
と
は
ま
た
別
の
世
界
に
人
を
開
眼
さ
せ
る
。
評
論
文
、
随
筆
、
小
説
、
そ
し

て
詩
歌
が
開
く
豊
か
な
世
界
が
、
国
語
教
科
書
の
目
次
を
開
く
と
立
体
的
に

浮
か
び
上
が
る
。
そ
う
ぃ
ぅ
教
科
書
、
そ
う
い
う
教
科
で
あ
り
つ
づ
け
て
ほ

し
い
。

一
方
で
大
学
入
試
は
、
高
校
教
育
の
あ
り
方
を
定
め
る
大
き
な
要
因
と
な

つ
て
い
る
。
選
択
問
題
を

「難
問
」
に
す
る
た
め
に
、
抽
象
的
で
専
門
性
の

高
い
題
材
を
選
ぶ
こ
と
に
本
当
に
意
味
が
あ
る
の
か
。
大
量
の
受
験
生
を
裁

く
た
め
に
選
択
問
題
の
難
度
を
上
げ
よ
う
と
し
て
、
正
解
が
な
か
っ
た
り
、

選
択
肢
の
文
章
が
曖
昧
で
あ

っ
た
り
す
る
問
い
を
増
や
す
こ
と
に
何
か
意
義

を
見
出
せ
る
の
か
。

評
論
文
か
ら
は
、
社
会
に
楔
を
打
ち
込
む
力
を
、
小
説
か
ら
は
他
者
理
解

の
困
難
と
面
白
さ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
出
題
で
あ

っ
て
は
し

ＯＯ
うりヽ
いＯ
Ｎ
い
〇ヽ
∞
＼
Ｐい卜
∞∞
〓卜
∞
・●
け口
」
地ｏ
ｌ

，〓

（３
）

一
一〇
二
二
年
七
月
二
五
日
。

（４
）

「私
学
の
雄
」
と
は
、考
え
て
み
れ
ば
ジ
エ
ン
ダ
ー
フ
リ
ー
と
は
正
反
対
の
こ
と
ば
だ
。

こ
れ
は
く
〓
言
ｏ
と
ぃ
ぅ
政
治
思
想
史
で
は
人
気
の
こ
と
ば
が
、
ラ
テ
ン
語
の
く
〓

（男
）

か
ら
来
て
い
る
の
に
似
て
い
る
。
強
く
優
れ
て
い
る
こ
と
が
、
男
性
的
で
あ
る
こ
と
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

（５
）

以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
新
聞
各
社
が
大
き
く
報
道
し
た
。
論
点
を
ま
と
め
た
記

事
と
し
て
、
大
久
保
昂

「批
判
や
ま
ぬ

「
現
代
の
国
語
」
小
説
掲
載
　
「多
様
性
」
損
な

う
危
険
性
も
」
『毎
日
新
聞
』
二
〇
二

一
年

一
二
月

一
三
日
。
〓
ご
り
＼̈
、
日

，
一Ｌ
Ｏ
〓
き
、

”
ユ
・２
。
り
ヽ
いｏ
Ｎ
〓
Ｎ
〓
ヽ
府
ｏ
ｏ
ｏヽ
ｏ
ヨ
＼ｏ卜
ｏ
ｏヽ
∞
『ｏ
８
ｏ
を
参
照
。
な
お
、
前
年
度
ま
で
の
高
校

国
語
教
科
書
全
国
シ
ェ
ア
一
位
は
東
京
書
籍
で
あ
っ
た
。

（６
）

こ
う
し
た
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
教
科
書
会
社
は
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
た
と
ぇ
ば

