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今
回
の
受
賞
作
に
も
、
力
作
が
並
ん
だ
。
独

自
性
と
論
理
性
、
高
校
生
ら
し
さ
に
溢
れ
た
作

品
群
か
ら
受
賞
作
を
選
出
す
る
の
は
悩
ま
し
か

っ
た
が
、
文
章
の
書
き
手
と
し
て
は
、
嬉
し
い

悲
鳴
で
あ
る
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
福
田
論
文
は
、「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
が
無
い
世
界
」
を
独
自
の
観
点
か
ら
描
き

出
し
た
。
著
者
は
、「
言
語
ゲ
ー
ム
」
概
念
か

ら
秩
序
や
関
係
性
、
そ
の
逸
脱
に
つ
い
て
説
明

し
、
ゲ
ー
ム
に
違
反
す
る
と
「
排
除
」
と
い
う

暴
力
性
が
発
生
す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
ゲ
ー

ム
は
ス
ラ
イ
ム
の
よ
う
に
不
確
か
で
変
化
を
続

け
て
お
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
摩
擦
と
傷
を

増
幅
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。「
リ
セ
ッ
ト
」や「
排

除
」
の
誘
惑
に
負
け
ず
に
忍
耐
す
る
「
ネ
ガ
テ

ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
を
回
復
す
る
必
要

を
説
く
本
作
は
、
能
動
的
な
努
力
に
対
す
る
知

的
模
索
の
成
果
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
た
。

「
実
学
に
お
け
る
古
典
」
を
テ
ー
マ
に
論
じ

た
次
席
の
原
島
論
文
は
、
学
問
と
実
生
活
を
接

続
す
る
普
遍
的
な
学
問
と
し
て
実
学
を
捉
え
、

福
澤
諭
吉
の
い
う
「
物
理
学
」
に
注
目
す
る
。

著
者
は
古
典
に
も
「
継
続
性
」
と
い
う
「
普
遍

性
」
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
小
泉
信
三
の
主
張

を
検
討
し
、「
実
学
」
と
し
て
有
用
な
本
は
普

遍
的
価
値
を
有
し
、
知
識
や
知
恵
に
役
立
ち
、

性
急
に
利
益
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
説
く
。

福
澤
、
小
泉
の
議
論
を
的
確
に
理
解
し
、
実
学

と
古
典
の
関
係
を
う
ま
く
論
じ
た
作
品
だ
っ
た
。

佳
作
の
な
か
で
特
に
目
を
惹
い
た
の
が
、「
歴

史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
題
材
に
、
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
類
似
性
を
論
じ
た

野
村
論
文
で
あ
る
。
か
つ
て
ナ
チ
ス
が
生
み
出

し
た
「
虚
構
」
が
憎
悪
の
「
感
情
」
を
生
み
出

し
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
現
在
、
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
を
戦
争
と
国
民
統
合
の
た
め
に
利
用
し
、
空

気
感
と
集
団
心
理
が
良
心
を
麻
痺
さ
せ
て
い
る

と
い
う
。「
創
作
」
こ
そ
が
「
虚
構
」
を
克
服

す
る
力
を
持
つ
と
主
張
す
る
著
者
に
、
ひ
と
り

の
人
間
と
し
て
の
覚
悟
を
感
じ
た
。

同
じ
く
佳
作
の
小
仲
論
文
と
田
中
論
文
は
、

「
真
実
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
事
実
が
伝

達
さ
れ
、
個
人
に
よ
っ
て
「
真
実
」
と
認
識
さ

れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
検
討
し
た
小
仲
論
文

は
、
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
個
人
に
よ
る
異

な
っ
た
理
解
・
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘

し
、
受
信
者
側
の
個
人
が
「
情
報
の
仕
分
け
」

を
す
る
必
要
を
説
く
。
ネ
ッ
ト
時
代
の
リ
テ
ラ

シ
ー
の
重
要
性
を
説
い
た
作
品
で
あ
る
。

民
主
主
義
を
め
ぐ
る
言
説
の
真
偽
を
再
考
し

た
田
中
論
文
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
民
主
主
義

の
放
棄
が
暴
力
の
支
配
を
招
い
て
き
た
と
し
た

上
で
、
そ
の
脆
弱
性
を
理
解
し
、
相
互
的
寛
容

と
組
織
的
自
制
心
か
ら
な
る
「
柔
ら
か
い
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
」
の
重
要
性
を
説
く
。
少
数
者
に
対

