
る
だ
け
で
は
内
輪
も
め
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
恩
恵
の
有
無
を
楯
に
心
性
を
癒
し
た

公
式
主
義
に
固
執
し
て
い
て
は
私
た
ち
が
ゆ
た
か
な
気
符
で
う
け
い
れ
る
生
き

た
文
芸
は
出
現
し
な
い
。
求
道
的
な
も
の
を
超
え
た
人
間
主
糞
的
な
l
I
m
念
に
お

い
て
私
た
ち
の
千
ネ
ル
ギ
1
を
享
受
で
き
る
道
を
夢
み
た
い
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
そ
う
し
た
希
望
は
政
治
や
思
想
が
外
か
ら
私
た
ち
を
規
制
す
る
こ
と
で

実
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
患
え
に
、
い
や
そ
れ
を
こ
え
て
…
元
値
が
新
し

い
意
識
を
開
発
し
、
私
た
ち
の
感
情
を
よ
り
高
次
に
生
か
し
収
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
道
の
ひ
ら
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

戦
後
、
文
芸
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
は
、
も
ち
ろ
ん
単
な
る
マ
ス
・
コ
ミ
時
代

の
は
か
な
い
流
行
で
は
な
く
、
与
れ
ら
の
底
を
新
文
芸
創
造
の
熱
意
が
つ
ら
ぬ

い
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

が
、
そ
の
変
化
の
細
部
を
検
討
し
、
カ
づ
よ
い
展
開
を
求
め
る
際
に
、
こ
こ

に
の
べ
た
巨
視
的
な
反
省
む
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上
は

む
し
ろ
自
戒
の
た
め
の
一
文
で
あ
る
。

（
昭
三
六
・
一
一
）
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l

日
々
の
生
活
で
、
わ
た
く
し
た
ち
が
、
説
明
的
文
巾
“
有
識
ん
だ
り
、
甘
い
た

り
す
る
機
会
は
相
当
に
多
い
。
例
え
は
、
新
開
・
描
告
に
は
、
小
説
・
随
麓
の

類
も
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
脱
明
的
文
革
の
数
の

多
さ
に
は
到
底
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
書
く
こ
と
に
な
る
と
、
小
説
の
類
を
古

く
と
い
う
の
は
、
極
め
て
一
部
の
人
々
の
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
説
明
文

を
容
く
と
い
う
こ
と
は
、
学
生
・
生
徒
を
は
じ
め
、
知
的
職
業
に
従
事
し
て
い

る
多
く
の
人
々
の
、
日
々
に
直
面
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
学
生

㍗
ポ
」
ト
に
、
漱
石
の
文
学
の
帝
色
を
響
い
た
り
、
中
世
日
本
語
の
音
韻

の
特
色
を
書
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
国
語
教
育
学
者
が
、
雑
誌
に
、
読
解
を
能

率
的
に
す
る
方
法
を
容
い
た
り
す
る
場
合
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
説
明
文
を
暫
く
に
あ
た
っ
て
、
説
明
と
は
一
体
ど

う
い
う
こ
と
な
の
か
、
説
明
す
る
と
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
な
の

か
、
そ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
基
本
的
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ

う
な
注
意
が
必
要
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
た
く
し
た
ち
ほ
ほ
と

ん
ど
何
も
知
っ
て
い
な
い
。
知
ら
な
い
ま
ま
で
説
明
文
を
書
い
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、
知
ら
な
い
で
も
、
天
与
の
才
能
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
長
い
修
練
に
上

？
て
、
自
然
と
り
っ
は
な
説
明
文
を
香
い
て
い
る
人
も
多
い
。
し
か
し
、
よ
り、

．
、
、
＼
し
　
て
　
M
L
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多
く
の
人
々
は
、
知
ら
な
い
た
め
に
、
不
鯨
な
、
欠
陥
の
多
い
説
睨
文
や
、
効

果
の
薄
い
説
明
文
を
誓
い
て
い
右
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
二
体
、
説
明
文
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
性
質
を
も

ち
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
説
明
に
は
ど
の
よ
う
な
方
法
が

あ
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
も
、
文
章
研
究

の
一
分
野
と
し
て
、
意
味
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

2

説
明
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

身
近
か
な
一
例
と
し
て
、
例
え
ば
漱
石
の
文
学
の
特
色
を
説
明
す
る
と
か
、

中
世
白
本
譜
の
音
韻
の
特
色
を
説
明
す
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と

か
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
す
何
よ
り
も
へ
漱
石
の
文
学
の
特
色
と
し
て

存
在
し
七
い
る
事
実
、
ま
た
は
中
世
日
本
語
の
音
韻
の
特
色
と
し
て
存
在
し
て

い
る
事
実
を
読
者
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
の
た
め
に
、
そ
う
い
う
文
章
を
書
く
か
と
言
え
ば
、
そ
の
事
実
に
つ
い