桐
原
書
店
と
数
研
出
版
は
、
選
択
科
日
の

「論
理
国
語
」
に
小
説
を
掲
載
し
た
。　
一
方
、

筑
摩
書
房
と
三
省
堂
は
、
「文
学
国
語
」
に
評
論
文
を
入
れ
て
い
る
。
「
「文
学
」
と

「論
理
」

は
分
け
ら
れ
る
か
　
教
科
書
か
ら
見
た
高
校
国
語
教
育
」
『ミ
Ｚ
∪
〓
∽
』
二
〇
二
二
年
五

月
三
二
日
。
汗
ご
∽̈
、
、１
１
く
卜
、
●
。４
りむ
＼『
∞
ｒ卜
ｏ
Φ
『
Ｆ
ョ

．

（７
）

「高
等
学
校
学
習
指
導
要
領

（平
成
∞
年
告
示
）
解
説
　
国
語
編
　
平
成
３０
年
７
月
」

九
頁
。
汗
ご
∽̈
＼、１
１
１
日
①ｘ
■
”
ｏ
む
、８
諄
①諄
＼
”ｏ
ド
ｏ

．３
，日
鷺
‐
庁
く
０
寿
●
Ｏ
τ
８
００
０Ｎ
Ｏ
ＮＯＩ
Ｏ
ぃ
・

付
集

＊
大
学

は
れ

の
も

の
か

大
学
生
の
英
語
テ
ス
ト
が
商
品
と
し
て
売
り
込
ま
れ
る
こ
と
の
弊
害

阿
部
公
彦

な
ぜ
学
生
は
勘
違

い
す
る
の
か

外
国
語
習
得
と
い
う
面
で
は
今
の
学
生
は
以
前
よ
り
も
恵
ま
れ
て
い
る
。

各
種
デ
バ
イ
ス
を
用
い
た
教
材
も
便
利
な
も
の
が
増
え
て
い
る
し
、
作
文
の

自
習
を
助
け
る
シ
ス
テ
ム
も
充
実
し
て
い
る
。
加
え
て
大
学
で
は
学
生
の
海

外
体
験
や
留
学
を
後
押
し
す
る
仕
組
み
が
あ
れ
こ
れ
導
入
さ
れ
、
う
ま
く
利

用
す
れ
ば
少
な
い
自
己
負
担
で
海
外
に
行
き
、
外
国
語
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

つ
ん
で
く
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
中
に
は
大
学
が
丸
ご
と
費
用

を
負
担
す
る
も
の
ま
で
あ
る
。
た
だ
、
当
然
、
こ
う
し
た
枠
は
競
争
が
あ
る

の
で
、
選
抜
の
た
め
に
学
生
に

「
こ
う
し
た
体
験
活
動
は
、
し
っ
か
り
と
事

前
準
備
を
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
意
味
を
持
ち
ま
す
。
あ
な
た
は
ど
の
よ
う

な
準
備
や
訓
練
を
し
よ
う
と
思

っ
て
い
ま
す
か
？
　
旦
（体
的
に
書
い
て
く
だ

さ
い
」
と
い
っ
た
質
問
を
出
し
た
り
す
る
。
す
る
と
、
そ
ん
な
質
問
に
対
し
、

驚
く
べ
き
答
え
が
返

っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

「↓
〇
口
Ｏ
や
↓
〇
国
『
ｒ
な
ど
の
テ
ス
ト
を
受
け
る
予
定
で
す
」
。
お
し
ま

え
？
と
思

っ
て
し
ま
う
。
英
語
の
テ
ス
ト
を
受
け
て
弱
点
を
見

つ
け
、
そ

れ
に
応
じ
た
対
策
を
し
た
い
と
い
う
の
な
ら
ま
だ
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
ち

ら
が
訊
き
た
い
の
は
ま
さ
に
そ
の
対
策
の
内
容
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が

「
テ
ス

ト
を
受
け
る
」
だ
け
で
終
わ
り
。
こ
う
い
う
答
え
を
す
る
人
は
テ
ス
ト
を
受

け
れ
ば
、
英
語
力
が
自
然
と
ア
ッ
プ
す
る
と
で
も
思

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ｃ

好
意
的
に
見
れ
ば

「
テ
ス
ト
に
向
け
た
準
備
を
す
る
こ
と
で
英
語
力
が
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
」
と
い
う
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
「↓
〇
日
０

や
↓
〇
∪
『
ｒ
な
ど
の
テ
ス
ト
を
受
け
る
予
定
で
す
共
お
し
ま
い
）」
と
い
う

註（１
）

重
田
園
江

「入
試
国
語
選
択
問
題
の

「正
解
」
に
つ
い
て
―
―
早
稲
田
大
学
教
育
学

部

の
説
明
責
任
」
二
〇
二
二
年
二
月

一
四
日
。
〓
ご
∽
、̈
、
りヽ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
∽
き
、
０

