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実
技
に
入
る
前
に
・
そ
の
二

作
品
と
は

そ
も
そ
も
作
品
と
は
「
品
を
作
る
」
「
品
を
作
す
」
と
読

つ

く

な

み
下
せ
ま
す
か
ら
、
出
来
上
が
っ
た
も
の
に
は
、
品
が
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
品
に
は
上
と
下
と
あ
り
ま
す
の
で
、

当
然
上
の
品
を
作
り
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
も
し
下
で

も
い
い
と
言
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
書
は
学
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ぶ
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
書
を
学
ぶ
一
つ
の
見
方
と
し
て
は

「
品
性
を
高
め
る
こ
と
」
と
も
言
え
ま
す
が
、
実
際
に
品
の

高
い
作
品
を
見
か
け
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。

前
号
で
申
し
上
げ
ま
し
た
書
道
ガ
ー
ル
ズ
等
が
書
く
大
作
は
、

墨
を
飛
ば
し
て
足
や
紙
を
汚
し
た
り
し
ま
す
の
で
、
全
く
品

の
高
い
も
の
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
個
人
的
に
は
止
め
て
も
ら

い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
よ
く
「
書
は
心
画
な
り
」
と
か
、
「
心
正
し
け
れ
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ば
則
筆
正
し
」
と
か
、
あ
た
か
も
ら
し
き
こ
と
を
言
い
、

す
な
わ
ち

況
し
て
や
書
は
人
間
形
成
の
一
役
を
担
う
な
ど
と
言
う
方
も

まい
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
で
す
。

作
品
の
品
性
と
人
間
の
品
性
と
は
別
で
す
。
品
の
い
い
人

が
品
の
い
い
作
品
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
し
、

そ
の
逆
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
毛
筆
は
不

思
議
と
書
き
手
の
気
分
み
た
い
な
も
の
が
現
れ
ま
す
か
ら
、

粗
暴
な
人
が
品
の
い
い
作
品
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
よ

う
に
思
え
ま
す
。

こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す

が
、
現
在
の
書
道
界
を
見
ま
す
と
、
師
風
墨
守
一
辺
倒
の
傾

向
が
強
く
、
展
覧
会
を
見
て
も
指
導
者
の
お
手
本
そ
っ
く
り

さ
ん
（
自
戒
も
込
め
て
）
ば
か
り
で
す
。
で
す
か
ら
、
品
性

が
伴
っ
て
い
な
い
指
導
者
に
指
導
さ
れ
れ
ば
、
い
く
ら
習
い

手
に
品
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
品
の
い
い
作
品
は
期
待
で
き

ま
せ
ん
。

指
導
者
が
大
切

声
楽
を
習
い
た
い
時
、
民
謡
の
指
導
者
に
は
習
い
ま
せ
ん
。

歌
謡
曲
を
習
い
た
い
時
も
民
謡
の
指
導
者
に
は
習
い
ま
せ
ん
。

絵
画
を
習
お
う
と
す
る
方
は
、
日
本
画
か
洋
画
か
、
人
物
か

風
景
か
、
自
分
の
習
い
た
い
も
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
誰
に

師
事
し
た
ら
よ
い
か
よ
く
考
え
る
は
ず
で
す
。
お
腹
が
痛
い

時
、
外
科
医
に
診
て
も
ら
い
ま
す
か
、
歯
科
医
で
す
か
、
内

科
医
で
す
か
。
し
か
し
、
書
道
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

近
く
に
い
る
か
ら
、
有
名
な
人
だ
か
ら
、
肩
書
が
あ
る
か

ら
、
友
達
に
誘
わ
れ
た
か
ら
な
ど
と
あ
ま
り
深
く
考
え
ず
、

安
易
な
気
持
ち
で
師
事
し
て
い
る
方
は
多
い
は
ず
で
す
。

危
険
で
す
。
相
当
危
険
で
す
。
書
道
の
指
導
者
に
も
専
門
、

と
言
う
よ
り
も
得
意
分
野
（
本
当
は
専
門
と
言
い
た
い
）
が

あ
り
ま
す
か
ら
、
展
覧
会
な
ど
で
誰
が
ど
ん
な
作
品
を
発
表

し
て
い
る
か
、
自
分
の
眼
で
見
て
知
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