て
、
読
者
は
、
知
っ
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
漠
然
と
し
か
知
っ
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。
相
手
が
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
必
要

は
起
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
説
明
で
大
切
な
こ
と
は
、
ま
ず
そ
の
事
矢
が
真
実
で
あ
り
、
正
確

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
句
誤
っ
た
、
事
英
や
、
不
正
確
な
事
実
は
、
伝
達
す

る
に
価
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
相
手
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
事
実

に
つ
い
て
知
ら
な
い
相
手
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
受
相
手

は
、
そ
の
説
明
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
に
つ
い
・
て
知
ら
な
か
っ
た

も
と
玖
地
点
か
ら
、
知
る
と
い
う
新
し
い
地
点
へ
と
導
か
れ
、
引
き
あ
げ
ら
れ

る
の
一
で
あ
る
。
・

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
説
明
文
の
好
色
は
、
串
矢
を
読
者
に
伝
え
る
と
い

ぅ
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
特
色
は
他
の
琶
類
の
文
章
と
比
較
す

る
と
き
、
一
そ
う
明
際
と
な
る
。

説
明
文
と
も
っ
と
も
対
照
的
な
存
在
は
物
語
文
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
何
れ

も
事
実
を
述
べ
て
い
る
こ
と
は
共
通
で
あ
る
が
、
物
語
文
で
は
、
事
実
が
真
実

で
、
正
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
虚
構
で
あ

る
こ
と
を
本
質
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
と
よ
ば
れ
る
。
ま
た
、
甜
者

と
の
関
係
か
ら
言
え
は
、
事
実
に
つ
い
て
理
解
さ
せ
る
こ
と
よ
り
は
、
虚
構
の

事
実
に
よ
っ
て
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
知
的
理
解
よ
り
は
、

読
者
の
情
感
に
訴
え
る
こ
と
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

説
明
文
に
よ
く
似
て
い
る
も
の
に
説
得
文
が
あ
る
。
何
れ
も
、
述
べ
ら
れ
る

事
実
が
」
真
実
で
、
正
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
共
通
で
あ
る
。
た
ゞ
、

説
得
文
で
は
、
相
手
に
、
相
手
が
知
ら
な
い
事
実
を
知
ら
せ
、
理
解
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
事
実
に
つ
い
．
て
、
こ
ち
ら
と
違
う
考
え
を
も
っ

て
い
る
相
手
に
対
し
、
こ
ち
ら
と
同
じ
考
え
に
さ
せ
、
こ
ち
ら
の
望
む
行
動
を

起
さ
せ
る
よ
う
に
し
む
け
る
と
こ
ろ
に
目
的
が
あ
る
。

描
写
文
は
説
明
文
と
し
ば
し
ば
対
照
し
て
説
か
れ
る
。
両
者
の
違
い
は
同
じ

事
実
を
伝
え
る
に
し
て
も
、
描
写
文
は
、
訳
者
の
感
覚
に
訴
え
て
、
生
き
生
き

と
目
に
見
、
耳
に
聞
く
よ
う
に
書
く
こ
と
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
説
明
文
は
、
事
美
を
理
知
に
訴
え
て
、
正
確
に
伝
え
る
こ
と
を
主
と
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詰
竃
の
文
章
を
比
較
し
て
見
る
と
き
、
説
明
文
の
特
色
が
、
事

実
を
読
者
に
、
知
的
に
伝
え
て
、
理
解
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が

一
そ
う
は
っ
き
り
と
す
る
。

－　359－



3

事
実
を
知
的
に
伝
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
盛
男
に
つ
い
て
、

ど
う
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
な
の
か
。

事
実
の
知
的
な
伝
達
と
し
て
は
、
大
体
次
の
三
塩
類
の
も
の
が
補
木
的
に
考

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
日
で
あ
る
か

を
述
べ
た
も
の
で
あ
。
、
堕
一
は
、
事
実
に
つ
い
て
、
な
ぜ
で
も
“
宗
を
填
へ

た
も
の
で
あ
り
、
堕
二
は
、
串
美
が
如
何
に
あ
る
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
カ
ヌ
ー
と
は
何
か
、
サ
イ
・
バ
ネ
テ
ィ
ッ
〆
ス
と
は
日
か
、
輿
存
主

義
と
は
何
か
、
文
責
と
は
何
か
、
文
学
と
は
何
か
、
こ
と
ば
L
L
は
何
か
、
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
た
文
窪
は
第
一
の
も
の
で
あ
る
。

近
代
で
は
飾
り
た
て
た
文
窪
は
は
や
ら
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
m
山
は
な
ぜ

か
、
と
か
、
抽
象
画
が
近
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
か
い
う
よ
う

