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今
回
の
コ
ン
テ
ス
ト
の
最
終
審
査
対
象
作
品

の
う
ち
、「
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」
を

テ
ー
マ
に
選
ん
だ
作
品
が
最
多
を
占
め
、
小
泉

信
三
賞
の
稲
垣
論
文
も
そ
の
一
編
で
あ
る
。
若

者
の
活
字
離
れ
が
叫
ば
れ
る
な
か
、
自
ら
の
読

書
体
験
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
文
学
の「
有
用
性
」

と
格
闘
し
た
力
作
が
多
か
っ
た
こ
と
に
、
驚
き

と
希
望
を
感
じ
た
。

ま
ず
は
稲
垣
論
文
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。

文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
、
を
問
う
際
の
即

効
性
や
実
用
性
を
偏
重
す
る
姿
勢
こ
そ
問
題
で

あ
る
と
す
る
著
者
は
、
言
葉
の
持
つ
力
を
「
言

霊
」
や
キ
ン
グ
牧
師
の
名
言
な
ど
か
ら
引
き
出

し
、
人
間
の
言
語
の
特
徴
と
し
て
抽
象
的
概
念

を
持
つ
こ
と
を
挙
げ
る
。
人
間
は
そ
れ
に
よ
っ

て
世
界
を
理
解
し
、
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た

と
し
て
、
文
学
の
価
値
を
説
く
。
引
用
、
論
理

構
成
と
も
的
確
で
あ
り
、
小
泉
信
三
賞
に
ふ
さ

わ
し
い
論
文
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

次
席
の
鷲
山
論
文
は
、『
東
京
家
族
』『
男
は

つ
ら
い
よ
』『
万
引
き
家
族
』と
い
う
映
画
か
ら
、

家
族
が
変
化
し
、日
本
人
が
大
き
な
「
忘
れ
物
」

を
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
そ
の
回

答
と
し
て
、『
大
家
さ
ん
と
僕
』
を
参
照
し
な

が
ら
、家
族
の
原
像
で
あ
る「
心
の
拠
り
所
」「
伝

え
る
こ
と
」
を
見
い
だ
し
、
生
き
て
い
る
人
の

息
遣
い
や
思
い
を
共
有
す
る
、「
創
造
す
る
家

族
」
の
可
能
性
を
提
唱
す
る
。
映
画
な
ど
か
ら

巧
み
に
エ
ッ
セ
ン
ス
を
読
み
取
り
、
自
ら
の
論

理
を
構
築
さ
せ
て
い
る
好
論
文
で
あ
る
。

以
下
、
佳
作
三
編
に
つ
い
て
。
佐
藤
論
文
も

家
族
に
関
す
る
論
文
だ
が
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
深

い
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
。
祖
父
を
喪
っ
た

著
者
は
、
祖
父
が
延
命
治
療
を
望
ん
で
い
な
か

っ
た
と
い
う
事
実
を
き
っ
か
け
に
、
延
命
治
療

問
題
に
取
り
組
む
。
果
た
し
て
延
命
治
療
は
誰

の
た
め
な
の
か
、
家
族
の
自
己
満
足
の
た
め
で

は
な
い
か
、
患
者
本
人
の
幸
せ
が
一
番
大
事
で

は
な
い
か
、
と
著
者
は
訴
え
る
。

早
坂
論
文
は
、
福
澤
諭
吉
の
『
学
問
の
す
ゝ

め
』
を
「
実
用
的
な
観
点
」
か
ら
取
り
上
げ
、

現
代
日
本
に
お
い
て
も
実
学
の
書
と
し
て
役
割

を
果
た
し
う
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
考
察
の

な
か
で
、
著
者
は
福
澤
が
公
共
や
日
本
に
対
す

る
貢
献
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
、
公
共

の
精
神
と
独
立
の
精
神
と
は
両
立
、
さ
ら
に
相

乗
効
果
を
生
ん
で
い
る
と
説
き
、
成
熟
社
会
に

お
い
て
自
分
本
位
の
思
考
か
ら
離
れ
る
必
要
を

感
じ
て
、
平
成
最
後
の
高
校
生
に
と
っ
て
も
同

書
は
役
立
つ
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

一
方
、
宮
下
論
文
は
、
進
路
選
択
時
に
文
系
・

理
系
に
分
け
る
こ
と
の
長
所
・
短
所
を
分
析
し

た
上
で
、
文
系
・
理
系
と
い
う
視
野