す
る
あ
た
た
か
い
眼
差
し
を
忘
れ
な
い
、
た
く

ま
し
い
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
た
。

福
澤
や
小
泉
を
研
究
し
て
い
る
者
と
し
て
、

彼
ら
の
作
品
、
と
り
わ
け
実
学
・
古
典
論
を
高

校
生
が
ど
う
読
み
、
自
ら
の
論
理
体
系
の
な
か

に
位
置
づ
け
て
い
く
の
か
、
期
待
し
な
が
ら
候

補
作
を
読
ん
だ
。
同
じ
ア
ニ
メ
の
名
台
詞
や
辞

書
的
な
語
義
解
釈
が
目
立
つ
の
が
気
に
は
な
っ

た
が
、
総
じ
て
、
予
想
以
上
の
手
応
え
で
あ
る
。

現
実
世
界
へ
の
問
題
意
識
、
問
題
解
決
へ
の
方

法
論
も
具
体
的
で
示
唆
に
富
む
。著
者
た
ち
は
、

大
学
教
育
な
ど
の
過
程
で
さ
ら
な
る
「
智
」
を

身
に
つ
け
、
能
動
的
な
書
き
手
と
し
て
、
世
界

に
羽
ば
た
い
て
い
っ
て
ほ
し
い
。

高
校
生
ら
し
い
能
動
的
・

知
的
模
索

小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち

（
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
）
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生
成
Ａ
Ｉ
の
精
度
が
向
上
し
、
文
章
作
成
は

か
つ
て
な
い
ほ
ど
簡
便
で
効
率
的
と
な
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
時
代
に
小
論
文
を
書
く
意
義
は
何

か
。
今
回
初
め
て
審
査
に
携
わ
り
、
改
め
て
考

え
、
課
題
の
設
定
に
臨
ん
だ
。
六
つ
の
課
題
の

う
ち
「
真
実
」
と
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
無
い
世
界
」
に

多
く
の
論
文
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
高
校
生
に

と
っ
て
取
り
組
み
や
す
い
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
自
分
の
経
験
や
社
会
的
背
景
に
基
づ

い
た
問
題
意
識
が
見
て
と
れ
、
普
遍
的
な
テ
ー

マ
や
現
代
社
会
の
課
題
に
真
摯
に
向
き
合
い
、

自
ら
の
言
葉
で
論
じ
る
姿
勢
に
触
れ
、
そ
の
意

義
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
。

「
真
実
」
と
い
う
抽
象
的
で
哲
学
的
な
課
題

に
対
し
、
多
く
の
論
文
で
は
ア
ニ
メ
や
漫
画
の

台
詞
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
高
校
生
ら
し

く
、
共
感
し
や
す
い
視
点
で
あ
る
一
方
、
そ
の

範
囲
に
と
ど
ま
る
と
、
議
論
が
一
面
的
で
、
深

み
や
説
得
力
に
も
欠
け
る
。
小
仲
花
さ
ん
の
論

文
は
、
独
自
の
仮
説
に
基
づ
き
情
報
伝
達
の
過

程
を
検
証
す
る
こ
と
で
「
真
実
」
の
構
造
を
論

じ
て
お
り
、田
中
泰
斗
さ
ん
の
論
文
は
、現
代
の

問
題
を
例
に
多
角
的
な
視
点
で
民
主
主
義
を
再

検
証
す
る
。
い
ず
れ
も
テ
ー
マ
を
深
く
掘
り
下

げ
、「
真
実
」
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
我
々

の
認
識
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
か
、
具
体

的
に
明
ら
か
に
し
た
好
論
で
あ
る
。

「
歴
史
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
は
、
歴
史
的

事
実
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
表
現
さ
れ
る
要

因
や
歴
史
認
識
に
及
ぼ
す
影
響
を
論
じ
た
力
作

が
寄
せ
ら
れ
、
審
査
に
は
嬉
し
い
悲
鳴
を
あ
げ

た
。
野
村
仁
愛
さ
ん
の
論
文
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ

問
題
を
例
に
、
歴
史
的
背
景
に
基
づ
く
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
（
虚
構
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
負
の
イ
メ

ー
ジ
を
指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
た
め
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
創
作
）
の
可
能
性
を
明
示
し
、