に
そ
の
理
由
を
述
．
へ
た
も
の
は
第
二
の
も
の
で
あ
る
。

文
章
に
は
ど
の
よ
う
な
和
甑
が
あ
る
か
、
文
箱
は
ど
の
よ
う
に
変
龍
し
た

か
、
二
段
沼
田
は
い
か
に
し
三
段
活
E
に
な
っ
た
か
、
な
ど
に
つ
い
て
述
べ

た
も
の
は
第
三
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
さ
ら
に
、
事
央
が
意
玩
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
．
へ
た
も
の
、
お
よ

び
、
如
何
に
す
べ
き
か
を
述
べ
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
生
描
記
録
文
を

習
く
こ
と
の
意
味
」
と
か
、
「
生
活
記
録
文
の
書
き
方
」
「
会
諺
の
し
か
た
」

姦
ど
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
第
二
、
第
三
の
頓
に
入

れ
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
一
応
別
の
類
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
0

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
事
実
を
知
的
に
述
べ
る
と
い
う
こ
と
の
内
容
と
し

て
ほ
、
五
つ
の
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

作
杵
廿
ト
㌣
も
ち
ろ
ん
、
胡
関
の
文
章
推
、
こ
五
ら
の
何
れ
か
一
票
だ
け
で
成
立
し
七

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
・
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
が
璧
口
し
て
、
一
編
の

説
明
的
な
文
責
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
方
が
多
い
の
．
で
あ
る
。

4

説
明
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
事
宍
を
知
的
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
な
ぜ
で
あ
る
か
、
い
か
に
あ
る

か
、
ど
う
い
ぅ
意
味
を
も
つ
か
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
な
ど
に
つ
い
て
述
べ

る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
ら
そ
れ
，
ぐ
は
、
ど
う
い
う
性
質
を
も
ち
、
ど
う
い
う
点
に
注
意

す
べ
き
か
を
考
え
て
み
ょ
う
。

竺
の
「
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
」
の
も
っ
と
も
簡
単
な
も
の
は
、
定
義
と
よ

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

定
義
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
、
類
と
瞳
差
に
よ
る
限
定
法
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ヌ
ー
と
は
何
か
を
定
義
す
る

に
は
、
そ
れ
が
舟
で
あ
る
こ
と
（
哲
と
、
舟
の
中
で
も
、
丸
木
を
は
り
、
両

班
が
尖
り
、
カ
イ
で
漕
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
（
種
差
）
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ

の
方
法
は
、
対
象
を
、
大
き
く
言
っ
て
何
に
属
す
る
か
、
ま
た
そ
の
中
で
同
種

の
も
の
と
ど
う
違
っ
て
い
る
か
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
が
何
で

あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
る
。

定
菱
と
は
、
こ
の
カ
ヌ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
僅
か
、
一
二
一
行
で
す
む
も
の

も
あ
る
が
、
も
の
に
よ
っ
て
は
、
一
段
落
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
に
一

編
の
文
章
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
。
自
由
と
は
何
か
、
歴
史
と
は
何
か
、
文
学

と
は
何
か
、
文
体
と
は
何
か
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
読
者
が
全
く
知
っ
て
い
な
い
事
実
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
は
な

く
、
読
者
は
大
体
の
と
こ
ろ
は
知
っ
て
い
る
が
1
そ
の
知
識
が
漠
然
と
し
て
い

－3eO－
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箋
貰
う
′
圭
．
た
り
、
不
正
確
で
あ
っ
た
り
、
不
十
分
で
あ
る
吻
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
単
に
項
と
種
差
に
よ
っ
て
限
定
し
た
だ
け
で
∬
な
お

漠
然
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
種
の
も
の
で
は
比
較
・
対
照
に
よ
る
方
法

が
し
ば
し
ば
使
用
せ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
「
こ
と
ば
と
は
何
か
」
を
説
明
す
る
の
に
、
服
部
四
郎
氏
は
、
人

、
　
　
問
の
こ
と
ば
と
、
動
物
の
こ
と
ば
と
い
う
・
・
へ
き
も
の
を
比
較
し
、
そ
れ
が
、
何

れ
も
意
Ⅲ
の
伝
逗
機
能
を
も
．
つ
点
に
共
通
点
を
認
聖
そ
の
差
違
点
と
し
て

は
・
動
物
の
こ
と
ば
は
現
在
の
こ
と
だ
け
し
か
伝
え
な
い
が
、
人
間
の
こ
と
ば

は
過
去
や
霊
の
こ
と
も
伝
え
る
こ
と
、
ま
た
動
物
の
こ
と
ば
は
分
節
で
き
な

い
が
、
人
間
の
こ
と
ば
は
分
節
に
よ
っ
て
な
。
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
る
・
（
注
1
）
こ
れ
は
、
人
間
の
こ
と
ば
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
の

に
・
動
物
の
こ
と
ば
と
比
誓
対
照
し
、
そ
の
共
通
点
と
差
違
点
を
の
．
へ
る
と

い
う
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
中
村
光
夫
氏
は
・
「
友
情
と
は
何
か
」
を
説
明
す
る
の
に
、
同
じ
く