の
狭
さ
に

よ
り
、
社
会
に
属
す
る
一
市
民
と
し
て
の
役
割

を
果
た
せ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

問
う
。
文
系
の
人
が
ニ
セ
科
学
商
品
に
だ
ま
さ

れ
た
り
、
理
系
の
人
が
世
界
史
を
踏
ま
え
な
い

発
言
を
海
外
で
し
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
問
題

で
あ
り
、
著
者
は
、
文
系
・
理
系
の
垣
根
を
越

え
た
幅
広
い
視
野
を
も
つ
市
民
の
必
要
性
を
主

張
す
る
。

文
学
を
読
む
自
分
、
家
族
の
一
員
と
し
て
の

自
分
、
高
校
生
と
し
て
の
自
分
、
市
民
と
し
て

の
自
分
…
…
。
自
分
自
身
の
あ
り
方
を
問
い
直

し
な
が
ら
、
今
回
の
応
募
作
品
は
書
か
れ
た
と

い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
応
募
者

各
位
に
と
っ
て
、
受
賞
の
是
非
も
重
要
だ
が
、

執
筆
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
自
体
が
人
生
の
糧
と
な

っ
て
く
れ
た
ら
と
思
う
。

自
己
の
模
索小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち
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今
回
は
文
学
に
関
わ
る
課
題
が
二
つ
あ
り
、

文
学
部
の
教
員
と
し
て
、
読
ん
で
足
元
を
す
く

わ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
励
ま
さ
れ
る
の
か
、

緊
張
し
な
が
ら
読
み
進
め
た
。

む
し
ろ
文
学
無
用
論
が
あ
っ
て
も
面
白
い
、

と
い
う
発
想
自
体
が
文
系
な
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
実
際
に
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
作
品
が
ほ

と
ん
ど
で
、
粒
ぞ
ろ
い
の
豊
年
だ
っ
た
。

受
賞
作
は
タ
イ
ト
ル
に
痺
れ
た
。「
文
学
は

社
会
の
役
に
立
つ
か
」
と
い
う
設
問
自
体
の
是

非
を
「
問
う
」。
そ
れ
だ
け
で
文
学
好
き
と
察

せ
ら
れ
る
し
、批
評
精
神
の
持
ち
主
と
分
か
る
。

内
容
は
タ
イ
ト
ル
を
裏
切
ら
な
か
っ
た
。
文

学
に
有
用
性
を
求
め
る
社
会
は
、「
即
戦
力
」

以
外
の
、
い
わ
ば
無
用
な
存
在
を
、
許
容
し
な

い
こ
と
が
冒
頭
で
確
認
さ
れ
る
。
結
論
と
し
て

は
、「
置
き
換
え
可
能
な
歯
車
」
に
自
足
し
な

い
限
り
、
人
間
は
自
己
の
本
質
を
問
い
続
け
る

文
学
的
営
為
に
お
い
て
「
尊
厳
」
を
保
つ
こ
と

が
出
来
る
。

冒
頭
と
結
論
が
見
事
に
繫
が
っ
て
、
全
体
が

ひ
と
つ
の
輪
を
描
い
て
い
る
。
輪
の
中
身
は
多

彩
で
、
人
間
の
思
考
と
言
語
の
関
連
性
が
ま
ず

確
認
さ
れ
る
。
次
に
、
言
葉
に
よ
る
世
界
解
釈

の
一
方
に
自
然
哲
学
が
、
他
方
に
神
話
が
設
定

さ
れ
る
。
そ
れ
が
合
理
性
に
基
づ
く
科
学
と
、

不
条
理
に
対
峙
す
る
文
学
に
進
化
す
る
。

文
学
の
源
泉
に
神
話
を
置
い
た
こ
と
で
、
論

が
膨
ら
み
、
ま
た
深
ま
っ
た
。
援
用
さ
れ
る
テ

ク
ス
ト
も
『
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
』
か
ら
吉

本
隆
明
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
世
界
と

自
分
の
関
係
性
を
問
う
た
め
に
文
学
と
関
わ
っ

て
き
た
稲
垣
さ
ん
の
、読
書
歴
は
長
い
と
見
た
。

次
席
の
鷲
山
さ
ん
は
素
直
に
楽
し
ん
で
読
め

た
。
映
画
を
通
し
て
家
族
を
考
え
る
と
い
う
手

法
に
独
自
性
が
あ
る
。『
東
京
物
語
』、寅
さ
ん
、

そ
し
て
『
万
引
き
家
族
』
と
い
う
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
が
す
で
に
雄
弁
で
、
人
間
同
士
の
関
係
性
が

