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二
［
二
〇
〇
七
年
度
本
試
験

第
１
問
］
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１

創
作
が
き
わ
だ
っ
て
個
性
的
な
作
者
、
天
才
の
い
と
な
み
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
い
と
な
み
の
結
実
で
あ
る
作

品
も
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
、
唯
一
・
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
近
代
に
お
い
て
確
立
し
、
現
代
に
ま
で
う

け
つ
が
れ
て
い
る
a

ツ
ウ
ネ
ン
と
い
っ
て
い
い
。
一
方
、
こ
の
い
と
な
み
と
作
品
の
す
べ
て
が
、
芸
術
と
い
う
独
自
の
、
自
律

的
な
文
化
領
域
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
常
識
だ
ろ
う
。
か
け
が
え
の
な
い
個

5

性
的
な
い
と
な
み
と
作
品
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
つ
つ
み
こ
む
自
律
的
な
─
─
固
有
の
法
則
に
よ
っ
て
完
全
に
b

ト
ウ
ギ
ョ
さ
れ

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

た
─
─
領
域
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
ふ
た
つ
の
あ
い
だ
に
は
、
単
純
な
連
続
的
関
係
は
成
立
し
が
た
い
、
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
対
立
す
る
、
あ
る
い
は
あ
い
矛
盾
す
る
関
係
の
み
が
あ
る
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
近
代
的
な

芸
術
理
解
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
対
立
し
矛
盾
す
る
─
─
個
と
全
体
と
い
う
─
─
項
を
媒
介
し
、
連
続
的
な
関
係
に

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
集
合
体
（l'ensem

ble

）
を
想
定
す
る
こ
と
が
、
不
可
欠
の
操
作
で
あ
っ

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

10

た
。

ア
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
近
代
の
美
学
あ
る
い
は
芸
術
哲
学
の
も
っ
と
も
主
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
も
、
む
し

ろ
当
然
だ
ろ
う
。
個
別
的
な
い
と
な
み
や
作
品
と
全
体
的
な
領
域
の
あ
い
だ
に
、
多
様
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
集
合
（
ジ
ャ
ン
ル
）
を

介
在
さ
せ
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
あ
い
だ
に
、
一
定
の
法
則
的
な
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
は
、

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
（
体
系
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ex
1近

代
の
美
学
に
お
い
て
、「
芸
術
の
体
系
」
が

さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
た
の
も
、
こ
れ
ま
た
当
然
で
あ
っ
た
。

15

２

ジ
ャ
ン
ル
は
、
個
々
の
作
品
か
ら
な
る
集
合
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
々
の
作
品
を
そ
の
な
か
に
包
摂
し
、
規
定
す
る
全
体

◎

◎

と
し
て
の
性
質
を
も
も
つ
。
個
々
の
作
品
は
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
明
確
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
芸
術
と
い
う

◎

◎

◎

◎

自
律
的
な
領
域
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
領
域
の
自
律
性
こ
そ
が
、
芸
術
に
特
有
の
価
値
（
文
化
価
値
）
の
根
拠

◎

◎

で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
ジ
ャ
ン
ル
へ
の
所
属
は
、
作
品
の
価
値
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル

◎

◎

へ
の
所
属
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
所
属
し
な
が
ら
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
の
規
定
に
そ
ぐ
わ
な
い

あ
い
ま
い

20

こ
と
─
─
ジ
ャ
ン
ル
の
特
質
を
十
分
に
具
体
化
し
え
て
い
な
い
こ
と
─
─
、
そ
れ
は
、
と
も
に
作
品
の
価
値
を
お
と
し
め
る
も
の

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

と
し
て
、
き
び
し
く
い
ま
し
め
ら
れ
て
い
た
。

３

近
代
か
ら
区
別
さ
れ
た
現
代
と
い
う
時
代
の
特
徴
と
し
て

ex
2し

ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
あ
ら
ゆ
る
基
準
枠
な
い
し
価

値
基
準
の
、
ゆ
ら
ぎ
な
い
し
消
滅
が
あ
る
。
芸
術
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

イ
か
つ
て
は
、

ex
3芸

術
の
本
質
的
な
特
徴
と
し

て
、
そ
の
領
域
の
自
律
性
と
完
結
性
が
あ
げ
ら
れ
、
と
く
に
日
常
的
な
世
界
と
の
距
離
な
い
し
差
異
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
お