愛
情
と
し
妄
情
と
よ
く
似
て
い
る
恋
愛
と
比
較
し
、
そ
の
共
通
点
と
し
て
、

何
れ
も
個
性
の
独
立
と
い
う
精
神
的
な
発
達
が
あ
っ
て
後
に
起
る
も
の
亡
あ
る

こ
と
、
永
続
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
・
何
れ
に
も
偽
物
が
あ
る
こ
と
を
あ

げ
、
差
違
点
と
し
て
、
恋
愛
は
人
間
の
本
値
的
欲
望
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る

が
、
友
情
は
動
物
本
能
と
は
全
く
切
。
は
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
成
。
立
つ
愛
情

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
故
に
友
情
が
人
間
の
み
に
あ
る
高
貴
な
愛
情
で
あ

る
こ
．
と
を
強
調
し
て
い
る
。
（
注
2
）

き
た
、
畢
田
露
伴
氏
は
、
「
偉
人
諭
」
に
お
い
て
、
偉
人
と
は
何
か
を
説
明

す
る
の
に
、
そ
れ
と
類
似
し
た
睾
大
人
、
巨
人
と
の
比
較
・
対
照
に
お
い
て

な
し
て
い
る
。
（
注
3
）

定
義
に
よ
る
説
明
と
、
比
較
、
対
照
に
よ
る
説
明
と
は
、
一
見
全
く
異
っ
た

も
の
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
の
思
考
の
方
法
と
し
て
ほ
同
じ
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
・
定
義
の
場
合
の
全
体
的
把
塩
と
、
比
較
の
場
合
の
共

温
性
の
把
塩
と
は
同
質
の
も
の
で
あ
。
、
前
者
の
特
殊
性
と
後
者
の
差
違
点
と

は
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
定
義
の
方
法
と
比
較
・
対
照
の
方
法
と
は

本
質
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
様
が
．
こ
の
二
つ
の
姿
に
な
る
の
だ
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

比
較
・
対
照
は
、
一
つ
の
写
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
項
似
し

た
等
矢
を
あ
げ
、
そ
の
共
通
点
と
差
違
点
を
述
べ
る
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
比
較
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
股
通
念
で
、
し
か
も
特
に
誤
っ
て
い
る
も
の

を
も
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
時
は
ま
ず
一
役
通
念
を
否
定
し
、
つ
ぎ
に

其
矢
の
こ
と
を
述
・
へ
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
。
否
定
か
ら
肯
定
へ
と
い
う

構
成
で
あ
る
。

例
え
ば
、
デ
ュ
モ
リ
ソ
神
父
は
「
男
ら
し
さ
と
は
何
か
」
を
説
明
す
る
の

に
・
ま
ず
常
識
的
一
般
的
な
男
ら
し
さ
の
観
念
と
し
て
、
粗
暴
さ
、
向
う
見

ず
、
蛮
行
な
ど
の
諸
性
質
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
は
男
ら
し
さ
と
い
う
べ
き
も
の
で

な
い
と
言
っ
て
否
定
し
、
真
の
男
ら
し
さ
と
は
、
客
観
性
、
自
制
心
を
む
つ
こ

と
、
信
偶
感
を
人
に
与
え
る
こ
と
、
最
後
ま
で
や
り
と
げ
て
業
績
を
も
つ
こ
と

だ
と
説
い
て
い
る
。
（
注
4
）
こ
れ
は
、
男
ら
し
さ
に
つ
い
て
の
世
間
的
・
常

識
的
概
念
と
、
真
の
観
念
と
の
比
校
了
対
鰐
で
あ
り
、
そ
れ
が
否
定
か
ら
肯
定

へ
と
い
ぅ
構
成
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
・
宰
田
文
氏
は
、
随
笹
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
お
し
ゃ
れ
と
は
何
か

を
説
く
の
に
、
ま
ず
、
世
間
普
通
の
お
し
ゃ
れ
の
観
念
と
し
て
の
外
形
の
お
し

ゃ
れ
を
あ
げ
、
こ
れ
を
否
定
し
、
真
の
お
し
ゃ
れ
は
外
形
上
。
は
、
心
の
お
し

ゃ
れ
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
（
注
5
）
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何
れ
も
、
世
間
的
常
識
的
な
考
え
と
、
真
実
を
捉
え
た
考
え
と
を
対
立
さ

せ
、
前
者
を
否
定
し
て
後
者
を
肯
定
す
る
と
い
う
展
開
で
あ
る
。

こ
の
昆
間
で
は
、
読
者
の
立
っ
て
い
る
世
間
的
常
識
的
な
考
え
方
が
最
初
に

否
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
読
者
は
ま
ず
意
外
の
感
を
抱
き
、
不
安
感
に
お
そ
わ
れ