希
薄
な
現
代
に
、
い
か
に
し
て
「
互
い
に
寄
り

添
う
」
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
映
画
の
次
に
来

る
の
は
漫
画
で
、『
大
家
さ
ん
と
僕
』
に
お
け

る
疑
似
家
族
の
在
り
方
が
、
ひ
と
つ
の
可
能
性

と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
近
寄
り
過
ぎ
ず
、

離
れ
過
ぎ
な
い
絶
妙
な
距
離
感
。
過
去
を
未
来

に
つ
な
げ
る
た
め
の
場
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。

最
後
に
登
場
す
る
の
は
鷲
山
さ
ん
の
本
物
の
家

族
で
、
事
あ
る
ご
と
に
「
家
族
会
議
」
を
開
く

仲
の
良
さ
が
微
笑
ま
し
い
。

同
じ
家
族
を
論
じ
て
、
佐
藤
さ
ん
は
延
命
治

療
と
い
う
重
い
主
題
に
立
ち
向
か
っ
た
。
祖
父

の
死
を
契
機
と
し
、
延
命
治
療
の
実
際
を
日
本

の
み
な
ら
ず
欧
米
の
例
を
含
め
て
丁
寧
に
論
じ

て
い
る
。佐
藤
さ
ん
は
看
護
職
を
希
望
。是
非
こ

の
よ
う
な
人
に
看
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

早
坂
さ
ん
は
「
自
分
の
た
め
に
懸
命
に
努
力

す
る
よ
う
促
さ
れ
て
き
た
」高
校
生
活
の
中
で
、

『
学
問
の
す
ゝ
め
』
と
出
会
い
、
社
会
へ
の
貢

献
と
い
う
新
た
な
視
点
を
獲
得
す
る
。
福
澤
諭

吉
が
早
坂
さ
ん
に
と
っ
て
「
新
鮮
」
だ
っ
た
こ

と
が
、
私
に
は
新
鮮
だ
っ
た
。

宮
下
さ
ん
は
理
系
偏
重
の
現
状
を
分
析
し
た

上
で
、
文
系
と
理
系
の
上
位
概
念
と
し
て
「
市

民
」
を
設
定
し
た
こ
と
に
独
自
性
が
あ
る
。
今

日
、
良
き
市
民
で
あ
る
た
め
に
は
、
専
門
知
識

の
み
で
は
事
足
り
な
い
。
科
学
的
知
識
の
欠
落

は
似
非
科
学
の
跋
扈
を
許
す
。
歴
史
の
無
知
は

現
状
へ
の
正
し
い
対
応
を
妨
げ
る
。「
総
合
的

な
視
野
を
持
っ
た
『
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
』」
で

あ
り
た
い
、
と
私
も
思
う
。

優
れ
た
文
学
論荻お

ぎ

野の

安あ
ん

奈な

（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）



小
泉
信
三
賞
選
評
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

五
つ
の
テ
ー
マ
の
う
ち
、小
泉
信
三
賞
は「
文

学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
」、次
席
は
「
家
族
」、

そ
し
て
、
三
つ
の
佳
作
は
「
家
族
」、「
理
系
、

文
系
」、「
今
の
時
代
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を

読
む
」
か
ら
で
あ
っ
た
。

佳
作
か
ら
講
評
し
て
い
こ
う
。

テ
ー
マ
「
家
族
」
を
選
ん
だ
佐
藤
蘭
美
さ
ん

は
、「
家
族
と
延
命
治
療
に
つ
い
て
」
と
題
す

る
論
文
を
ま
と
め
て
い
る
。
祖
父
の
死
に
動
揺

し
た
筆
者
が
、
祖
父
が
延
命
治
療
や
蘇
生
処
置

は
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
希
望
を
家
族
や
病

院
に
伝
え
て
い
た
と
知
り
、
延
命
治
療
、
終
末

期
医
療
に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
る
。
他
国
の
例

も
参
考
に
し
な
が
ら
真
摯
に
考
察
を
進
め
、
終

末
期
医
療
に
関
し
て
「
家
族
の
あ
り
方
が
一
層

大
切
に
な
る
は
ず
だ
」と
い
う
論
に
到
達
す
る
。

宮
下
凜
さ
ん
は
、「
現
代
日
本
に
お
け
る
『
市

民
』
の
あ
り
方
」
を
考
え
る
き
っ
か
け
と
し
て
、

テ
ー
マ「
理
系
、文
系
」を
活
か
し
て
い
る
。
文
・

理
に
分
け
る
こ
と
で
よ
り
深
く
専
門
分
野
を
学

べ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
一
方
、
市
民
と
し
て
は

専
門
に
特
化
し
な
い
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
が
必
要

で
あ
り
、総
合
的
な
視
野
を
持
っ
て
意
欲
的
に

学
習
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
説
く
。

早
坂
章
さ
ん
は
、「
平
成
最
後
の
高
校
生
に

と
っ
て
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
有
用
か
」
を
考

え
て
い
る
。「
福
澤
が
主
張
す
る
様
々
な
事
柄

に
は
、そ
の
前
提
と
し
て
公
共
に
対
す
る
貢
献
、

ま
た
は
日
本
と
い
う
国
に
対
す
る
献
身
的
な
精

神
、
愛
国
心
が
強
力
に
働
い
て
い
る
」
こ
と
を

「
新
鮮
」
で
あ
る
と
し
、
自
分
は
学
校
で
目
標

や
将
来
の
夢
を
定
め
る
よ
う
言
わ
れ
る
が
、「
世

の
中
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
勉
強
せ
よ
と
か
、

公
の
た
め
に
何
か
行
動
を
促
さ
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
」。
だ
が
、「
も
う
少
し
私
た
ち
の