意
義
深
い
。

「
実
学
に
お
け
る
古
典
」
も
応
募
数
に
比
し

て
良
作
に
恵
ま
れ
、
福
澤
諭
吉
の
実
学
を
問
い

直
す
試
み
も
見
ら
れ
た
。
原
島
隆
嘉
さ
ん
の
論

文
は
、
福
澤
や
小
泉
の
思
想
を
検
討
し
、
実
学

と
古
典
の
結
び
付
き
に
つ
い
て
丁
寧
に
論
じ
ら

れ
て
お
り
、
テ
ー
マ
の
理
解
と
解
釈
、
引
用
の

手
法
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。「
も
は
や
古
典
は

す
べ
て
の
学
問
の
基
礎
と
し
て
精
神
的
な
役
割

を
果
た
す
」
と
の
結
び
の
一
文
に
共
感
し
た
。

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
無
い
世
界
」
で
は
身
近
な
体
験

に
基
づ
き
、
功
罪
を
論
じ
た
も
の
が
多
く
を
占

め
た
。
そ
の
な
か
で
、
福
田
健
心
さ
ん
の
論
文

は
、
課
題
そ
の
も
の
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
自
己
と
他
者

の
関
係
、
そ
こ
で
生
じ
る
問
題
や
矛
盾
、
さ
ら

に
解
決
策
を
示
す
。一
見
し
て
わ
か
ら
な
い「
ス

ラ
イ
ム
の
皮
膚
と
牛
」
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
も

読
み
進
め
る
う
ち
に
明
ら
か
と
な
り
、
独
創
的

で
現
代
社
会
へ
の
洞
察
力
や
深
い
思
索
が
窺

え
、
小
泉
信
三
賞
に
相
応
し
い
と
審
査
員
の
支

持
を
得
た
。

な
お
、
全
体
を
通
し
て
、
引
用
が
多
く
、
他

者
の
意
見
に
依
存
し
が
ち
で
あ
る
点
は
気
に
な

っ
た
。
Ａ
Ｉ
の
発
展
で
情
報
収
集
や
整
理
は
容

易
に
な
っ
た
が
、
独
自
の
視
点
や
批
判
的
に
論

じ
る
力
は
益
々
重
要
と
な
る
。
引
用
に
頼
り
過

ぎ
ず
、
自
分
の
考
え
を
構
築
し
、
社
会
的
な
問

題
に
対
す
る
深
い
思
索
の
窺
え
る
小
論
文
を
期

待
し
た
い
。

次
回
で
本
コ
ン
テ
ス
ト
は
五
〇
回
の
節
目
を

迎
え
る
。
現
代
の
高
校
生
が
投
稿
し
た
い
と
思

え
る
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
の
も
重
要
な
課
題
で

あ
る
。
高
校
生
が
自
由
に
思
考
し
自
ら
の
意
見

を
訴
え
、
挑
戦
で
き
る
課
題
を
模
索
し
た
い
。

情
報
・
真
実
・
歴
史
を
め
ぐ
る

思
索

恋こ
い

田だ

知と
も

子こ

（
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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情
報
リ
テ
ラ
シ
ー
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
久
し
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通

じ
て
欲
し
い
情
報
が
簡
単
に
手
に
入
る
一
方

で
、
真
偽
の
定
か
で
は
な
い
情
報
も
増
え
た
た

め
、
正
し
い
情
報
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
必
ず

し
も
容
易
で
は
な
く
な
っ
た
。
正
し
い
情
報
が

十
分
に
提
供
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

れ
を
必
要
と
す
る
需
要
者
に
届
か
な
い
と
い
う

現
代
社
会
の
様
相
は
、
情
報
市
場
に
お
け
る
需

要
と
供
給
の
マ
ッ
チ
ン
グ
摩
擦
の
問
題
と
し
て

既
存
の
経
済
学
の
枠
組
み
で
説
明
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
社
会
情
勢
は
、
こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
次
元
の
新
た
な
リ
テ
ラ
シ