25

お
か
っ
た
。
し
か
し
現
在
、
た
と
え
ば

ex
4機

械
的
な
媒
体
を
と
お
し
て
大
量
に
c

ル
フ
す
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
の
た
め
に
、
そ
の

距
離
や
差
異
は
解
消
の
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
─
─
芸
術
の
日
常
化
、
あ
る
い
は
日
常
の
芸
術
化
と
い
う
現
象
─
─
。
芸
術

の
全
体
領
域
そ
の
も
の
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
に
想
定
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
あ
い
だ
の
差
異
も
、
解
消

し
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
い
ま
の
芸
術
状
況
を
み
れ
ば
、
か
つ
て
の
よ
う
な
厳
密
な
ジ
ャ
ン
ル
区
分
が
意
味
を

失
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ち
い
ち
例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
理
論
の
面
で
も
、
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
論
や
芸
術

○

○

○

○

30

体
系
論
が
以
前
ほ
ど
試
み
ら
れ
な
い
の
も
、
む
し
ろ
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
す
べ
て
の
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル
の
ジ
ャ

ン
ル
が
、
そ
の
意
味
（
意
義
）
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
無
数
の
作
品
が
、
お
た
が
い
に
ま
っ
た
く
無
関
係
に
並
存
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
集
合
を
か
た
ち
づ
く
り
な
が
ら
、
い
ま
な
お
共
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ex
5
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コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
の
演
奏
を
中
止
し
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
あ
る
い
は
レ
コ
ー
ド
と
い
う
媒
体
を
介
在
さ
せ
て
、
自

分
と
聴
衆
の
直
接
的
な
関
係
を
否
定
し
た
と
し
て
も
─
─
聴
衆
に
た
い
し
て
、
自
分
を
「
不
在
」
に
転
じ
た
と
し
て
も
─
─
、
グ
レ

35

ン
・
グ
ー
ル
ド
（Glenn

Gould,1932-82

）
を
、
ひ
と
は
す
ぐ
れ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
（
音
楽
家
）
と
よ
ぶ
の
だ
し
、

ex
6デ

ュ
シ
ャ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ン
（M

arcelDucham
ps,1887-1968

）
の
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
の
お
お
く
は
、
い
ま
美
術
館
に
保
存
さ
れ
、
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
変
わ

ヽ

ヽ

っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
集
合
の
在
り
方
で
あ
り
、
集
合
相
互
の
関
係
と
そ
れ
を
支
配
す
る
法
則
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ex
7プ

ラ

◎

◎

◎

◎

◎

ト
ン
に
端
を
発
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
ド
イ
ツ
観
念
論
美
学
で
そ
の
頂
点
に
達
し
た
感
の
あ
る
芸
術
の
分
類
、
超
越
的
な
い
し
絶

対
的
な
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
い
わ
ば
「
う
え
か
ら
」（von

oben

）
芸
術
を
分
類
し
、
ジ
ャ
ン
ル
の
あ
い
だ
に
一
定
の
序
列

40

を
も
う
け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
す
く
な
く
と
も
現
在
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
芸
術
現
象
に
関
し
て
は
、
そ
の
意
義
を
ほ
ぼ
失
っ

た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、「
分
類
」
は
近
代
と
い
う
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
論

○

○

的
な
い
と
な
み
が
、
個
別
的
、
具
体
的
な
現
象
に
埋
没
せ
ず
に
、
あ
る
普
遍
的
な
法
則
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、「
分

〇

〇

◎

◎

◎

類
」
は
─
─
む
し
ろ
、「
区
分
」
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
─
─

ウ
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
（
操
作
）
の

は
ず
で
あ
る
。

45

４

解
説
書
風
の
き
ま
り
文
句
を
使
っ
て
い
え
ば
、
グ
ー
ル
ド
も
デ
ュ
シ
ャ
ン
も
、
と
も
に
「
近
代
の
枠
組
を
こ
え
よ
う
と
す

る
尖
鋭
な
い
と
な
み
」
と
い
う
点
で
、
同
類
─
─
同
じ
類
（
集
合
）
に
区
分
さ
れ
る
─
─
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
に
も
か
か

せ
ん
え
い

○

○

○

○

○

わ
ら
ず
、
グ
ー
ル
ド
が
音
楽
家
で
あ
り
、
デ
ュ
シ
ャ
ン
が
美
術
家
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
ひ
と
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
演
奏
す
る
グ