目
が
公
共
の
貢
献
へ
と
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、

福
澤
の
よ
う
な
気
概
は
な
か
な
か
起
こ
ら
な
い

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
現
代
に
お

け
る
「
自
己
実
現
」
の
在
り
方
の
問
題
で
は
な

い
か
」
と
展
開
さ
れ
て
い
く
文
章
を
読
み
進
め

て
い
る
と
、
平
成
最
後
の
今
の
時
代
に
、
高
校

生
に
福
澤
の
本
を
読
ん
で
も
ら
う
テ
ー
マ
を
準

備
し
て
お
い
て
よ
か
っ
た
と
素
直
に
思
う
。

次
席
に
選
ば
れ
た
鷲
山
拓
見
さ
ん
は
、「『
家

族
』
を
拓
く
」
と
題
し
た
論
文
を
書
い
て
い
る
。

『
東
京
物
語
』
か
ら
『
万
引
き
家
族
』
ま
で
の

映
画
を
題
材
と
し
て
、
時
代
と
と
も
に
、
悪
し

き
方
向
、家
族
の
劣
化
が
進
ん
で
い
る
と
み
る
。

そ
し
て
家
族
の
原
像
を
「
心
の
拠
り
所
」「
伝

え
る
こ
と
」
と
し
て
、
家
族
を
創
る
た
め
に
、

血
縁
の
家
族
だ
け
で
は
な
く
他
者
と
の
関
係
に

つ
な
が
る
家
族
の
在
り
方
を
考
察
し
て
い
く
。

小
泉
信
三
賞
の
稲
垣
早
佑
梨
さ
ん
は
、「『
文

学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
』
と
問
う
社
会
を
問

う
」
―
―
こ
う
し
た
テ
ー
マ
が
出
さ
れ
て
き
た

時
代
背
景
を
批
判
的
に
考
察
し
て
い
る
。
相
模

原
の
障
害
者
施
設
で
起
き
た
殺
傷
事
件
な
ど
を

筆
頭
に
連
想
し
、
あ
あ
い
う
事
件
が
起
こ
る
根

底
に
あ
る
、「
役
に
立
つ
」
か
ど
う
か
を
強
い

価
値
基
準
に
も
つ
現
代
の
風
潮
を
浮
き
上
が
ら

せ
、
筆
者
自
身
が
読
書
家
ゆ
え
に
展
開
で
き
る

縦
横
な
論
理
で
、
そ
う
し
た
風
潮
を
痛
烈
に
批

判
し
て
い
く
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
他

の
高
校
生
に
も
、「
役
に
立
つ
か
」
と
い
う
問

に
反
発
す
る
論
文
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

様
々
な
面
で
余
裕
を
失
い
、
役
に
立
つ
か
ど

う
か
で
良
し
悪
し
を
見
る
傾
き
を
強
め
そ
の
方

向
に
多
く
の
仕
組
み
を
変
え
よ
う
と
す
る
こ
の

国
の
大
人
達
は
、
若
い
人
達
の
こ
う
し
た
声
に

耳
を
傾
け
る
余
裕
を
持
つ
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

期
待
し
た
い
若
い
人
達
の
感
性

権け
ん

丈
じ
ょ
う

善よ
し

一か
ず

（
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
）
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今
回
も
多
数
の
応
募
論
文
が
集
ま
っ
た
こ
と

に
対
し
、
審
査
員
の
一
人
と
し
て
感
謝
申
し
あ

げ
る
。
最
終
審
査
進
出
者
の
論
文
で
は
、
課
題

４
と
５
を
扱
っ
た
も
の
が
少
な
く
、
各
一
編
ず

つ
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
課
題
４
（「
お
金
」

の
近
未
来
）
に
関
し
て
い
え
ば
、
応
募
数
は
多

か
っ
た
が
、
目
を
引
く
論
文
に
乏
し
か
っ
た
。

高
校
生
に
と
っ
て
、
こ
の
課
題
は
難
易
度
が
高

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
課
題
５
（
今
の

時
代
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
読
む
）
で
は
応
募

数
自
体
が
少
な
か
っ
た
。『
学
問
の
す
ゝ
め
』

を
「
読
ま
ず
嫌
い
」
な
高
校
生
が
多
い
よ
う
な

ら
寂
し
く
思
う
。

さ
て
、
小
泉
信
三
賞
に
選
ば
れ
た
の
は
稲
垣

早
佑
梨
さ
ん
の
作
品
で
、
即
効
性
や
実
用
性
を

偏
重
す
る
今
の
社
会
の
価
値
観
を
問
い
直
す
こ

と
を
目
的
に
、
文
学
の
価
値
を
論
じ
て
い
る
。

文
学
を
人
間
の
本
質
に
直
結
し
た
も
の
と
捉

え
、
科
学
と
は
異
な
る
意
味
で
文
学
の
「
有
用

性
」
を
示
し
た
点
が
評
価
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

導
入
部
分
に
は
改
善
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「
は
じ
め
に
」
で
、
テ
ー
マ
の
選
定
理
由
だ
け