ー
問
題
を
提
起
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
現

代
社
会
は
、
専
門
知
の
欠
如
に
よ
る
誤
っ
た
因

果
関
係
の
理
解
が
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
拡
散

さ
れ
、
重
大
な
社
会
的
意
思
決
定
に
反
映
さ
れ

る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
昨
年
の

米
大
統
領
選
挙
で
は
、
イ
ン
フ
レ
や
経
済
対
策

に
お
け
る
失
敗
が
民
主
党
敗
退
の
一
因
で
あ
る

と
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
下
の
市
場
環
境
要
因
や
旧

ト
ラ
ン
プ
政
権
下
の
政
策
を
起
因
と
す
る
イ
ン

フ
レ
を
抑
制
す
る
努
力
を
し
て
き
た
民
主
党
政

権
が
敗
れ
、
さ
ら
な
る
イ
ン
フ
レ
と
経
済
的
混

乱
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
高
い
政
策
を
公
約
と

し
て
掲
げ
た
ト
ラ
ン
プ
氏
が
勝
利
し
た
と
い
う

の
は
な
ん
と
も
皮
肉
で
あ
る
。
専
門
知
を
学
ぶ

こ
と
の
重
要
性
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

専
門
知
へ
の
理
解
の
格
差
が
社
会
的
分
断
を
生

み
、
重
大
な
社
会
的
意
思
決
定
に
繫
が
っ
て
し

ま
う
と
い
う
現
代
社
会
の
難
し
さ
を
如
実
に
表

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
真
実
の
揺
ら
ぎ
が
存
在
す
る
社

会
を
ど
う
捉
え
、
生
き
て
い
く
べ
き
か
？　

今

年
の
受
賞
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
へ
の
多

様
な
解
答
と
示
唆
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
福
田
健
心
さ
ん

は
、
現
代
の
ネ
ッ
ト
社
会
が
抱
え
る
矛
盾
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
、
そ
の
矛
盾
へ
の
対
策
は
「
排
除

と
リ
セ
ッ
ト
」
に
よ
っ
て
「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
無
い
世

界
」
を
作
る
こ
と
で
は
な
く
、
他
者
の
意
見
や

情
報
を
取
り
入
れ
な
が
ら
自
己
変
容
を
繰
り
返

す
「
ス
ラ
イ
ム
の
皮
膚
」
を
持
ち
、
す
ぐ
に
答

え
が
で
な
い
問
題
を
ゆ
っ
く
り
と
考
え
続
け
る

「
牛
」
に
な
る
こ
と
だ
と
主
張
す
る
。
論
理
性

に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ウ
ィ
ッ
ト
と
他

者
へ
の
思
い
や
り
溢
れ
る
書
き
様
が
と
て
も
印

象
的
で
あ
っ
た
。

次
席
の
原
島
隆
嘉
さ
ん
の
論
文
は
、「
実
学

に
お
け
る
古
典
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
真

っ
向
か
ら
挑
ん
だ
意
欲
作
で
あ
る
。
多
く
の
古

典
的
名
著
を
丁
寧
に
引
用
し
な
が
ら
明
快
な
論

理
を
展
開
し
つ
つ
、
学
問
の
実
生
活
へ
の
役
立

て
方
を
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
福
澤
の

思
想
と
古
典
か
ら
普
遍
的
な
学
び
を
得
る
こ
と

の
重
要
性
を
説
く
小
泉
の
思
想
を
み
ご
と
に
融

合
さ
せ
る
こ
と
で
古
典
の
実
学
性
を
主
張
す
る
。

佳
作
の
三
作
も
現
代
社
会
の
揺
ら
ぎ
を
問
う

良
作
揃
い
で
あ
る
。
小
仲
花
さ
ん
は
、「
事
実
」

が
「
真
実
」
へ
と
解
釈
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
事

例
に
基
づ
く
仮
説
の
検
証
と
い
う
独
特
の
ス
タ

イ
ル
で
議
論
す
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ

シ
ー
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
田
中

泰
斗
さ
ん
は
、
民
主
主
義
へ
の
信
頼
が
揺
ら
ぎ

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
丁
寧

に
記
述
し
つ
つ
、
対
話
と
相
互
的
寛
容
こ
そ
が

あ
る
べ
き
民
主
主
義
社
会
だ
と
主
張
す
る
。
野

村
仁
愛
さ
ん
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ

問
題
に
つ
い
て
歴
史
を
紐
解
き
な
が
ら
丁
寧
に

描
写
し
つ
つ
、
歴
史
に
お
け
る
虚
構
と
憎
し
み

の
連
鎖
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
を
問
い
か
け
て

く
れ
て
い
る
。

真
実
の
揺
ら
ぎ
を
問
う

小こ

西に
し

祥よ
し

文ふ
み

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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「
ド
リ
ハ
ラ
」。
皆
さ
ん
は
、
こ
の
言
葉
を
き