，
ュ
０
●
＼

∽Ｏ
〇一①けく
いヽ
「ヽ
〇
〇
＼

（２
）

「早
大
教
育
学
部
の
入
試
国
語
め
ぐ
り
著
者
が
問
合
せ
↓
回
答
に
猛
反
発

「誠
実
な

対
応
を
」

大
学

「発
信
は
認
識
」
」
二
〇
二
二
年
二
月

一
五
日
。
Ｆ
ご
∽一、
、
ヨ
く
く
十
８
∽■

も
ら
』

（８
）

同
、
六
九
頁
。

（９
）

同
頁
。

（お
も
だ
　
そ
の
え

・
現
代
思
想
）
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短
い
回
答
か
ら
は
正
直
、
そ
の
よ
う
な
意
向
は
見
て
取
れ
な
い
。
と
り
あ
え

ず
思
い
つ
き
で
答
え
た
の
だ
ろ
う
な
あ
、
と
思

っ
て
し
ま
う
。

本
稿
で
あ
ら
た
め
て
考
え
た
い
の
は
、
も
し
大
学
生
の
英
語
力

（こ
こ
で

は
話
の
都
合
上
、
英
語
に
話
題
を
限
定
す
る
）
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
と
す
る
な

ら
、
そ
の
原
因
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
果
た

し
て
そ
の
原
因
は
、
大
学
入
試
が
四
技
能
型
で
な
い
こ
と
に
あ
る
の
か
？

入
試
で
民
間
試
験
を
採
用
し
な
い
の
が
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
あ
る
い

は
大
学
に
入

っ
て
か
ら
、
英
語
の
テ
ス
ト
を
受
け
さ
せ
な
い
の
が
い
け
な
い

の
か
。

私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ

「英
語
力
を
伸
ば
す
た
め
に
、
ど
の

よ
う
な
準
備
を
す
る
つ
も
り
で
す
か
？
」
と
訊
か
れ
て
、
「英
語
の
テ
ス
ト

を
受
け
る
予
定
で
す

（お
し
ま
い
）」
と
答
え
る
よ
う
な
学
生
が
い
る
こ
と

の
方
が
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
大
学
生
の
英
語
力
を
伸
ば
し
た
い

と
本
気
で
考
え
て
い
る
の
な
ら
、
こ
う
し
た
誤
解
に
陥
る
学
生
を
少
し
で
も

減
ら
す
努
力
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
以
下
、
誤
解
の
原
因
と
改
善
の
た

め
の
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

共
通
テ
ス
ト
英
語
は
な
ぜ
歪
な
も
の
に
な
っ
た
の
か

テ
ス
ト
に
対
す
る
認
識
を
検
証
す
る
き

っ
か
け
と
し
て
、
現
在
行
わ
れ
て

い
る
共
通
テ
ス
ト
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
本
年

一
月
、
二
〇
二

一
年
に
つ
づ

い
て
二
回
日
と
な
る
大
学
入
試
共
通
テ
ス
ト
が
行
わ
れ
た
。
元
々
共
通
テ
ス

ト
の
英
語
は
民
間
試
験
と
セ
ッ
ト
で
受
験
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ

ア
ク
セ
ン
ト
問
題
や
並
べ
替
え
問
題
の
廃
上
の
根
拠
を
以
下
の
よ
う
に
書
き

換
え
て
い
る
。

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
外
国
語
の
音
声
や
語
彙
、
表
現
、
文

法
、
言
語
の
働
き
な
ど
の
知
識
を
、
実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
に
お

い
て
、
目
的
や
場
面
、
状
況
な
ど
に
応
じ
て
適
切
に
活
用
で
き
る
技
能
を

身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

４
技
能
の
う
ち

「
読
む
こ
と
」
「
聞
く
こ
と
」
の
中
で
こ
れ
ら
の
知
識
が

活
用
で
き
る
か
を
評
価
す
る
。
し
た
が
つ
て
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
語

句
整
序
な
ど
を
単
独
で
問
う
問
題
は
作
成
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
（２
）

な
ぜ
問
題
形
式
を
変
更
し
た
か
の
理
由
説
明
が
こ
の
よ
う
に
融
通
無
碍
に

書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
自
体
も
い
さ
さ
か
の
疑
念
を
い
だ
か
せ
る