で
な
く
論
文
の
全
体
像
も
示
し
た
な
ら
、
読
み

や
す
さ
が
向
上
し
た
に
違
い
な
い
。

次
席
の
鷲
山
拓
見
君
の
作
品
で
は
、
三
本
の

映
画
を
通
し
て
戦
前
か
ら
現
在
ま
で
の
日
本
の

家
族
の
あ
り
方
を
考
え
る
視
点
を
新
鮮
に
感
じ

た
。
マ
イ
ナ
ス
点
は
、
何
か
を
論
証
し
よ
う
と

す
る
意
識
が
希
薄
な
こ
と
。
論
文
は
感
想
文
で

は
な
い
の
で
、
よ
り
緻
密
な
論
理
構
成
が
望
ま

れ
る
。
タ
イ
ト
ル
の
意
味
も
よ
く
理
解
で
き
な

か
っ
た
。

佳
作
作
品
の
中
で
は
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』

が
現
代
の
高
校
生
に
対
し
て
も
つ
意
味
を
考
察

し
た
早
坂
章
君
の
作
品
を
個
人
的
に
一
番
高
く

評
価
し
た
。
福
澤
の
著
作
内
容
を
よ
く
消
化
し

た
う
え
で
書
か
れ
て
お
り
、「
公
共
へ
の
貢
献
」

と
い
う
視
点
か
ら
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
今
日

的
意
義
を
捉
え
る
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
す
ん
な
り
と

理
解
で
き
た
。

つ
ぎ
に
佐
藤
蘭
美
さ
ん
の
作
品
は
、
延
命
治

療
と
い
う
重
い
テ
ー
マ
に
挑
戦
し
、
家
族
と
延

命
治
療
の
関
係
に
つ
い
て
の
三
つ
の
提
言
で
締

め
く
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
延
命
治
療
の
現
状

を
海
外
の
取
り
組
み
ま
で
調
べ
て
ま
と
め
た
点

は
評
価
で
き
る
が
、
前
半
部
と
最
後
の
提
言
の

間
に
少
し
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
た
。
提
言
の
実
現

可
能
性
等
に
つ
い
て
、
よ
り
立
ち
入
っ
た
分
析

が
欲
し
か
っ
た
。

ま
た
、
宮
下
凜
さ
ん
は
、
専
門
家
育
成
の
た

め
に
は
文
理
の
区
別
が
必
要
だ
が
、
市
民
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
文
理
の
垣
根

を
超
え
た
幅
広
い
視
野
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
全
面
的
に
賛
成

す
る
が
、
論
文
が
こ
の
結
論
に
向
け
て
論
理
を

積
み
上
げ
て
い
く
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
な

い
と
感
じ
た
。
た
と
え
ば
、
第
二
章
の
位
置
づ

け
を
よ
り
明
確
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

最
後
に
将
来
の
応
募
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を

い
く
つ
か
書
い
て
お
く
。
厚
み
の
あ
る
小
論
文

を
作
成
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
は
、
日
頃
か
ら

様
々
な
分
野
に
関
心
を
も
ち
、
新
聞
、
書
籍
、

ネ
ッ
ト
な
ど
か
ら
幅
広
く
情
報
を
収
集
す
る
態

度
で
あ
る
。
問
題
意
識
を
も
っ
て
情
報
に
接
す

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
得
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、

読
む
人
の
立
場
に
立
っ
て
論
文
の
構
成
を
決
め

る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
。
最
後
は
推
敲
を
何
度

も
重
ね
、
論
文
の
完
成
度
を
高
め
よ
う
。

審
査
を
終
え
て須す

田だ

伸し
ん

一い
ち

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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論
文
と
散
文
は
違
う
も
の
だ
が
、
文
字
を
使

