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た
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
、
し
た
た
か
な
能
力
と
は
？
パ
リ
の
解
剖
学

者
た
ち
の
解
剖
学
の
実
態
と
そ
の
影
響
は
？
パ
リ
で
学
ん
だ
古
代
の

生
理
学
者
ガ
レ
ノ
ス
の
陰
と
陽
の
影
響
は
？
彼
が
パ
リ
を
去
り
、
ル

ー
ヴ
ァ
ン
を
経
て
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
に
迎
え
ら
れ
た
い
き
さ
つ
は
？
パ

ド
ヴ
ァ
で
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
が
自
分
の
手
で
解
剖
し
、
局
所
解
剖
的
な
思

想
と
系
統
解
剖
的
な
考
え
方
を
駆
使
し
、
今
ま
で
の
解
剖
学
者
と
は
質

量
と
も
に
ま
っ
た
く
異
な
る
多
く
の
新
知
見
を
発
見
し
、
大
著
「
フ
ァ

ブ
リ
カ
」
と
そ
の
要
約
と
も
い
わ
れ
る
「
エ
ピ
ト
メ
ー
」
を
生
ん
だ
い

き
さ
つ
は
？
革
命
的
と
い
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
害
の
優
れ
た
具
体
的
な

内
容
は
？
人
生
に
お
け
る
偶
然
と
必
要
の
か
ら
み
合
い
が
そ
の
将
来

に
与
え
る
影
響
の
不
可
思
議
と
は
？
わ
ず
か
五
年
で
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス

が
パ
ド
ヴ
ァ
を
去
っ
た
い
き
さ
つ
は
？
「
フ
ァ
ブ
リ
カ
」
が
後
世
に

与
え
た
大
き
な
影
響
は
？
そ
の
後
の
彼
の
数
奇
な
人
生
と
運
命
は
？

ス
ペ
イ
ン
の
皇
帝
の
侍
医
に
な
っ
た
り
、
パ
ド
ヴ
ァ
に
復
帰
し
よ
う
と

し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
真
相
は
？
解
剖
学
へ
の
消
え
失
せ
な
い
情
熱

と
一
五
五
五
年
に
「
フ
ァ
ブ
リ
カ
」
の
改
訂
版
を
出
し
た
い
き
さ
つ
と

そ
の
意
義
は
？
天
才
の
晩
年
は
？
等
々
。
尽
き
せ
ぬ
興
味
深
い
多

く
の
問
題
と
そ
の
な
り
ゆ
き
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ジ
の
本
文
と
そ
の

行
間
に
、
綿
密
に
調
査
し
た
史
実
に
基
づ
き
、
鋭
く
か
つ
緩
か
い
眼
で

生
き
生
き
と
描
か
れ
て
お
り
、
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
刺
激

し
、
緊
張
さ
せ
、
考
え
さ
せ
、
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
そ
し
て
人
間
と

は
？
学
問
と
は
？
独
創
性
と
は
？
学
問
の
進
歩
と
は
？
人
間

の
生
み
出
す
文
化
と
は
？
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
起
し
、
学
ば

せ
て
く
れ
る
人
生
の
書
と
も
い
え
よ
う
。

「
在
宅
死
の
時
代
Ｉ
近
代
日
本
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
ヶ
ァ
」

著
者
は
日
本
の
医
療
社
会
史
と
く
に
看
取
り
の
文
化
に
つ
い
て
造
詣

が
深
く
、
こ
の
分
野
の
立
派
な
著
書
を
多
数
執
筆
し
て
お
ら
れ
る
。
筆

者
は
医
師
で
あ
り
僧
侶
で
あ
る
と
い
う
関
係
か
ら
著
者
の
出
版
物
を
数

多
く
読
ん
で
い
る
が
、
こ
の
分
野
の
多
く
の
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分