る
。
こ
の
顆
ざ
を
初
め
に
与
え
る
と
い
ヶ
点
で
、
こ
れ
は
一
紙
の
力
強
さ
を
持

つ
説
明
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
上
述
の
比
較
・
対
棺
に
よ
る
方
法
が
、
何
れ
か

と
い
え
ば
、
細
か
い
差
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
、
腋
箆
で
級
密
な
思
考
態
度
を
由

者
に
感
じ
さ
せ
る
の
と
は
や
ゝ
異
っ
た
効
果
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
上

く

ノ

0

5

以
上
の
定
義
、
比
較
・
対
照
、
否
定
と
肯
定
は
、
何
れ
も
、
一
つ
の
事
実

を
、
同
類
の
他
の
も
の
か
ら
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か

を
明
ら
か
に
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
：
…
と
は
何
か
」

を
述
べ
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
ま
ず
他
と
の
区
別
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
。
が
、
同
類
の
他
の
も
の
と
の
比
較
で
な
く
、
そ
の
事
実
そ
の
も
の
の

内
部
で
、
そ
の
構
造
や
な
り
た
ち
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も

の
が
何
で
あ
る
か
を
述
べ
る
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
分
析
と
よ
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
分
析
に
よ
っ
て
、
事
実
は
、
全
体
的
に
や
ゝ
漠
然
と
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
と
こ
ろ
か
ら
、
細
か
に
、
囲
際
に
、
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
。
耕
班
が

械
視
的
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
ゝ
で
は
疋
投
的
に
は

事
実
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
串
契
が
如
何
に
あ
る
か
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
如
何
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
何
で
あ
る
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

河
盛
好
拭
氏
は
、
日
記
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
、
日

記
の
塩
類
を
分
類
し
て
、

山
　
自
己
自
身
と
の
会
話

吻
　
友
人
や
肉
親
と
の
会
話

．
㈹
　
偉
大
な
創
造
者
と
の
会
話

の
一
二
柏
m
に
分
け
て
、
月
記
な
る
も
の
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
注

“
）
こ
1
で
は
日
記
が
、
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
記
録
や
報
告
な
ど
と
の
比
較

・
封
州
に
よ
っ
て
で
は
長
く
、
日
記
自
身
の
性
質
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
班
本
一
郎
氏
は
ト
鵠
Ⅲ
は
ど
う
い
う
要
求
か
ら
行
わ
れ
る
か
を
説
く
の

に
、U

　
抽
象
的
愚
弟
の
噴
火

吻
　
経
験
の
拡
充
の
項
求

刷
　
自
主
的
な
問
闘
偏
決
の
婁
求

の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
（
注
7
）
こ
れ
も
㍊
吾
の
要
求
が
何
で
あ
る
か
を
分

析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

分
析
の
方
向
と
し
て
は
、
河
盛
氏
の
も
の
は
、
自
己
自
身
と
い
う
狭
い
主
体

的
な
も
の
か
ら
、
偉
大
な
創
造
者
と
い
う
広
い
一
般
的
な
も
の
へ
と
い
う
方
向

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
坂
本
氏
は
、
広
い
抽
象
一
股
的
な
も
の
か
ら
、
狭
い
自

主
的
な
も
の
へ
．
と
い
う
方
向
を
と
り
、
二
つ
は
互
に
逆
の
方
向
に
分
析
を
す
ゝ

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
何
れ
も
自
己
主
体
と
抽
象
一
般
的
な

も
の
と
い
う
緑
上
に
お
い
て
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
分
析
に
お
い
て
は
、
ど
の
方
向
か
ら
分
析
す
る
か
、
そ
の
見

方
・
立
場
が
重
要
で
あ
り
、
分
析
の
途
中
で
、
そ
の
立
場
や
基
準
を
変
え
な
い

と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
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竃
1
勺
㌔
1
1
。
1
、
1
－

6
分
析
が
時
間
的
な
流
れ
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
皿
机
（
プ
ロ
セ
ス
）

と
よ
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。

例
え
ば
、
依
田
新
氏
は
、
友
情
を
詞
明
す
る
の
に
、
そ
れ
が
、
育
年
期
に
な

っ
て
個
性
の
独
立
が
あ
っ
て
後
に
共
に
め
ば
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
い
で

盛
ん
な
と
き
は
ま
る
で
恋
情
に
近
い
ほ
ど
激
し
い
も
の
に
な
る
こ
と
、
や
が
て

人
格
の
核
と
い
う
も
の
が
で
き
る
に
従
っ
て
落
ち
つ
い
た
静
か
な
も
の
に
な
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
（
注
8
）
こ
れ
は
友
情
が
生
れ
、
育
ち
、
安
定
し
て
行

く
豊
を
述
べ
て
、
友
情
と
い
」
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

ヽ

　

　