っ
て
相
手
を
説
得
し
、
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
点

で
は
趣
旨
は
共
通
し
て
い
る
。
応
募
作
の
な
か

に
は
読
む
者
の
存
在
を
忘
れ
、
い
さ
さ
か
独
り

よ
が
り
の
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
。
で
は
ど
う

や
っ
て
読
者
を
惹
き
つ
け
る
文
章
を
書
く
か
。

高
校
生
諸
君
に
は
ぜ
ひ
、
谷
崎
潤
一
郎
や
三
島

由
紀
夫
、丸
谷
才
一
が
著
わ
し
た
『
文
章
読
本
』

の
一
読
を
薦
め
た
い
（
全
て
中
公
文
庫
刊
）。

な
か
で
も
私
の
推
薦
本
は
、
小
説
、
評
論
、

翻
訳
、
随
筆
な
ど
幅
広
い
分
野
で
活
躍
し
た
丸

谷
の
著
作
で
あ
る
。
氏
は
文
章
上
達
の
秘
訣
は

「
名
文
を
読
む
こ
と
だ
」
と
断
言
す
る
。
漢
文

や
『
源
氏
物
語
』、
夏
目
漱
石
や
森
鴎
外
な
ど

の
和
書
漢
籍
か
ら
先
人
の
語
彙
、言
い
ま
わ
し
、

修
辞
技
法
を
蒐
集
し
て
、
自
ら
の
文
章
を
織
る

た
め
の
糸
と
す
べ
し
と
説
い
て
い
る
。
頭
の
中

の
引
出
し
が
た
っ
ぷ
り
と
余
裕
の
あ
る
若
者
に

は
、是
非
と
も
励
行
し
て
欲
し
い
金
言
で
あ
る
。

さ
て
、
小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
稲
垣
さ
ん

の
「『
文
学
は
社
会
の
役
に
立
つ
か
』
と
問
う

社
会
を
問
う
」
は
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
課
題
自

体
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
疑
問
を
呈
す
る
姿
勢
に
感

心
し
た
。
何
事
も
当
然
の
こ
と
と
せ
ず
批
判
的

精
神
を
持
つ
こ
と
は
社
会
に
出
て
も
大
事
な
こ

と
だ
。
文
学
の
価
値
を
人
間
の
歴
史
や
自
分
の

経
験
を
交
え
な
が
ら
整
然
と
論
じ
て
い
る
点
に

好
感
が
持
て
る
し
、
文
学
の
価
値
を
肯
定
す
る

と
い
う
強
い
意
思
が
行
間
か
ら
伝
わ
っ
て
く

る
。
た
だ
、相
対
す
る「
科
学
」
に
関
す
る
考
察

の
掘
り
下
げ
方
が
充
分
で
な
く
、
ま
と
め
が
抽

象
論
に
終
わ
っ
て
い
る
の
が
惜
し
い
が
、
才
能

を
発
揮
で
き
る
土
壌
を
持
っ
て
い
る
と
見
た
。

次
席
の
鷲
山
さ
ん
の「『
家
族
』を
拓
く
」は
、

映
画
『
東
京
物
語
』『
男
は
つ
ら
い
よ
』『
万
引

き
家
族
』
に
見
る
家
族
の
形
か
ら
、「
未
来
の

家
族
」
の
在
り
方
へ
と
思
考
を
進
め
る
。
論
の