が
、
こ
う
し
た
共
通
テ
ス
ト
の

「理
念
」
の
迷
走
ぶ
り
か
ら
は
よ
り
深
い
問

題
も
見
ぇ
て
く
る
こ

。
そ
の

一
つ
は
過
度
な
テ
ス
ト
信
仰
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
今
と
な
っ
て
は
少
々
時
代
遅
れ
に
さ
え
思
え
る

「実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
や

「実
用
」
と
い
つ
た
概
念

へ
の
執
着
で
あ
る
。

つ
く
ら
れ
た
英
語
ブ
ー
ム

大
元
に
あ
る
の
は
、
英
語
テ
ス
ト
特
有
の
事
情
で
あ
る
。
も
と
も
と
日
本

で
は
戦
後
、
幾
度
か
の

「
英
語
ブ
ー
ム
」
が
起
き
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
背

後
に
は
終
戦
、
東
京
オ
リ
ン
ピ

ツ
ク
、
大
阪
万
博
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的

と
も
あ
り
、
や
や
奇
妙
な
設
計
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で

は
発
音

・
ア
ク
セ
ン
ト
問
題
や
並
べ
替
え
問
題
な
ど
、
複
数
の
技
能
を
融
合

さ
せ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
共
通
テ
ス
ト
で
は
四
技
能
型
の
民
間
試

験
導
入
に
合
わ
せ
る
た
め
と
い
う
い
さ
さ
か
不
可
解
な
理
由
で
融
合
型
の
間

題
が
排
さ
れ
、
四
技
能
ご
と
に
わ
け
た
問
題
構
成
に
な

っ
た
。
当
初
の
大
学

入
試
セ
ン
タ
ー
の
説
明
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

英
語
の
資
格

・
検
定
試
験
の
活
用
を
通
じ
て

「聞
く
こ
と
」
「読
む
こ
と
」

「話
す
こ
と
」
「書
く
こ
と
」
の
総
合
的
な
評
価
が
な
さ
れ
る
方
針
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
筆
記

［リ
ー
デ
ィ
ン
グ
］
の
問
題
で
は

「
読
む
こ
と
」

の
力
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
発
音
、
ア
ク
セ
ン
ト
、
語
句
整
序

な
ど
の
問
題
は
出
題
さ
れ
ま
せ
ん
。
（↓

要
す
る
に

「検
定
試
験
」
（
い
わ
ゆ
る
民
間
試
験
）
が
あ
る
か
ら
、
従
来
の

問
題
構
成
を
変
更
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
不
可
解
で
あ
る
。

民
間
試
験
の
及
ば
な
い
範
囲
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
形
式
を
変
え
た
と
い
う

な
ら
わ
か
る
が
、
ど
う
も
民
間
試
験
の
四
分
離
方
式
に
似
せ
て

「
四
技
能
風
」

に
し
た
だ
け
に
見
え
る
。

結
局
、
民
間
試
験
の
活
用
は
頓
挫
し
、
そ
の
結
果
、
今
に
至
る
ま
で
共
通

テ
ス
ト
の
英
語
は
従
来
の
計
画
と
は
異
な
る

「片
肺
状
態
」
が
続
い
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
問
題
構
成
の
歪
さ
も
い
よ
い
よ
目
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
実

は
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
は
、
民
間
試
験
活
用
の
計
画
が
潰
れ
た
直
後
、
発
音
・

な
要
因
が
あ

つ
た
が
、
寺
沢
拓
敬
は
世
論
調
査
の
結
果
な
ど
を
踏
ま
え
て
実

際
の

「英
語
熱
」
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
の
は
せ
い
ぜ
い
人
口
の
数
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
十
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
、
「英
語
病
」
「英
語
信

仰
」
と

い
っ
た
見
立
て
そ
の
も
の
に
あ
ま
り
信
憑
性
が
な
い
と
し
て
い

る
（４
）。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
実
態
の
な
い

「
ブ
ー
ム
」
が
過
剰
に
も
て
は

や
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
こ
に
は

「
ブ
ー
ム
」
だ
と
言
う
こ
と
に
よ
つ
て

「
ブ
ー
ム
」
を
起
こ
そ
う
と
す
る
商
業
的
な
狙
い
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