を
科
学
的
に
説
き
明
か
さ
れ
る
努
力
に
対
し
て
心
か
ら
敬
服
し
て
い

ブ
（
》
Ｏ

今
回
筆
者
は
「
在
宅
死
の
時
代
」
と
い
う
意
欲
的
な
著
書
を
出
版
さ

れ
た
。
こ
れ
は
明
治
・
大
正
期
の
地
主
や
医
師
の
日
記
を
通
し
て
、
戦

前
に
お
け
る
看
取
り
文
化
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
戦
後

〔
エ
ル
ゼ
ビ
ァ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
ミ
ク
ス
社
、
港
区
東
麻
布
一
’
九
’
十

五
束
麻
布
１
丁
目
ビ
ル
、
電
話
○
三
’
三
五
八
九
’
五
二
九
○
、
二
○

○
一
年
四
月
、
Ｂ
五
判
、
六
三
七
頁
、
本
体
九
五
○
○
円
〕

こ
れ
を
要
す
る
に
、
こ
の
詳
細
な
ヴ
ェ
サ
リ
ウ
ス
の
伝
記
は
、
解
剖

学
史
、
医
学
史
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
人
類
の
未
来
に
輝
く

古
典
と
し
て
残
る
辞
書
的
な
専
門
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
の
生
き
た
教
養
書
で
あ
り
、
医
学
の
み
な
ら
ず
自
然
科

学
、
人
文
科
学
、
社
会
科
学
に
た
ず
さ
わ
る
多
く
の
人
た
ち
に
も
愛
読

し
て
ほ
し
い
と
強
く
希
望
す
る
。

（
藤
田
尚
男
）

新
村
拓
著
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の
社
会
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
第
一
部
「
看
取
り
の
文
化
」
の
十
章
お
よ
び
付
論
、
第
二
部

「
看
病
を
職
業
と
し
た
人
び
と
の
系
譜
」
の
六
章
お
よ
び
付
論
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
で
と
く
に
看
取
り
と
関
係
の
深
い
章
に
つ
い

て
要
点
を
紹
介
す
る
と
、
第
一
部
の
第
一
章
「
遠
ざ
か
る
死
」
で
は
、

今
日
死
に
対
す
る
意
識
が
薄
ら
い
だ
理
由
を
九
項
目
あ
げ
、
同
じ
部
の

第
二
章
「
地
主
の
日
記
に
み
る
死
の
看
取
り
」
で
は
、
葬
列
を
村
中
の

人
が
見
送
る
村
を
挙
げ
て
の
葬
儀
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
じ
部
の

第
八
章
「
看
取
り
に
お
け
る
終
末
期
の
認
識
と
ケ
ア
」
で
は
、
明
治
の

中
頃
ま
で
は
、
死
の
判
定
は
肉
体
の
崩
壊
に
よ
っ
て
蘇
生
の
可
能
性
が

全
く
失
わ
れ
、
長
い
時
間
の
経
過
を
経
て
、
社
会
に
公
認
さ
れ
る
形
で

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
死
の
私
化
へ
と
大
き
く
変
化
す
る
の
は
明
治

末
か
ら
大
正
の
初
め
で
あ
る
。
入
院
医
療
の
浸
透
、
農
村
か
ら
都
市
へ

の
人
口
移
動
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
増
加
な
ど
が
死
に
対
す
る
認
識
を
変

え
る
に
い
た
っ
た
と
記
し
、
同
じ
部
の
第
九
章
「
死
後
の
処
置
」
で
は
、

死
者
に
対
す
る
他
界
の
観
念
も
社
会
の
共
同
体
の
営
み
も
希
薄
に
な
っ

た
今
日
の
葬
儀
は
、
も
は
や
死
者
と
の
単
な
る
個
人
的
な
別
れ
に
す
ぎ

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
部
の
第
十
章

「
変
革
期
に
あ
る
現
代
医
療
」
で
は
、
現
在
は
死
を
迎
え
る
臨
床
の
場

は
、
医
師
・
看
護
婦
ら
専
門
家
の
リ
ー
ド
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
家
族