運
び
が
滑
ら
か
で
楽
し
く
読
め
た
。
若
い
人
に

は
文
学
に
か
ぎ
ら
ず
、
溝
口
健
二
、
五
所
平
之

助
、
小
津
安
二
郎
、
黒
澤
明
が
撮
っ
た
往
年
の

名
画
も
ぜ
ひ
観
て
ほ
し
い
。
映
画
は
一
国
の
文

化
で
あ
る
か
ら
。

佳
作
入
選
の
佐
藤
さ
ん
の
「
家
族
と
延
命
治

療
に
つ
い
て
」は
、重
い
題
材
と
真
正
面
か
ら
取

り
組
ん
だ
作
品
だ
。た
だ
し
、亡
く
な
っ
た
祖
父

の
話
か
ら
延
命
治
療
へ
の
持
っ
て
行
き
方
が
強

引
で
主
題
が「
家
族
」か
ら
い
つ
の
間
に
か「
延

命
治
療
」
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
そ
こ
を
工
夫
す
れ
ば
感
動
を
呼
べ
た
の
に
。

早
坂
さ
ん
の
「
平
成
最
後
の
高
校
生
に
と
っ

て
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
は
有
用
か
」
は
、
高
校

一
年
生
に
し
て
同
書
を
読
み
こ
な
し
て
、
現
代

に
お
け
る
有
効
性
を
考
察
し
た
そ
の
意
気
や
良

し
だ
。
丹
念
に
調
べ
た
様
子
も
見
ら
れ
、
真
面

目
な
書
き
方
も
よ
ろ
し
い
。
尻
す
ぼ
み
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
結
論
を
充
実
さ
せ
れ
ば
よ
り
す
っ

き
り
し
た
論
文
に
な
っ
た
。

宮
下
さ
ん
の
「
現
代
日
本
に
お
け
る
『
市
民
』

の
あ
り
方
」
は
、文
系
よ
り
理
系
の
方
が「
頭
が

良
い
」
と
い
う
価
値
観
を
生
ん
だ
現
代
日
本
社

会
を
考
察
す
る
切
り
口
が
面
白
い
。
理
系
学
科

は
全
科
目
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、い
っ
た

ん
苦
手
に
な
る
と
遅
れ
を
取
り
戻
す
の
に
時
間

が
か
か
る
と
の
分
析
に
も
説
得
力
が
あ
っ
た
。

そ
う
そ
う
、
丸
谷
才
一
の
『
文
章
読
本
』
に

こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
古
典
や
漢
文
な

ど
文
章
・
詩
を
読
み
込
ん
で
い
な
い
と
難
し
い

高
等
な
技
で
あ
る
が
、
論
文
を
書
く
う
え
で
も

大
切
な
姿
勢
な
の
で
紹
介
す
る
。

「
文
章
は
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
書
け
」。

『
文
章
読
本
』の
す
ゝ
め

早は
や

川か
わ

浩
ひ
ろ
し

（
株
式
会
社
早
川
書
房
代
表
取
締
役

社
長
・
慶
應
義
塾
理
事
・
評
議
員
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