ー
ル
ド
の
姿
を
ヴ
ィ
デ
オ
・
デ
ィ
ス
ク
で
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
─
─
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
グ
ー
ル
ド
の
理
解
に
と
っ
て
は
、

そ
の
根
本
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
だ
が
─
─
、
そ
れ
と
と
も
に
、
録
音
・
再
生
さ
れ
た
彼
の
「
音
」
を
聞
か
な
け
れ
ば
、
彼
特

◎

◎

◎

◎

50

有
の
い
と
な
み
に
ふ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ex
8モ

ニ
タ
ー
の
画
面
を
消
し
て
、
音
だ
け
に
聞
き
い
る
と
き
、
い
く

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ぶ
ん
か
グ
ー
ル
ド
の
意
図
か
ら
は
は
な
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
い
と
な
み
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。「
聞
く
」

と
い
う
行
為
、
あ
る
い
は
「
聴
覚
的
」
な
性
質
を
、
彼
の
い
と
な
み
と
そ
の
結
果
（
作
品
）
の
根
本
と
見
な
す
か
ら
こ
そ
、
た

◎

◎

◎

◎

め
ら
わ
ず
彼
を
音
楽
家
に
分
類
す
る
の
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、「
見
る
」
と
い
う
行
為
と
「
視
覚
的
」
な
性
質
が
、

ex
9デ

ュ
シ

◎

◎

ャ
ン
を
美
術
家
に
分
類
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。
社
会
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
思
想
的
な
枠
組
が
い
か
に
変
動
し
た
と
し

◎

◎

◎

55

て
も
、「
感
性
」
に
も
と
づ
き
、「
感
性
」
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
い
と
な
み
が
─
─
そ
れ
を
芸
術
と
名

づ
け
る
か
ど
う
か
に
は
か
か
わ
り
な
く
─
─
ひ
と
つ
の
文
化
領
域
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の

領
域
が
、

エ
「
感
性
」
の
基
礎
と
な
る
「
感
覚
」
の
領
域
に
し
た
が
っ
て
区
分
さ
れ
る
の
も
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
に
ち

○

○

が
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
「
色
彩
」
と
い
う
視
覚
的
性
質
で
あ
っ
て
も
、
も
ち
い
る
画
材
─
─
油
絵
具
、
泥
絵
具
、
水
彩

絵
具
な
ど
─
─
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
─
─
は
っ
き
り
と
識
別
で
き
る
─
─
ち
が
い
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。「
色
彩
」
と
い
う
感

60

覚
的
性
質
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
領
域
─
─
絵
画
─
─
の
内
部
に
、

ex
10使

用
す
る
画
材
に
よ
る
領
域
─
─
油
絵
、
水
彩
画
な
ど

─
─
を
さ
ら
に
区
分
す
る
こ
と
に
は
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。「
感
覚
的
性
質
」
と
、
そ
れ
を
支
え
る
物
質
─
─
「
材
料
」（la

◎

◎

m
atière,

the
m
aterial

）
─
─
を
基
準
と
す
る
芸
術
の
分
類
は
、
芸
術
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
性
質
に
も
と
づ
い
た
、

○

○

○

そ
の
意
味
で
、
時
と
場
所
の
制
約
を
こ
え
た
、
普
遍
的
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間
の
感
覚
は
、
時
と
場
所

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

に
し
た
が
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
変
化
を
示
す
も
の
だ
し
、
技
術
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
新
し
い
「
材
料
」
が
出
現
す
る
こ
と
も

65

あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
分
類
を
固
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
普
遍
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
歴

◎

◎

◎

○

○

○

○

○

○
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史
の
な
か
で
微
妙
な
変
動
を
み
せ
る
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
は
、
芸
術
の
理
論
的
研
究
と
歴
史
的
研
究
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
重

要
な
意
義
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
乖
離
し
が
ち
で
あ
っ
た
理
論
と
歴
史
的
研
究
を
、
新
た

か
い
り

な
d

ユ
ウ
ワ
に
も
た
ら
す
手
が
か
り
を
、
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
す
ら
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
個
別
的
な
作
家
や
作
品
は
、

実
証
的
な
歴
史
的
研
究
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
し
、
本
質
的
な
い
し
普
遍
的
な
性
質
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
理
論
的
探
究
の
対

70

象
だ
が
、
個
別
と
普
遍
を
媒
介
す
る
─
─
個
別
か
ら
な
り
、
個
別
を
包
摂
す
る
─
─
集
合
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ル
の
把
握
に
は
、