い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
高
部
大
問
氏

（
商
学
部
准
訪
問
研
究
員
・
商
学
部
松
下
政
経
塾
寄
附

講
座
講
師
）
の
著
書
『
ド
リ
ー
ム
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト

─
「
夢
」
で
若
者
を
追
い
詰
め
る
大
人

た
ち
』（
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
二
〇
年
）
の

主
題
の
略
語
で
、
二
〇
二
二
年
元
旦
の
『
日
本

経
済
新
聞
』
第
一
面
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

主
に
日
本
に
お
い
て
、
若
者
が
大
人

─
親
や

教
員
な
ど
に
「
夢
を
も
ち
な
さ
い
」「
将
来
の

ビ
ジ
ョ
ン
を
も
ち
な
さ
い
」
と
定
型
的
な
指
導

を
う
け
、
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
を
表
す
。
ド

リ
ハ
ラ
が
も
た
ら
す
の
は
、
若
者
の
心
の
内
側

か
ら
生
ま
れ
た
夢
や
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
大
人
の
「
外
圧
」
に
よ
っ
て
、
若
者
が

そ
の
場
を
取
り
繕
う
た
め
に
捏
造
し
た
空
虚
な

言
葉
の
羅
列
で
し
か
な
い
。

こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、
将
来
的
な
進
路
の

模
索
に
と
ど
ま
ら
ず
、
物
事
に
取
り
組
む
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
が
内
側
か
ら
生
じ
た
も
の
か
、
外

側
か
ら
課
さ
れ
た
も
の
か
、
と
い
う
一
点
に
尽

き
る
。「
第
四
九
回
小
泉
信
三
賞
全
国
高
校
生

小
論
文
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
応
募
し
た
皆
さ
ん
は
、

「
な
ぜ
論
文
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」

「
な
ぜ
こ
の
コ
ン
テ
ス
ト
に
応
募
し
よ
う
と
思
っ

た
の
だ
ろ
う
か
」。「
自
分
を
取
り
巻
く
世
界
へ

の
関
心
」
あ
る
い
は
「
世
界
で
生
じ
て
い
る
不

正
や
不
公
平
に
た
い
す
る
義
憤
」。
さ
も
な
け

れ
ば
、「
先
生
に
す
す
め
ら
れ
た
か
ら
」
あ
る
い

は
「
親
に
紹
介
さ
れ
た
か
ら
」
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
論
文
を
執
筆
す
る
う
え
で
、
そ
う
し

た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
何
よ
り
大
切
だ
と
思

う
。
論
文
を
書
く
こ
と
を
決
め
た
の
も
、
実
際

に
論
文
を
書
い
た
の
も
自
分
で
あ
る
。
論
文
を

書
く
う
え
で
、
自
分
が
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
理
由

は
も
と
よ
り
、
テ
ー
マ
に
か
ん
す
る
基
本
的
な

疑
問
と
も
い
う
べ
き
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
肝
と

な
る
。
そ
こ
か
ら
、
具
体
的
に
取
り
組
む
リ
サ

ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
を
設
定
し
、
こ
れ
を
特

定
の
視
点
や
方
法
に
た
よ
り
な
が
ら
解
明
・
分

析
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
独
自
の
発
見
や
新

鮮
な
主
張
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
文

は
見
事
に
成
功
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
回
も
高
校
生
特
有
の
若
い
感
性
に
も
と
づ

い
た
新
鮮
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
多
く
の
作

品
群
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
心
強
く

感
じ
た
。
小
泉
信
三
賞
に
輝
い
た
の
は
、
ケ
ア

の
重
要
性
に
注
目
し
つ
つ
、
社
会
の
道
徳
的
問

題
に
た
い
し
て
独
自
の
視
点
で
切
り
込
ん
だ
福

田
論
文
で
あ
っ
た
。
本
論
文
に
た
い
し
て
ほ
ぼ

す
べ
て
の
審
査
員
が
と
て
も
際
立
っ
た
評
価
を

与
え
て
い
た
点
が
、
い
ま
だ
印
象
に
残
っ
て
い

る
。
ま
た
、次
席
に
選
出
さ
れ
た
原
島
論
文
は
、

実
学
の
意
味
に
つ
い
て
深
掘
り
し
、実
学
と「
過

去
か
ら
の
贈
り
物
」
と
し
て
の
古
典
と
の
あ
い

だ
の
関
係
を
丹
念
に
論
じ
て
い
た
。さ
ら
に
、佳

作
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
民
主
主
義
の
再
検

討
を
試
み
た
田
中
論
文
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の

歴
史
的
考
察
を
試
み
た
野
村
論
文
、
そ
し
て
真

実
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
し
た
小
仲
論
文
だ
っ
た
。

総
じ
て
今
回
の
応
募
論
文
に
つ
い
て
述
べ
る

と
、
論
文
を
書
く
に
い
た
っ
た
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
が
み
え
に
く
い
点
、
そ
し
て
引
用
や
形
式
へ