英
語
周
辺
で
は
消
費
者
を
消
費
財
と
し
て
の
英
語
に
導
こ
う
と
す
る
力
が
強

く
働
い
て
き
た
の
で
あ
る
こ

。
鳥
飼
玖
美
子
が

「
慢
性
英
語
ブ
ー
ム
」
と

呼
ぶ
状
況
は
、
こ
う
し
て
作
り
出
さ
れ
て
き
た
（６
）ｏ

し
か
し
、
そ
ん
な

「英
語
ブ
ー
ム
」
に
も
転
機
が
訪
れ
る
。
か
つ
て
は
英

語
の
マ
ー
ケ
ツ
ト
化
の
舞
台
は
英
会
話
学
校
や
個
人
レ
ツ
ス
ン
、
ラ
ジ
オ
英

語
な
ど
の
学
び
の
場
だ

っ
た
が
、
そ
れ
が
↓
〇
口
０
産
業
の
隆
盛
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
テ
ス
ト
と
テ
ス
ト
対
策
に
と

つ
て
か
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。　
一
九

七
九
年
に
最
初
の
テ
ス
ト
を
行

っ
た

↓
ｏ
口
ｏ
は
着
実
に
知
名
度
を
高
め
、

二
〇
〇
〇
年
に
は
受
検
者
が

一
〇
〇
万
人
を
突
破
、
二
〇
二

一
年
に
は
二

一

二
万
人
に
も
及
ぶ
数
の
人
が
こ
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
（７
）。
上
記

で
も
引
用
し
た
鳥
飼
玖
美
子
の

『↓
〇
∪
『
甲
↓
〇
口
０
と
日
本
人
の
英
語
力
』

は
二
〇
〇
二
年
の
刊
行
だ
が
、
す
で
に
こ
の
時
点
で

「
ふ
と
気
づ
い
た
ら
、

書
店
に
は
英
語
検
定
試
験
の
対
策
本
が
あ
ふ
れ
る
よ
う
に
並
び
、
（…
）
と

り
つ
か
れ
た
よ
う
に
検
定
試
験
を
受
け
ま
く
る
人
た
ち
が
出
て
き
た
」
と
い

う
状
況
に
な
っ
て
い
た
Ｅ

。
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興
味
深
い
の
は
こ
の

「英
語
ブ
ー
ム
」
が
、
日
本
人
の

ク世
界
で
突
出
し

て
低

い
ス
コ
ア
ク

ヘ
の
嘆
き
に
牽
引
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
鳥
飼
も
言
う
ょ

う
に
、
「
驚
く
ほ
ど
大
勢
の
人
々
が

「
日
本
人
の
↓
〇
∪
「
ｒ
ス
コ
ア
、
ひ
ど

い
も
の
で
す
ね
え
。
世
界
で
最
低
で
す
よ
ｏ
あ
き
れ
た
も
の
で
す
」
な
ど
と

問
題
に
す
る
」
の
で
あ
る
（９
）。
そ
れ
ま
で
英
語
検
定
試
験
の
中
心
的
な
存

在
と
言
え
ば
、
国
産
の
実
用
英
語
技
能
検
定

（英
検
）
だ

っ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
国
際
比
較
は
国
産
の
英
検
で
は
構
造
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
ぃ
ぅ

意
味
で
は
↓
〇
口
０
や
↓
〇
∪
『
ｒ
に
よ
る
国
際
比
較
に
は
新
鮮
味
が
あ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
な
ら
ぬ
↓
〇
∪
”
ｒ
の
作
成
元
が
明
言
し
て
い
る
よ

う
に
、
現
実
問
題
と
し
て

「
日
本
人
の
↓
〇
∪
『
ｒ
ス
コ
ァ
」
と
ぃ
ぅ
枠
は
ほ

と
ん
ど
無
意
味
で
あ
り
、
そ
う
し
た
比
較
は
役
に
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

国
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
テ
ス
ト
の
受
検
者
層
は
ま
ち
ま
ち
で
ぁ
り
、
受
検
者

層
が
広
が
れ
ば
平
均
点
が
下
が
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
か
ら
で
あ
る
（１０
）。

ま
た
、
植
民
地
化
さ
れ
英
語
が
公
用
語
と
な
っ
て
き
た
国
で
英
語
運
用
能
力

が
高

い
人
が
多

い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
↓
〇
口
０
と
も
な
れ
ば
、
そ
も
そ
も