○

○

オ
厳
密
な
理
論
的
態
度
と
と
も
に
、
微
妙
な
変
化
を
識
別
す
る
鋭
敏
な
歴
史
的
な
ま
な
ざ
し
が
要
請
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

◎

◎

◎

い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
代
的
な
ジ
ャ
ン
ル
区
分
に
固
執
し
て
、
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現
象
を
e

ハ
イ
ジ
ョ
す
る
こ
と
が
誤
り
で
あ

る
よ
う
に
、
分
類
の
近
代
性
ゆ
え
に
、
ジ
ャ
ン
ル
研
究
の
現
在
に
お
け
る
意
義
を
否
定
し
さ
る
こ
と
も
ま
ち
が
い
だ
ろ
う
。

（
浅
沼
圭
司
『
読
書
に
つ
い
て
』）

○
グ
レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
─
─
カ
ナ
ダ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
。
実
験
的
な
手
法
で
注
目
さ
れ
た
が
、
一
九
六
四
年
以
後
コ
ン
サ
ー
ト
活
動
を
止
め
、

複
製
媒
体
の
み
の
表
現
活
動
を
行
っ
た
。

○
デ
ュ
シ
ャ
ン
─
─
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
。
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
家
。「
美
術
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
、
多
く
の
前
衛
的

作
品
を
発
表
し
た
。

問
１

「
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
近
代
の
美
学
あ
る
い
は
芸
術
哲
学
の
も
っ
と
も
主
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
も
、
む

し
ろ
当
然
だ
ろ
う
」（
傍
線
部
ア
）
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。

◎

◎

問
２
「
か
つ
て
は
、
芸
術
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
、
そ
の
領
域
の
自
律
性
と
完
結
性
が
あ
げ
ら
れ
」（
傍
線
部
イ
）
と
あ
る

が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
３
「
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
（
操
作
）
の
は
ず
で
あ
る
」（
傍
線
部
ウ
）
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

◎

◎

問
４

「『
感
性
』
の
基
礎
と
な
る
『
感
覚
』
の
領
域
に
し
た
が
っ
て
区
分
さ
れ
る
」（
傍
線
部
エ
）
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ

○

○

と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
５

「
厳
密
な
理
論
的
態
度
と
と
も
に
、
微
妙
な
変
化
を
識
別
す
る
鋭
敏
な
歴
史
的
な
ま
な
ざ
し
が
要
請
さ
れ
る
」（
傍
線
部

オ
）
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
全
体
の
論
旨
に
即
し
て
一
〇
〇
字
以
上
一
二
〇
字
以
内
で
述
べ
よ
。（
句
読
点
も

◎

◎

一
字
と
し
て
数
え
る
。
な
お
、
採
点
に
お
い
て
は
、
表
記
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
。）

問
６

傍
線
部
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
に
相
当
す
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

ａ

ツ
ウ
ネ
ン

ｂ

ト
ウ
ギ
ョ

ｃ

ル
フ

ｄ

ユ
ウ
ワ

ｅ

ハ
イ
ジ
ョ
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【
全
体
的
な
戦
略
】

わ
り
と
込
み
入
っ
た
理
屈
の
あ
と
に
、
な
ぜ
新
旧
の
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
る
の
か
？

最
初
に
述
べ
あ
げ
た
理
屈
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
う
オ
チ
を
付
け
る
の
か
？

→

本
文
は
、「
理
屈
を
現
代
の
視
点
で
受
け
継
ぐ
文
章
」（
∵
問
５
設
問
、

８

９
や

）

ex

ex

ex
10

｜｜

「
筆
者
の
現
代
の
視
点
」

＋
「
冒
頭
の
理
屈
を
再
評
価
す
る
ポ
イ
ン
ト
」

を
先
読
み
す
る

｜｜

｜｜

【
解
答
す
る
さ
い
の
〝
難
所
〟
】
…

焦
っ
て
問
１
を
解
く
と
、
全
体
の
解
答
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
る

問
１

ジ
ャ
ン
ル
の
〝
近
代
に
お
け
る
〟
重
要
性

←
→

問
５

現
代
の
作
品
と
普
遍
を
媒
介
す
る
「
集
合
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ル
」