の
注
力
が
過
剰
で
あ
る
分
、
大
人
の
定
型
的
な

指
導
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の
型
破
り
な
若
者
ら

し
い
爆
発
力
を
感
じ
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た

点
を
指
摘
し
て
お
く
。「
大
人
に
し
た
が
う
こ
と

が
、
つ
ね
に
正
し
い
こ
と
だ
と
は
限
ら
な
い
」。

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
形
式
に
と
ら

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
と
自
由
に
発
想
し
、

も
っ
と
大
胆
に
執
筆
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

「
ド
リ
ハ
ラ
」を
吹
き
飛
ば
せ

谷た
に

口ぐ
ち

和か
ず

弘ひ
ろ

（
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
）
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〝
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
〟
と
言
う
が
、

い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
戦
争
、
世
の
混
乱

を
よ
そ
に
、
辰
年
の
二
〇
二
四
年
こ
そ
は
、
と

昇
り
龍
を
期
待
し
て
新
年
を
寿こ

と
ほい

だ
が
、
折
し

も
元
日
に
発
生
し
た
Ｍ
七
・
六
の
能
登
半
島
地

震
、
羽
田
空
港
の
飛
行
機
事
故
。
真
逆
の
暗
澹

た
る
年
明
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

さ
て
、
佳
作
入
選
の
一
作
目
、
小
仲
さ
ん
の

「
真
実
の
構
造
を
紐
解
く
」
は
、「
真
実
」
を
見

極
め
る
に
は
情
報
の
受
け
取
り
手
に
も
相
応
の

リ
テ
ラ
シ
ー
が
求
め
ら
れ
る
と
、
偽
情
報
が

蔓は
び
こ延

る
現
代
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
。
最
初
に
問
題

提
起
と
そ
の
結
論
を
想
定
し
た
う
え
で
、
論
理

的
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
分
析
方
法
も
分
か
り

や
す
い
。

同
じ
く
佳
作
、
田
中
さ
ん
の
「
民
主
主
義
の

揺
ら
ぎ
と
私
た
ち
の
『
真
実
』」
は
、
民
主
主

義
が
本
当
に
最
善
の
政
治
形
態
か
と
い
う
命
題

を
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
例
な
ど
を
踏
ま
え
て
検

証
し
て
い
く
。
脆
弱
な
民
主
主
義
を
守
る
た
め

に
は
、
皆
が
気
概
を
持
っ
て
独
裁
と
闘
う
姿
勢

が
重
要
と
結
論
づ
け
る
、志
の
高
い
論
文
だ
が
、

「
真
実
」と
い
う
テ
ー
マ
か
ら
は
若
干
乖
離
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
た
の
は
、私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

野
村
さ
ん
の
「
花
束
を
投
げ
る
～
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
と
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
類
似
性
に
み
る
虚

構
～
」
は
、
国
家
が
都
合
の
よ
い
側
面
の
み
を

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
真
実
と
し
て
歴
史
に
な
っ
て
い
く

過
程
を
、
現
在
の
ガ
ザ
紛
争
と
過
去
の
ホ
ロ
コ

ー
ス
ト
を
比
較
し
な
が
ら
丁
寧
に
分
析
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
教
訓
を
歴
史
上
の
出
来
事
と
せ

ず
、
現
在
を
生
き
る
自
分
自
身
の
問
題
と
し
て

捉
え
て
い
る
点
に
好
感
を
持
っ
た
。

次
席
は
原
島
さ
ん
の
「
学
問
の
基
礎
た
る
古

典
」。私
は
漢
詩
や
漢
文
、そ
し
て
紫
式
部
の『
源

氏
物
語
』、
は
た
ま
た
志
賀
直
哉
な
ど
の
古
典

を
幅
広
く
読
ん
で
い
な
い
と
端
正
で
深
み
の
あ

る
文
章
を
書
く
こ
と
は
難
し
い
、
と
周
り
の
人

に
常
々
言
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
「
古
典
は

実
学
足
り
得
る
か
」
と
い
う
命
題
を
、「
実
学
」

の
定
義
か
ら
説
き
起
こ
し
、
福
澤
諭
吉
の
『
学

問
の
す
ゝ
め
』
や
丸
山
眞
男
、
小
泉
信
三
な
ど

の
著
作
を
引
用
し
て
明
快
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
古
典
は
す
べ
て
の
学
問
の
基
礎
と
し
て
精
神
的