日
本
発
の
依
頼
で
作
ら
れ
た
テ
ス
ト
で
ぁ
り
、
二
〇

一
三
年
の
数
字
で
は
世

界
で
七
〇
〇
万
人
と
い
う
受
検
者
数
の
う
ち
、
日
本
が
二
四
〇
万
人
、
韓
国

が
二
〇
〇
万
人
、
こ
の
両
国
だ
け
で
実
に
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
割
合
を
占

め
て
い
る
３

。
と
こ
ろ
が
表
に
出
て
く
る
の
は
こ
う
し
た
割
合
や
実
態
よ

り
も
、
「↓
ｏ
口
ｏ
ｒ
”
”
国
別
平
均

ス
コ
ア
、
日
本
は
５
７
４
点

で
３１

位
」
（‐２
）
と
い
っ
た
、
ォ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
金
メ
ダ
ル
数
を
競
う
よ
う
な
煽
り

気
味
の

（そ
し
て
ま
っ
た
く
無
意
味
な
）
数
字
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「慢
性
的
な
英
語
ブ
ー
ム
」
は
、
今
や
テ
ス
ト
と
テ
ス
ト
対

策
が
主
戦
場
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
定
か
で
は
な
く
、
果

た
し
て
人
々
が
ほ
ん
と
う
に

「
英
語
熱
」
を
持

つ
て
い
る
の
か
は
明
瞭
で
は

な
い
。
以
前
の
ブ
ー
ム
と
同
じ
で
、
ぁ
ぇ
て
ブ
ー
ム
を
話
題
に
し

「
日
本
は

５
７
４
点
で
３１
位
」
と
い
つ
た
数
字
を
煽
り
文
句
と
し
て
使
い
な
が
ら
、
逆

に
ブ
ー
ム
を
支
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
テ
ス
ト
業
者
や
テ
ス
ト
対
策
業
者
に

は
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
市
場
の
巨
大
化
に
目
を
つ
け
た
業
者
の
参
入
も
あ

る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
者
は
自
分
た
ち
の
テ
ス
ト
が
い
か
に
受
検
者
に
と

つ
て
有
用
か
を
競

つ
て
宣
伝
す
る
必
要
も
あ
る
。
他
科
目
の
テ
ス
ト
が
今
の

と
こ
ろ
そ
こ
ま
で
商
業
化
が
進
ん
で
い
な
い
だ
け
に
、
英
語
に
限

っ
た
こ
う

し
た
状
況
は
か
な
り
異
様
に
見
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
テ
ス
ト

の
マ
ｌ
ヶ
ッ
ト
化
か
ら
生
ま
れ
る

「
テ
ス
ト
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
英
語
特
有
の
事
情
が
、
英
語
習
得
の
あ
り
方
に
ま
で
負
の
影
響
を
及

ぼ
し
う
る
こ
と
に
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
こ
う
し
た
歪

ん
だ
テ
ス
ト
信
仰
や

「実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ｌ
シ
ョ
ン
」

へ
の
妄
執
の
弊
害

に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。

テ
ス
ト
信
仰
の
迷
走

ま
ず
テ
ス
ト
信
仰
に
つ
い
て
考
え
る
。
冒
頭
部
で
と
り
あ
げ
た
ょ
ぅ
な
学

生

の
反
応

の
背
後
に
は

「
テ
ス
ト
さ
ぇ
受
け
れ
ば
、
オ
レ
／

ア
タ
シ
の
英
語

は
何
と
か
な
る
」
と

い
う
無
根
拠
な
テ
ス
ト
信
仰
が
見
え
隠
れ
す
る
。
そ
う

し
た
信
仰
を
生
み
出
し
た
の
は
、
テ
ス
ト
ブ
ー
ム
を
支
え
る
べ
く
社
会

に
流

布
さ
れ
て
き
た

「受
検
者
○
○
○
万
人
１
」
と
か

「
日
本
人
の
平
均
点
は
世

界
○
○
位
」
と
い
つ
た
言
説
で
あ
る
。
こ
う
し
た
過
剰
な
テ
ス
ト
ヘ
の
視
線

は
、
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
「適
切
な
テ
ス
ト
を
受
け
て
診
断
す
る
方
が
い
い
」
「適

