
頃
に

は
も
っ
と
凄
ま
じ
い
技
術
が
席
巻
し
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
上
、
未
来
の
人
間
が
今
の
私
た
ち
と
同



庫
、
二
〇
一
五

藤
田
雅
博
・
下
村
秀
樹
『
発
達
す
る
知
能　

知
能

を
形
作
る
相
互
作
用
』
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
・
ジ

ャ
パ
ン
、
二
〇
〇
八

桜
井
邦
朋『
福
沢
諭
吉
の「
科
學
の
ス
ス
メ
」―
―

日
本
で
最
初
の
科
学
入
門
書「
訓
蒙
窮
理
図
解
」

を
読
む
』
祥
伝
社
、
二
〇
〇
五

永
田
守
男
『
福
沢
諭
吉
の
「
サ
イ
ア
ン
ス
」』
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三

竹
田
青
嗣
・
西
研
『
高
校
生
の
た
め
の
哲
学
・
思

想
入
門
―
―
哲
学
の
名
著
セ
レ
ク
シ
ヨ
ン
』
筑

摩
書
房
、
二
〇
一
四

構
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
引
用
文
献
】

＊
１　

ト
ク
・
ベ
ル
ツ
編　

菅
沼
竜
太
郎
訳
『
ベ

ル
ツ
の
日
記
』
角
川
文
庫
、
一
九
七
九

二
三
八
ペ
ー
ジ

＊
２　

福
澤
諭
吉
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
慶
應
義
塾

大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三　

七
ペ
ー
ジ

【
参
考
文
献
】

松
尾
豊
『
人
工
知
能
は
人
間
を
超
え
る
か　

デ
ィ

ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
先
に
あ
る
も
の
』
角
川
文

れ
ば
今
、
か
か
る
実
な
き
学
問
は
ま
づ
次
に
し
、

も
つ
ぱ
ら
勤
む
べ
き
は
、
人
間
普
通
日
用
に
近
き

実
学
な
り
。」、
福
澤
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
初

編
で
こ
う
述
べ
て
い
る＊

２

。
だ
が
、
福
澤
諭
吉
が
唱

え
た
実
学
と
は
、
単
に
世
の
中
で
す
ぐ
役
に
立
つ

実
用
的
な
学
問
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
学

問
に
向
き
合
い
、
そ
の
歴
史
的
背
景
も
理
解
し
、

あ
ら
た
め
て
内
容
を
学
ぶ
。
そ
の
上
で
、
実
用
的

な
段
階
に
進
む
こ
と
を
目
指
し
た
勉
学
だ
っ
た
。

科
学
の
重
要
性
を
唱
え
、
日
本
で
初
め
て
科
学
読

本
を
出
版
し
た
の
も
ま
た
、
福
澤
諭
吉
で
あ
る
。

人
工
知
能
は
、
世
の
中
で
す
ぐ
に
役
に
立
つ
学

問
だ
。だ
が
そ
れ
は
、す
ぐ
に
役
に
立
た
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
技
術
が
新
し
く
な
る
た

び
に
、
そ
の
少
し
前
の
人
工
知
能
は
旧
式
と
な
り

忘
れ
去
ら
れ
る
。
小
学
生
の
頃
欲
し
か
っ
た
、
人

に
反
応
し
て
吠
え
る
犬
型
ロ
ボ
ッ
ト
の
話
題
は
、

も
は
や
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
刹
那
的
な
世
界
だ
。

人
工
知
能
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
今
、
本
当
に
信

頼
性
を
確
か
め
る
べ
き
な
の
は
、
発
達
し
た
技
術

に
胡
坐
を
か
き
ひ
っ
そ
り
と
力
を
落
と
し
つ
つ
あ

る
私
た
ち
の
知
性
の
方
か
も
し
れ
な
い
。
実
学
の

精
神
を
未
来
へ
繋
げ
る
こ
と
こ
そ
、
人
工
知
能
を

扱
う
者
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
、
最
も
重
要
な
心