…

時
と
場
所
の
変
化
、
技
術
の
展
開
の
た
め
、
分
類
が
固
定
で
き
な
い

［
論
点
ま
と
め
］

∥

１
段
落
（
法
則
性
が
、
個
々
の
作
品
を
全
体
に
体
系
づ
け
る
）

…

問
３

芸
術
理
論
が
求
め
続
け
る
「
分
類
」「
区
分
」
の
た
め
の
法
則
性

＝
問
４

芸
術
行
為
と
作
品
の
根
本
に
認
め
ら
れ
る
普
遍
的
な
性
質

〝
と
同
時
に

〟

↕

（
技
術
依
存
の
現
代
芸
術
を
ど
う
扱
う
か
）

２
段
落
（
ジ
ャ
ン
ル
所
属
に
よ
っ
て
作
品
に
価
値
が
生
じ
る
）

…

問
２

ジ
ャ
ン
ル
に
か
つ
て
「
上
か
ら
」
規
定
さ
れ
て
き
た
絶
対
性

（
信
仰
や
権
力
が
、
人
為
的
に
作
品
に
与
え
て
い
た
普
遍
的
な
性
質

論
拠
が
混
み
合
う
＝
理
屈
っ
ぽ
い
時
こ
そ
、
文
章
全
体
で
論
拠
が
ど
ん
な
伏
線
・
継
承
関
係
を
持
つ
か
知
る
こ
と
が
大
事

最
終
段
落
「
芸
術
活
動
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
現
象
」

＝

２
（「
現
代
」
の
特
徴
「
日
常
の
芸
術
化
」）

exが
、
芸
術
面
で
現
れ
た
も
の

｜｜

４
（
媒
体
に
よ
る
複
製
の
流
通
）
と
、
そ
れ
に
乗

ex

じ
る
芸
術
家

「
記
録
媒
体
」
の
み
の
音
楽
家
グ
ー
ル
ド

「
既
製
の
工
業
製
品
」
を
飾
る
美
術
家
デ
ュ
シ
ャ
ン

※

彼
ら
は
「
な
ん
ら
か
の
集
合
」
を
今
な
お
形
成

し
つ
つ
共
存

↑

「
感
性
」「
感
覚
」
を
満
足
さ
せ
る
行
為
や
性
質
を
第

一
の
目
的
と
す
る
現
代
の
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
は
、

５

８
グ
ー
ル
ド
や

６

９
デ
ュ
シ
ャ
ン
を
「
た

ex

ex

ex

ex

め
ら
わ
ず
」
芸
術
家
に
分
類
す
る

芸
術
哲
学
の
主
要
問
題
「
ジ
ャ
ン
ル
研
究
」
は
、

現
在
に
お
い
て
も
理
論
的
意
義
が
あ
る

∵

↑

ジ
ャ
ン
ル
の
「
在
り
方
」「
相
互
関
係
」
は
変
化
し
た

も
の
の
、
ジ
ャ
ン
ル
が
「
普
遍
的
な
法
則
」
と
し
て

機
能
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い

［
近
代
］

美
学
・
観
念
論
哲
学
な
ど
、
観
念
上
の
原
理

（
超
越
者
の
存
在
な
ど
）
を
絶
対
視
し
、
そ
れ
を

普
遍
性
・
本
質
と
し
て
「
う
え
か
ら
」
規
定

↓

［
現
代
］

感
性
→
感
覚
→
材
質

芸
術
活
動
自
体
の

基
本
的
性
質
に
も
と
づ
く
普
遍
性
の
規
定

ジ
ャ
ン
ル
の
機
能

（
は
た
ら
き
・
位
置
づ
け
）
は
健
在
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問
１
「
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
が
、
近
代
の
美
学
あ
る
い
は
芸
術
哲
学
の
も
っ
と
も
主
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
も
、

む
し
ろ
当
然
だ
ろ
う
」（
傍
線
部
ア
）
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。

Ｋ

唯
一
無
二
の
作
品
を
芸
術
と
い
う
全
体
の
中
で
価
値
づ
け
、
芸
術
を
一
つ
の
全
体
的
体
系
と
す
る
た
め
に
は
、

個
と
全
体
と
を
媒
介
す
る
ジ
ャ
ン
ル
が
必
要
だ
か
ら
。

○
傍
線
部
ア
を
述
べ
る
１
段
落
「
と
同
時
に
」
２
段
落
の
論
拠
も
並
列
的
に
述
べ
て
い
る

〇
解
答
の
論
拠
の
流
れ
全
体
を
守
る
た
め
に
潔
く
割
り
切
り
、
１
、
２
段
落
の
論
理
そ
れ
ぞ
れ
に
省
略
を
入
れ
て
い
る