ヽ

で
き
る
。

吉
田
精
一
氏
は
、
「
随
整
入
門
」
に
お
い
て
、
随
輩
を
説
明
す
る
の
に
、
王

朝
の
随
笹
、
中
世
の
随
諒
、
近
世
の
随
笹
、
明
治
の
随
笹
、
大
正
の
随
笹
、
昭

和
の
随
望
二
、
二
、
一
二
、
四
）
と
い
う
構
成
で
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も

歴
史
的
な
流
れ
に
お
い
て
、
随
審
と
い
う
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
試
み
で

あ
る
。そ

の
他
、
国
語
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
、
そ

れ
が
い
か
に
変
遷
し
た
か
を
追
求
す
る
試
み
と
か
、
文
章
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
史
的
変
遷
を
述
べ
た
も
の
な
ど
、
何
れ

も
、
過
程
の
方
法
に
上
？
て
説
明
し
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

日
常
的
生
活
に
お
い
て
も
、
過
程
に
よ
る
説
明
の
方
法
は
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
る
。
「
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
か
」
　
「
い
か
に
作
れ
ば
よ
い
か
」
な
ど
の
説

閑
は
主
と
し
て
過
程
の
方
温
に
よ
る
。
歴
史
的
説
明
が
過
去
の
時
間
に
お
け
る

段
階
に
よ
る
説
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
塩
の
も
の
は
、
未
来
へ
向
っ
て

の
時
間
の
段
階
に
従
う
説
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

7

以
上
の
説
明
の
方
法
は
、
も
の
を
区
別
し
、
分
け
る
こ
と
を
根
本
と
す
る
方

法
で
あ
っ
た
。
区
別
す
る
こ
と
は
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
重
要
な
方
法

で
あ
る
。
し
か
し
、
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
は
今
一
つ
重
要
な
方
法
が
あ

る
・
そ
れ
は
自
身
を
拡
充
し
て
行
く
方
法
で
あ
る
。
異
例
に
よ
る
説
明
は
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

一
て
t
と

1
戸
外
は
寒
い
。
2
空
は
高
く
晴
れ
て
、
何
処
か
ら
露
が
降
る
か
と
思
ふ

さ
わ

位
で
思
る
。
3
手
が
薄
物
に
橘
る
と
讐
た
所
だ
け
が
冷
り
と
す
る
。

（
漱
石
「
三
四
郎
」
）

1
人
通
り
は
余
り
無
い
。
2
役
所
帰
り
ら
し
い
洋
服
の
男
五
六
人
の
が
や

が
や
話
し
な
が
ら
行
く
の
に
撃
っ
た
。
3
そ
れ
か
ら
半
衿
の
掛
か
っ
た
着
物

を
芳
た
お
茶
屋
の
姉
さ
ん
ら
し
い
の
が
何
か
近
所
へ
用
達
し
に
で
も
出
た
の

か
、
小
走
り
に
摩
れ
違
っ
た
。
芸
だ
幌
を
掛
け
た
侭
の
人
力
車
が
一
台
跡

か
ら
駈
け
抜
け
た
d
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴎
外
「
普
請
中
」
）

こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
、
戸
外
が
寒
い
と
か
、
人
通
り
が
余
り
無
い
と
い
う
こ

と
（
第
1
、
セ
ソ
テ
ン
ス
）
が
、
具
体
的
な
契
例
（
第
2
～
4
の
セ
ン
テ
ン
ス
）

に
よ
っ
て
、
読
者
に
明
睦
に
な
る
説
明
の
し
か
た
で
あ
る
。
具
体
的
な
事
実
と

い
う
も
の
は
読
者
に
理
解
さ
れ
や
す
い
。
具
体
的
事
矢
を
例
と
し
て
あ
げ
る
と

い
う
こ
と
は
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
一
方
法
で
あ
る
。

「
生
物
」
と
い
皇
藁
が
あ
る
。
が
、
「
生
物
」
な
る
も
の
は
実
在
し
な

い
。
料
在
す
る
の
は
「
動
物
」
と
か
「
植
物
」
と
か
だ
け
で
あ
る
。
が
、
こ

う
し
て
賛
成
念
の
梯
子
を
一
段
お
り
て
み
る
と
、
私
た
ち
ほ
そ
ん
な
も
の
も

ま
た
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
「
植
物
し
な
る
も
の
は
異
在
し
て
い
な

い
。
存
在
す
る
の
は
「
級
」
や
「
竹
」
や
「
薔
薇
」
だ
け
で
あ
る
川
が
、
そ

の
「
磁
巴
も
契
在
し
て
い
な
い
。
た
ゞ
「
赤
い
薔
薇
」
や
「
白
い
薔
猫
こ
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が
、
い
や
「
ニ
ュ
ー
・
ド
「
ソ
」
と
か
「
シ
ャ
ル
ル
・
マ
ル
ラ
ン
」
と
か