な
役
割
を
果
た
す
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
」

と
い
う
結
論
は
ま
さ
に
我
が
意
を
得
た
り
だ
。

小
泉
信
三
賞
の
受
賞
作
は
福
田
さ
ん
の
「
ス

ラ
イ
ム
の
皮
膚
の
牛　

あ
な
た
と
私
の
傷
と
ケ

ア
」。「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
無
い
世
界
」と
い
う
課
題
を
、

哲
学
を
通
じ
て
論
じ
る
視
点
が
独
創
的
だ
。
ド

ゥ
ル
ー
ズ
の
『
リ
ゾ
ー
ム
』
を
引
い
て
、
従
来

の
縦
型
秩
序
を
横
に
広
が
る
関
係
性
へ
と
変
え

る
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
、
実
際
に
は
管
理
社
会
を
生
み
だ
し
て
い
る

と
書
き
出
し
、
ブ
ラ
ッ
ド
ベ
リ
の
『
華
氏
４
５

１
度
』
や
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
引
い
て

論
を
進
め
て
い
く
。
漱
石
の
「
牛
に
な
る
事
は

ど
う
し
て
も
必
要
で
す
」と
い
う
言
葉
の
扱
い
、

そ
し
て
「
ス
ラ
イ
ム
」「
傷
」
と
い
っ
た
比
喩

の
使
い
方
も
巧
み
。
文
章
も
明
解
で
小
泉
賞
に

相
応
し
い
秀
作
で
あ
る
。

読
書
は
考
え
る
力
の
基
礎
と
な
り
、
長
く
読

み
継
が
れ
て
い
る
書
物
は
人
生
の
針
路
と
な

る
。
未
来
を
担
う
高
校
生
諸
君
に
は
、
ぜ
ひ
こ

う
し
た
数
多
く
の
作
品
に
触
れ
て
ほ
し
い
。

来
年
の
本
賞
は
記
念
の
五
〇
回
を
迎
え
る
。

心
を
打
つ
論
文
に
ま
た
出
会
う
こ
と
を
切
望
し

て
。

韋
編
三
絶

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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ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
パ
レ
ス
チ
ナ
を
は
じ
め
、
今

も
各
地
で
続
く
戦
争
や
紛
争
。
人
類
の
想
像
を

は
る
か
に
超
え
る
急
激
な
技
術
革
新
。
地
球
温

暖
化
に
よ
る
大
規
模
災
害
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

…
…
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
瞬
時
に
世
界
が
つ
な
が
る
一

方
、
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
横
行
、
分
断
や
対

立
が
深
ま
る
社
会
で
、
人
々
は
ま
す
ま
す
先
の

見
え
な
い
不
安
と
混
迷
の
中
に
あ
る
。
そ
う
し

た
時
代
を
生
き
る
高
校
生
た
ち
の
論
文
は
、
多

様
な
文
献
・
資
料
を
駆
使
し
、
多
角
的
か
つ
鋭

い
視
点
で
分
析
し
な
が
ら
、
他
者
へ
の
優
し
さ

と
希
望
を
失
わ
な
い
と
い
う
点
で
、
光
彩
を
放

っ
て
い
た
。
時
に
私
を
勇
気
づ
け
、
未
来
へ
の

灯
り
を
点
し
て
く
れ
た
。
甲
乙
つ
け
難
く
、
評

価
に
悩
み
な
が
ら
も
、
新
鮮
な
驚
き
や
気
づ
き

が
う
れ
し
く
、
優
れ
た
論
考
の
数
々
に
対
し
、

ま
ず
謝
意
を
表
し
た
い
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
福
田
健
心
さ
ん
の