△
大
き
な
目
で
見
る
と
１
、
２
段
落
の
要
約
に
過
ぎ
ず
、
本
文
論
旨
「
現
代
芸
術
と
の
対
比
」
か
ら
説
明
し
て
は
い
な
い

△
１
、
２
段
落
の
論
拠
の
構
成
を
省
略
す
る
な
か
で
、
３
段
落
の

７

と
の
関
連
が
捨
象
さ
れ
て
い
る

「
プ
ラ
ト
ン
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
う
え
か
ら
』
分
類
」

ex

Ｓ

個
を
普
遍
へ
と
媒
介
す
る
ジ
ャ
ン
ル
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
作
品
は
個
性
を
保
持
し
つ
つ
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
に

連
続
化
さ
れ
る
か
ら
。

△
傍
線
部
ア
を
述
べ
る
１
段
落
の
論
拠
の
説
明
で
（
お
そ
ら
く
＊
意
図
的
に
）
踏
み
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
２
段
落
「
芸
術

領
域
の
も
つ
特
有
の
文
化
価
値
」
に
触
れ
て
い
な
い

＝

７

と
の
関
連
が
全
く
見
え
て
い
な
い

「
プ
ラ
ト
ン
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
う
え
か
ら
』
分
類
」

ex

△
大
き
な
目
で
見
る
と
１
、
２
段
落
の
要
約
に
過
ぎ
ず
、
本
文
論
旨
「
現
代
芸
術
と
の
対
比
」
か
ら
説
明
し
て
は
い
な
い

７
「
プ
ラ
ト
ン
・
ヘ
ー
ゲ
ル
の

『
う
え
か
ら
』
分
類
」

ex＝

３
段
落

７
「
ジ
ャ
ン
ル
を
『
う
え
か
ら
』
分
類
し
序
列
を
設
け
る
法
則
」
が
、
近
代
の
「
基
準
枠
」「
価
値
規
準
」
で
あ
っ
た

ex

＝

１
段
落
末
（
全
体
領
域
に
介
在
さ
せ
る
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
そ
れ
ぞ
れ
に
法
則
的
な
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
、［
芸
術
は

一
つ
の
シ
ス
テ
ム
・
体
系
と
な
る
］

＝

２
段
落
前
半
［
芸
術
と
い
う
自
立
的
な
領
域
の
自
立
性
］
こ
そ
が
、
芸
術
に
特
有
の
価
値
（
文
化
価
値
）
の
根
拠
で
も
あ
る

◎

◎

─
─

個
々
の
作
品
に
と
っ
て
の
、
か
つ
て
の
「
ジ
ャ
ン
ル
の
意
義
」

☆
標
準
解
答

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８

近
代
の
ジ
ャ
ン
ル
は
、
美
学
が
芸
術
に
自
律
し
た
価
値
の
体
系
を
与
え
る

近

代

思

想

が

日
常
の
世
界
か
ら
離
れ
た

完
結
性
独
自
性
の

シ
ス
テ
ム
：
全
体
性
を
規
定
す
る

べ
く
、
個
の
作
品
を
包
摂
し

序
列
に
規
定
す
る
た
め
の
絶
対
的
原
理
だ
か
ら
。

多
様
な
（
価
値
の
）
レ
ベ
ル
に
区
分
す
る

ａ

プ
ラ
ト
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
近
代
の
美
学
や
哲
学
に
お
い
て
原
理
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
１
点
）

ｂ

近
代
に
あ
っ
て
現
代
に
は
存
在
し
な
い
、
芸
術
と
日
常
世
界
と
の
距
離
な
い
し
差
異

─
─
独
自
性
・
自
律
性
・
完
結
性
・
非
日
常
性
・
超
越
性
・
絶
対
性
（
１
点
）

ｃ

個
々
の
作
品
と
全
体
の
芸
術
と
い
う
領
域
を
媒
介
し
、
連
続
的
な
関
係
に
ま
と
め
上
げ
る
（
２
点
）

ｄ

ジ
ャ
ン
ル
の
、
個
を
包
摂
し
規
定
す
る
自
律
的
で
価
値
の
あ
る
全
体
領
域
と
し
て
の
性
質
（
２
点
）