は
後
方
へ
と
退
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
患
者
の
死
は
大
き

な
不
安
と
な
っ
て
襲
い
、
家
族
は
孤
独
感
と
疎
外
感
に
支
配
さ
れ
て
い

る
と
記
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
章
の
な
か
で
、
と
く
に
筆
者
の
眼
に
と
ま
っ
た
章
は
、
ま

ず
第
一
部
第
一
章
「
遠
ざ
か
る
死
」
で
あ
る
。
著
者
は
本
章
に
お
い
て
、

現
在
は
お
お
か
た
の
者
は
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
死
ね
る
良
い
時
代
と
な

イ
タ

っ
た
の
で
、
死
を
悼
む
気
持
が
薄
ら
い
て
い
る
と
述
べ
、
そ
の
理
由
と

し
て
平
均
寿
命
の
著
し
い
伸
び
、
高
齢
者
は
死
よ
り
生
き
て
い
く
不
安

が
よ
り
強
く
、
伝
統
的
な
宗
教
の
地
位
の
低
下
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
項
目
に
つ
い
て
検
討
す
る
べ
く
、
筆
者
の
関
係

し
て
い
る
某
寺
院
（
浄
土
宗
）
の
法
要
の
状
況
を
み
る
と
、
現
在
の
春

シ
ョ
ウ
ッ
キ
メ
イ

秋
の
彼
岸
、
盆
施
餓
鬼
の
法
要
で
の
参
詣
者
数
お
よ
び
先
祖
の
祥
月
命

ニ
チ日

の
法
要
の
数
は
、
二
十
年
前
に
比
較
し
て
約
一
倍
半
近
く
増
加
し
て

い
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
仏
教
は
祖
先
崇
拝
と
死
者
供
養
、
さ
ら
に
還

相
廻
向
（
死
ん
で
あ
の
世
に
行
っ
て
ま
た
帰
っ
て
く
る
こ
と
）
の
思
想

が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
容
易
に
了
解
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
実
態
を
み
る
と
「
遠
ざ
か
る
死
」
に
つ
い
て
の
著
者
の
見

解
は
一
考
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
第
九
章
「
死
後
の
処
置
」
に
つ
い

て
も
同
様
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
問
題
は
日
本
人
は
多
神

教
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
現
在
の
住
宅
は
広
さ
が
狭
く
、
さ
ら
に
仏
壇
や
神
棚
は
「
封

建
的
な
も
の
」
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
た
め
に
こ
れ
を
持
た
な
い
家
が
多

い
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
今
日
で
は
仏
壇
・
神
棚
を
封
建
的
な

も
の
と
考
え
て
い
る
人
は
極
め
て
少
な
く
、
仏
壇
・
神
棚
を
持
た
な
い

の
は
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
証
拠
に
現
代
的
な

簡
素
な
仏
壇
を
売
る
店
が
し
だ
い
に
現
れ
て
い
る
。

つ
い
で
第
十
章
で
は
、
在
宅
死
に
関
す
る
調
査
研
究
に
よ
れ
ば
、
訪

問
の
主
治
医
が
事
前
に
予
想
さ
れ
る
臨
終
の
状
況
や
ケ
ア
の
方
法
、
死
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『
東
と
西
の
医
療
文
化
」

日
本
に
あ
る
八
十
の
医
科
系
大
学
の
中
で
唯
一
の
医
史
学
研
究
講
座

を
専
任
教
官
と
し
て
主
宰
し
て
こ
ら
れ
た
順
天
堂
大
学
酒
井
シ
ヅ
教
授

の
御
退
任
を
期
し
、
吉
田
忠
・
深
瀬
泰
旦
両
氏
の
編
集
で
、
ま
と
め
あ

げ
ら
れ
た
記
念
論
文
集
で
あ
る
。

執
筆
者
の
選
定
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、

亡
時
の
連
絡
方
法
な
ど
に
関
し
て
家
族
に
十
分
な
説
明
を
し
て
い
れ

ば
、
家
族
だ
け
の
看
取
り
も
可
能
に
な
る
。
と
い
う
報
告
を
紹
介
し
て

い
る
が
、
筆
者
の
経
験
か
ら
み
る
と
、
こ
の
報
告
は
看
取
り
の
実
際
を

楽
観
し
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
。
看
取
り
の
実
際
に
熟
練
し
た
人
が
一
人