「
ス
ラ
イ
ム
の
皮
膚
の
牛
」
は
、
表
題
か
ら
意

表
を
つ
か
れ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
海
を
哲

学
者
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
リ
ゾ
ー
ム
」
の
関
係
性

か
ら
解
き
明
か
し
、
そ
の
海
流
で
自
分
と
相
手

の
価
値
観
の
摩
擦
と
傷
を
い
か
に
癒
し
乗
り
越

え
て
い
く
か
、
独
自
の
視
点
で
示
し
た
。
相
手

の
価
値
観
と
差
異
を
も
肯
定
す
る
利
他
的
な
ケ

ア
で
、
生
成
変
化
す
る
「
ス
ラ
イ
ム
」
の
説
得

力
。
夏
目
漱
石
が
芥
川
龍
之
介
ら
に
記
し
た

「
牛
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
焦
ら
ず
深
く
考
え
続

け
る
姿
勢
」
が
「
ス
ラ
イ
ム
の
皮
膚
」
を
纏
う

時
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
」
を

取
り
戻
し
て
性
急
な
「
リ
セ
ッ
ト
」
や
「
排
除
」

を
脱
し
、
共
存
へ
と
導
く
と
い
う
非
暴
力
の
思

想
を
テ
ン
ポ
よ
く
論
理
展
開
し
、秀
逸
だ
っ
た
。

次
席
の
原
島
隆
嘉
さ
ん
の
論
文
は
、
普
遍
性

を
も
つ
古
典
を
実
学
と
し
て
役
立
て
る
読
み
方

に
つ
い
て
、
小
泉
信
三
の
著
書
な
ど
も
引
き
な

が
ら
考
察
。
先
人
か
ら
受
け
継
が
れ
た
知
識
や

知
恵
を
咀
嚼
し
て
自
ら
の
も
の
と
し
、「
本
質

的
な
学
び
」を
続
け
る
こ
と
で
、古
典
は
そ
の
精

神
に
お
い
て
学
問
の
基
礎
た
り
う
る
と
し
た
。

佳
作
三
点
の
う
ち
、小
仲
花
さ
ん
の
論
文
は
、

真
実
の
構
造
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
四
つ
の

仮
説
を
提
示
。
情
報
が
発
信
者
か
ら
受
信
者
へ

伝
わ
る
各
段
階
で
、統
制
や
異
な
る
理
解
・
解
釈

が
介
在
す
る
可
能
性
を
丁
寧
に
解
説
し
、
メ
デ

ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

田
中
泰
斗
さ
ん
の
論
文
は
、
一
気
に
読
ま
せ

る
力
を
感
じ
た
。
民
主
主
義
の
国
が
実
は
世
界

の
約
一
割
に
過
ぎ
ず
、
む
し
ろ
減
少
傾
向
に
あ

る
と
い
う
衝
撃
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
よ
る
ナ
チ
ス
独

裁
政
権
確
立
ま
で
の
過
程
に
触
れ
、
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
の
、
社
会
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
人
々
の

不
満
や
怒
り
を
吸
収
し
、
支
持
拡
大
を
は
か
る

手
法
と
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
民
主
主
義

が
次
善
の
選
択
肢
だ
と
し
て
も
、
社
会
の
分
断

を
生
ま
ぬ
よ
う
、
気
概
を
持
っ
て
相
互
理
解
や

他
者
へ
の
配
慮
、
公
正
さ
の
実
現
を
目
指
し
、

「
対
話
」
を
尽
く
す
努
力
の
継
続
を
提
唱
し
て

い
る
。

野
村
仁
愛
さ
ん
の
論
文
も
鋭
い
指
摘
に
満
ち

て
い
た
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害

を
正
当
化
し
、
社
会
を
巻
き
込
ん
で
い
く
虚
構

の
戦
略
を
、
現
在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
と
重
ね

る
。
迫
害
を
受
け
た
国
が
「
生
き
な
が
ら
に
し

て
死
ん
で
い
る
」
ガ
ザ
の
現
況
を
生
み
出
し
て

い
る
皮
肉
。「
私
に
で
き
る
こ
と
」
を
深
く
見

つ
め
な
が
ら
、
長
い
歴
史
と
各
国
の
思
惑
が
複

雑
に
絡
み
合
う
、
こ
の
難
し
い
問
題
に
果
敢
に

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
も
評
価
で
き
る
。

今
回
同
様
、
来
年
も
多
く
の
素
晴
ら
し
い
論

考
に
出
会
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

未
来
に
点
す
灯
り町ま

ち
 
だ
 
と
も
 
こ

田
智
子

（
公
益
財
団
法
人
文
字
・
活
字

文
化
推
進
機
構
専
務
理
事
）