切
な
テ
ス
ト
を
受
け
れ
ば
学
力
が
あ
が
る
」
と
い
ぅ
ょ
ぅ
な

（よ
く
考
え
て

み
る
と
明
ら
か
に
奇
妙
な
）
誤
解

へ
と
つ
な
が
り
う
る
。
民
間
試
験
の
活
用

を
主
導
し
た
下
村
博
文
元
文
部
科
学
大
臣
は
こ
う
し
た
誤
解
を
助
長
す
る
の

に
多
大
の
力
を
注
い
だ
人
物
の

一
人
で
あ
る
。
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で

下
村
は
、
自
分
の
功
績
の
中
で
も
も

つ
と
も
大
き
な
も
の
が
セ
ン
タ
ー
試
験

を
廃
止
し
た
こ
と
だ
、
と
誇
ら
し
げ
に
語

つ
た
う
え
で
、
以
下
の
よ
う
に
説

明
を
加
え
る
３

。

下
村
　
私
が
文
部
科
学
省
の
大
臣
に
在
任
し
た
２
年
１０
カ
月
の
間
に
、

６７

項
目
の
「
同
時
改
革
行
程
表
」
を
つ
く
っ
て
進
め
ま
し
た
。
そ
の

一
つ
が
、

高
大
接
続

・
入
学
試
験
改
革
で
し
た
。

セ
ン
タ
ー
試
験
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

与
え
ら
れ
た
選
択
肢
か
ら
答
え
を

一
つ
選
ぶ
と
ぃ
ぅ
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方

式
で
、
暗
記
し
て
い
る
こ
と
を
正
確
に
出
せ
る
か
を
問
う
試
験
で
す
。
そ

れ
は
近
代
工
業
化
社
会
で
は
必
要
と
な
る
能
力
で
す
が
、
今
、
世
の
中
は

情
報
化
社
会
に
移

っ
て
い
る
。

下
村
は
こ
の
よ
う
に
言
う
が
、
実
際
に
は
セ
ン
タ
ー
試
験
の
後
継
と
な
っ

た
共
通
テ
ス
ト
で
も
同
じ
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
し
、
民

間
試
験
で
も
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
は
利
用
さ
れ
る
。
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
と

暗
記
と
が
直
結
す
る
と
い
う
指
摘
も
誤
り
だ
。
下
村
が
そ
も
そ
も
セ
ン
タ
ー

試
験
の
問
題
を

一
度
で
も
見
た
こ
と
が
あ
る
の
か
？
と
い
う
疑
念
も
払
拭
で

き
な
い
わ
け
だ
が
、
氏
は
さ
ら
に
進
ん
で

「精
神
的
な
も
の
」
や

「
人
間
的

な
感
性
」
が
現
代
社
会
で
い
か
に
大
事
か
を
強
調
し
、
「大
学
入
学
試
験
で

は
そ
れ
は
間
わ
れ
な
い
」
、
だ
か
ら

「
入
学
試
験
改
革
」
を
す
る
の
だ
と
い

つ
た
驚
く
べ
き
主
張
を
展
開
す
る
。

た
と
え
ば
サ
ツ
カ
ー
日
本
代
表
キ
ヤ
プ
テ
ン
の
長
谷
部
誠
選
手
は

『心

を
整
え
る
。』
と
い
ぅ
本
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
身
体
を
鍛
え
る
だ
け
で

な
く
、
精
神
的
な
も
の
を
す
ご
く
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
が

一
流
選
手
と

し
て
の
要
素
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
。

ロ
ボ
ツ
ト
的
に
適
切
で
あ
る
か
と
い
ぅ
ょ
り
は
、
人
間
的
な
感
性
で
す

よ
ね
。
す
で
に
そ
う
い
う
時
代
に
世
の
中
は
移

つ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

と
こ
ろ
が
大
学
入
学
試
験
で
は
そ
れ
は
間
わ
れ
な
い
。
っ
ま
り
教
育
の
什

組
み
が
遅
れ
て
い
る
。
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
た
改
革
が
、
高
大
接
続

・

入
学
試
験
改
革
で
す
。

下
村
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る

「精
神
的
な
も
の
」
や

「人
間
的

な
感
性
」
を
実
現
す
る
の
が
英
語
民
間
試
験
の
活
用
や
記
述
式
の
導
入
だ
レ

―

―

―

」

Ｌ