は
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
意
見
を
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
が
看
取
り
を
じ
っ
く
り
検
討
す
る
の
に
必
要
な
考
え
方

を
示
さ
れ
、
さ
ら
に
貴
重
な
資
料
を
数
多
く
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
努

力
に
た
い
し
、
心
か
ら
感
識
す
る
と
と
も
に
今
後
ま
す
ま
す
研
究
が
発

展
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
杉
田
暉
道
）

〔
法
政
大
学
出
版
局
、
千
代
田
区
九
段
北
三
’
二
’
七
、
電
話
○
三
’
五

一
二
四
’
五
五
四
○
、
二
○
○
一
年
四
月
二
十
五
日
、
Ａ
五
判
、
本
体

二
六
○
○
円
〕

吉
田
忠
・
深
瀬
泰
旦
編

十
八
名
の
学
究
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
と
す
る
領
域
に
お
い
て
、
西
洋
と
東

洋
の
医
療
を
文
化
史
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
意
識
し
て
寄
稿
さ
れ
た
質
の

高
い
好
論
文
集
で
あ
る
。

巻
頭
に
は
酒
井
シ
ヅ
教
授
の
「
医
史
学
と
私
」
の
小
文
が
据
え
ら
れ

て
い
る
。
「
私
と
医
史
学
」
「
医
史
学
会
と
私
」
の
二
章
に
分
け
て
医
史

学
者
と
し
て
努
力
に
努
力
を
重
ね
て
来
た
一
筋
の
道
の
歩
み
を
静
か
に

つ
つ
ま
し
く
語
っ
て
い
る
名
文
で
あ
る
。

脳
神
経
の
研
究
か
ら
医
史
学
研
究
に
転
身
す
る
に
あ
た
っ
て
、
小
川

鼎
三
先
生
と
い
う
傑
出
し
た
師
匠
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
仏

教
で
い
う
真
理
に
至
る
四
つ
の
階
段
の
第
一
歩
を
正
し
く
踏
ん
だ
と
い

シ
え
る
。

せ
つ
ど
ん
ぜ
ん
ち
し
き

仏
教
で
真
理
に
至
る
第
一
段
階
は
「
説
近
善
知
識
」
Ⅱ
正
し
い
師
に

し
ょ
う
も
ん
く
ん
じ
ゅ
う

に
よ

会
う
、
第
二
は
「
正
間
薫
習
」
Ⅱ
正
し
い
こ
と
を
聞
く
、
第
三
は
「
如

り
さ
く
い

理
作
意
」
Ⅱ
聞
い
た
こ
と
に
つ
い
て
自
か
ら
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
を

つ
う
だ
つ
し
ん
に
ょ

考
え
る
。
最
後
の
段
階
は
、
「
通
達
真
如
」
Ⅱ
根
元
的
な
こ
と
か
ら
考
え

て
自
己
開
発
を
客
観
的
に
考
え
、
真
理
を
発
見
す
る
。
酒
井
医
史
学
は

こ
の
道
を
た
ど
っ
た
。

小
川
先
生
亡
き
後
で
の
「
説
近
善
知
識
」
と
も
い
え
る
学
究
仲
間
で
、

同
志
と
も
な
っ
た
人
々
が
、
十
八
人
の
執
筆
者
で
あ
る
。
酒
井
シ
ヅ
教

授
に
と
っ
て
学
際
的
な
御
同
朋
、
御
同
行
で
あ
り
、
正
統
な
学
術
の
道

を
歩
ま
し
て
く
れ
た
協
同
研
究
者
た
ち
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
文
集
の
執
筆
者
は
多
岐
多
彩
で
あ
る
し
、
執

筆
テ
ー
マ
も
内
容
も
個
性
的
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
が
将
来
の
研
究

展
開
の
可
能
性
の
示
唆
に
富
む
も
の
が
多
い
。