が
、
さ
ら
に
「
こ
の
l
ニ
ー
・
ド
ー
ン
」
や
「
あ
の
ー
ニ
ー
・
ド
ー
ン
」
が

存
在
す
る
だ
け
で
、
こ
う
し
て
言
葬
を
い
か
に
実
在
そ
の
も
の
に
近
づ
け
て

行
っ
て
も
、
そ
れ
は
永
遠
に
異
在
と
は
一
致
し
な
い
。
名
づ
け
る
と
い
う
こ

と
は
実
在
か
ら
甜
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

（
福
田
恒
存
「
批
評
家
の
手
帖
」
）

こ
の
説
明
文
に
お
け
る
、
中
心
思
想
は
「
名
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
実
在
か

ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
」
と
い
う
氾
後
の
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
そ

う
言
っ
た
だ
け
で
は
抽
象
的
で
、
説
者
に
理
的
さ
れ
難
㌧
そ
こ
で
、
ま
ず
そ

の
実
例
と
し
て
、
「
生
物
」
　
「
植
物
」
　
「
苗
摂
」
　
「
l
ニ
ー
・
ド
ー
ン
」
　
「
こ

の
ニ
ュ
ー
・
ド
ー
ン
」
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
こ
と
ば
を
あ
げ
、
そ
れ
が
ど

ん
な
に
限
定
し
て
行
っ
て
も
所
詮
は
輿
在
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
突
例
に
よ
っ
て
、
難
し
い
抽
象
論
も
や
さ
し
く
理

解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
契
例
は
評
者
の
理
解
を
や
さ
し
く
す
る
と
い
う
効
果
を
も

つ
。
前
述
の
よ
う
に
説
明
文
は
そ
の
本
質
と
し
て
記
者
に
、
知
ら
な
い
こ
と
を

知
ら
せ
る
と
い
う
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
理
解
を
や
さ
し
く
す

る
働
き
を
も
つ
異
例
が
説
明
文
で
も
つ
意
義
は
大
き
い
。

し
か
し
、
典
例
が
、
説
明
文
に
お
い
て
も
つ
真
の
意
味
は
、
も
っ
と
深
い
と

こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
央
例
は
、
そ
こ
か
ら
抽
象
論
が
導
き
出
さ
れ
る
根
元

と
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
例
に
支
え
ら
れ
て
、
抽
象
論
は
生
み

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
説
明
文
で
は
、
ど
れ
だ
け
の
異
例
に

ょ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
抽
象
論
を
の
べ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
実
例
に
支
え
ら
れ
な
い
抽
象
論
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
批
刑
を
う

け
や
す
い
。
逆
に
具
体
的
事
実
ば
か
り
で
、
抽
象
論
の
弱
い
説
明
文
は
、
日
的

観
が
貧
弱
で
、
物
足
り
な
い
感
じ
を
与
え
る
。
具
体
的
事
実
（
実
例
）
と
抽
象

論
と
が
互
に
適
切
に
往
復
交
渉
し
あ
う
と
こ
ろ
に
、
真
の
よ
き
説
明
文
は
成
立

す
る
。我

々
は
説
明
文
、
特
に
論
文
を
読
む
場
合
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
抽
象
論

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
の
具
体
的
事
実
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
か
。
そ
の
具
体
的
事
実
は
、
そ
の
抽
象
論
を
支
え
る
に
適
切
で
あ

り
、
か
つ
十
分
な
も
の
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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拡
充
の
方
向
に
む
か
う
説
明
の
第
二
は
理
由
づ
け
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
何

故
そ
う
な
の
か
を
言
う
の
で
あ
る
。
1
理
由
づ
け
は
簡
単
に
で
き
る
も
の
も
あ
る

が
、
一
般
的
に
は
、
事
実
を
示
す
こ
と
以
上
に
難
し
い
。
一
つ
の
事
実
が
あ
ら

わ
れ
る
理
由
は
硯
雑
な
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
理
由
．
つ
け
に

は
主
観
的
に
な
る
も
の
が
多
く
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－364－

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
の
話
し
こ
と
ば
で
、
し
ば
し
ば
「
エ
ー
」

を
入
れ
る
。
外
国
人
に
は
こ
の
よ
う
な
癖
は
な
い
と
言
わ
れ
る
の
に
く
な
ぜ
日

本
人
だ
け
が
こ
の
上
う
な
習
慣
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

桑
原
武
夫
氏
は
「
日
本
人
が
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
と
論
理
的
に
考
え
ず
、
む
し
ろ

ボ
ン
ヤ
リ
し
た
情
緒
と
し
て
感
じ
、
そ
れ
に
は
っ
き
り
し
た
形
を
与
え
よ
う
と

す
る
と
き
に
行
き
ず
ま
る
」
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
第
一
に
考
え
ら
れ
、
第
二