更
に
師
事
し
た
い
と
思
う
方
が
、
展
覧
会
至
上
主
義
か
ど
う

か
と
言
う
こ
と
を
、
よ
く
見
究
め
る
こ
と
で
す
。
こ
の
見
究

め
が
肝
心
で
、
先
々
、
多
く
の
方
が
悩
ん
で
い
る
こ
と
を
私

は
よ
～
く
知
っ
て
い
ま
す
。
活
字
に
出
来
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
尤
も
展
覧
会
で
入
選
・
入
賞
だ
け
を
望
む
方
は
別
で

す
が
…
。

た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
年
月
を
重
ね
る
う
ち
に
気
が
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つ
き
ま
す
。
気
が
つ
い
た
時
に
思
い
切
れ
ば
い
い
と
思
う
の

で
す
が
、
自
分
の
立
場
と
か
、
社
中
の
人
達
と
の
お
付
き
合

い
と
か
、
グ
ジ
グ
ジ
考
え
な
が
ら
、
結
局
は
ダ
ラ
ダ
ラ
と
続

け
て
い
る
人
が
多
い
現
実
で
す
。
最
近
、
ス
ポ
ー
ツ
界
で
体

罰
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
構
造
を
考
え
ま
す
と
、

書
道
界
も
同
様
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
習
い
ご
と
は
指
導

者
が
一
番
大
切
で
す
。

品
性
は
何
か
ら
学
ぶ
か

指
導
者
も
し
く
は
習
い
手
自
身
が
、
ど
う
い
う
も
の
が
上

の
品
な
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
上
に
な
る
の
か
、
そ
の
あ
た
り

が
解
ら
な
け
れ
ば
、
何
十
年
経
っ
て
も
上
の
作
品
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
私
自
身
が
十
分
解
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
そ
れ
も
怪
し
い
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
そ

う
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
制
作
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
が
大

切
で
す
。

そ
れ
に
は
「
先
ず
、
見
る
！

」
こ
と
で
す
。
あ
ら
ゆ
る

こ
と
は
、
物
を
見
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
か
ら
「
い
い
物

を
見
る
」
と
言
う
こ
と
で
す
。
何
が
い
い
物
か
と
言
う
と
、

や
は
り
古
典
と
な
る
わ
け
で
す
が
、
な
ぜ
古
典
は
い
い
の
か

と
言
い
ま
す
と
、
歴
史
が
あ
る
と
言
う
こ
と
で
す
。
歴
史
が

あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
多
く
の
人
達
の
眼
に
晒
さ

れ
、
そ
れ
に
耐
え
抜
い
て
遺
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
何
百
年

も
何
千
年
も
で
す
。
多
く
の
否
定
者
の
眼
や
声
に
も
耐
え
抜

い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
古
典
に
は
必
ず
す
ば
ら
し
い
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
。

※
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「
そ
の
ま
ま
書
は
学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と

い
う
こ
と
は
便
宜
上
で
、
書
を
学
ば
な
い
人
の
作
品
は
み

な
下
の
品
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

※
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２

「
書
者
心
畫
也
」
は
、
言
者
心
聲
也
（
言
は
心
聲

な
り
）
と
対
句
で
、
書
は
心
の
投
影
で
あ
る
の
意
。
前
漢

時
代
の
揚
雄
（
前
五
三
～
後
一
八

前
漢
の
学
者
・
文
人
、

よ

う

ゆ

う

字
を
子
雲
、
著
書
に
『
法
言
』
『
方
言
』
）
の
言
葉
。

※
注
３

「
心
正
則
筆
正
」
は
、
唐
の
柳
公
権
（
七
七
八
～

八
六
五
）
の
言
葉
で
、
も
と
も
と
は
政
治
に
よ
こ
し
ま
な

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
穆
宗
を
、
心
を
正
し
く
す
れ
ば
人
格
も

高
く
評
価
さ
れ
る
と
、
そ
れ
と
な
く
諫
め
た
言
葉
。
今
は

「
心
が
正
し
け
れ
ば
筆
使
い
も
正
し
く
な
る
」
と
解
釈
さ

れ
て
い
ま
す
。

※
注
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何
を
気
が
つ
く
か
と
言
い
ま
す
と
、
結
局
は
金
銭

に
係
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
す
が
、
物
的
証
拠
は
あ
り
ま
せ

ん
。