の
理
由
と
し
て
は
「
日
本
人
は
自
分
の
考
え
を
人
前
で
オ
フ
ィ
シ
ァ
ル
な
表
甥

で
い
い
た
が
る
、
ま
た
は
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
（
注
9
）
　
こ
れ
に
対
し
、
鶴
見
伸
輔
氏
が
い
う
大
久
保
思
利
氏
の
意
見

は
、
「
日
本
語
で
は
日
常
語
と
公
用
語
と
の
ち
が
い
が
ひ
ど
く
、
ま
た
敬
語
法

と
か
、
い
ろ
い
ろ
社
会
的
な
制
圧
が
つ
よ
い
た
め
、
・
も
の
が
す
ら
す
ら
で
に
く
，

．

　

　

．

．

　

　

．

、

　

：

h



い
」
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
の
検
閲
へ
c
e
冨
O
を
i
p
）
に
よ
も
と
い
う
考

え
の
よ
J
で
あ
る
。
（
注
1
0
）
　
こ
れ
ら
に
対
し
、
中
川
菩
之
助
氏
は
、
「
封

建
政
治
の
圧
制
に
永
い
聞
苦
し
め
ら
れ
た
民
衆
が
、
自
己
保
存
の
本
能
か
ら
、

い
つ
の
問
に
か
知
ら
ず
識
ら
ず
に
案
出
し
た
、
防
禦
的
踏
晦
方
法
な
の
で
は
な

い
か
」
　
（
注
1
1
）
・
と
言
わ
れ
て
い
る
。
桑
原
氏
、
大
久
保
氏
、
中
川
氏
と
そ
れ

ぞ
れ
に
、
一
つ
の
事
実
に
対
す
る
理
由
づ
け
、
あ
る
い
は
解
釈
は
違
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
由
づ
け
に
は
相
当
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
。
証
明
の

な
い
理
由
づ
け
は
面
白
く
は
あ
っ
て
も
単
な
る
恩
い
っ
き
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

し
て
、
読
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
危
険
性
が
あ
る
。

解
釈
と
い
う
こ
と
も
、
理
由
づ
け
る
こ
と
と
同
様
に
拡
充
の
方
向
に
あ
る
説

明
法
で
あ
る
。
理
由
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
、
推
定
が
加
わ
る
と
き
は
解
釈

と
な
る
。
解
釈
は
事
実
が
終
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
だ
け
に
主
観
的
で

あ
り
、
危
険
性
を
と
も
な
う
。
し
か
し
、
解
釈
に
よ
っ
て
対
象
の
意
味
が
と

ら
え
ら
れ
る
。
対
象
0
意
味
が
と
ら
え
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
対
象
は
わ
か
っ
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
危
険
性
を
と
も
な
う
か
ら
と
い
っ
て
解
釈
を
回
避
す
る

こ
と
は
、
悪
し
ぎ
実
証
主
事
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
も
の
で
あ
る
。
慎
重
な
解
釈
を

試
み
る
努
力
こ
そ
望
ま
し
い
。
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以
上
、
説
明
の
方
法
と
し
て
、
定
義
、
比
較
・
対
照
、
否
定
・
肯
定
、
分

析
、
過
程
、
実
例
、
具
体
と
抽
象
、
理
由
、
解
釈
な
ど
に
ふ
れ
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
ら
は
、
大
き
く
は
三
つ
の
は
た
ら
き
に
ま
と
め
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
対
象
を
他
と
区
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二

は
対
象
そ
の
も
の
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
三
は
対
象
を
さ
ま
ざ

ま
に
拡
充
す
る
こ
子
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
1
説
明
に
あ
た
っ
て
、
と
の
三
つ

の
方
面
に
一
応
の
考
最
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
ゥ
て
、
説
明
の
不
十

分
と
い
う
欠
陥
を
一
応
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

が
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
上
述
の
一
つ
一
つ
の
方
法
に
熱
達
す

る
よ
う
練
習
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
の
難
し
い
点
、
陥
り
や
す

い
点
な
ど
、
実
際
の
訓
練
を
へ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
書
く
説
明
文
は
、
明
晰
で
、

て
が
た
い
も
の
へ
と
磨
き
あ
げ
ら
れ
る
。

単
に
天
与
の
才
分
に
た
よ
っ
て
啓
か
れ
て
来
た
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
散

文
は
、
多
く
の
弱
点
を
も
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
で
も
っ
と
鳥
大
き
な
意
義
敢

も
つ
説
明
文
が
、
一
そ
う
わ
か
カ
や
す
く
、
十
分
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
わ

が
国
の
文
化
を
す
1
め
る
た
め
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
文
革
に
つ
い

て
の
研
究
は
相
当
な
さ
れ
て
来
た
が
、
こ
の
生
沼
に
も
っ
と
も
密
着
し
た
説
明

文
の
研
究
は
あ
ま
り
に
少
な
い
。
今
後
の
文
章
研
究
の
一
方
向
と
し
て
、
こ
の

方
両
の
開
発
を
切
に
望
み
た
い
。
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