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は

　

じ

　

め

そ
の
一
書
　
名

『
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
』
　
　
「
理
の
国
語
教
育
」
と
い
う
の
は
、
理
に
も
と
づ
き
、
理
を
き
た
え
、
理
に
し
た
が
い
、

理
を
尊
重
し
て
い
く
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
「
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
の
は
、
情
に
も
と
づ
き
、
情
を
ね
り
、
情
に
し
た
が
い
、

情
を
尊
重
し
て
い
く
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
国
語
教
育
の
仕
事
は
、
大
き
く
こ
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
、
こ
の
二
つ
の
も
の
は
、
た
が
い
に
補
い
合
う
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
の
は
、
「
国
語
教
育
の
理
と
情
」
と
青
い
か
え
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

「
国
語
教
育
の
理
と
情
」
ま
た
は
「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
主
題
は
、
ま
ず
、
国
語
教
育
の
方
法
上
の
こ
と
と

し
て
考
え
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
語
教
育
の
方
法
に
、
理
的
な
方
法
と
情
的
な
方
法
と
の
あ
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
弁
別
さ
れ

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
も
、
理
の
方
法
（
　
－
　
理
的
な
考
え
か
た
）
と
情
の
方
法
（
　
－
　
情
的
な
考
え
か
た
）
と
は
、
当
然
、

補
い
合
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。



そ
の
二
　
前
著
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
か
ら
本
書
へ

さ
き
に
、
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
を
発
表
し
て
以
来
、
私
は
、
本
書
の
発
表
を
課
題
と
し
て
き
ま
し
た
。
「
理
の
国
語
教
育

と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
か
た
で
、
国
語
教
育
を
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
、
私
の
課
題
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

国
語
教
育
研
究
の
領
域
で
、
人
び
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
と
り
あ
げ
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
を
展
開
し
て
い
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の

な
か
に
あ
っ
て
、
私
は
、
右
の
よ
う
な
研
究
を
課
題
と
す
る
こ
と
が
、
有
意
義
だ
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
研
究
に
よ

っ
て
、
私
は
私
な
り
に
、
国
語
教
育
研
究
の
一
つ
の
開
拓
を
、
心
に
期
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

今
の
国
語
教
育
研
究
界
で
、
何
が
欠
け
て
い
る
か
と
考
え
て
み
た
と
き
、
慎
疑
精
神
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
欠
け
て
い
る
と
言
一

え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
国
語
教
育
の
論
は
さ
か
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
も
技
術
論
に
偏
し
て
い
て
、
疑
問
が
な
さ
す
　
1
0

ざ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
自
身
に
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
よ
う
な
つ
も
り
で
、
右
の
よ
う
な
課
題
を
背
お
－

っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
三
　
私
の
た
ち
ば

私
の
国
語
教
育
を
研
究
す
る
た
ち
ば
は
、
す
で
に
表
明
し
て
い
ま
す
と
お
り
、
方
言
研
究
の
た
ち
は
で
あ
り
ま
す
。
方
言
を
研
究
し

て
、
私
は
、
国
語
教
育
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
は
じ
め
に
、
恩
師
土
井
忠
生
博
士
の
お
教
え
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

こ
こ
に
銘
記
し
て
、
感
謝
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

方
言
を
研
究
す
る
う
ち
に
、
人
び
と
の
日
常
の
方
言
生
活
こ
そ
、
現
実
の
国
語
生
活
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。



国
語
教
育
の
仕
事
は
、
相
手
の
こ
う
い
う
現
実
の
国
語
生
活
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
知
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

児
童
・
生
徒
は
、
通
常
、
地
方
地
方
の
方
言
生
活
者
と
し
て
、
私
ど
も
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
ど
も
の
教
育
対
象

は
方
言
人
な
の
で
あ
り
ま
す
。
国
語
教
育
は
、
方
言
人
相
手
の
、
方
言
生
活
指
導
の
国
語
教
育
で
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
私
は
、
方
言
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
、
方
言
人
に
、
生
き
た
生
活
の
こ
と
ば
、
す
な
わ
ち
生
活
語
を
聴
く
に
つ
け
、
方
言
の
言

語
学
的
研
究
と
と
も
に
、
方
言
の
教
育
論
的
な
研
究
を
も
、
あ
わ
せ
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

旧
著
の
『
毎
日
の
国
語
教
育
』
と
い
う
の
は
、
方
言
人
の
毎
日
の
言
語
生
活
に
つ
よ
く
日
を
向
け
よ
う
と
し
て
考
え
た
書
名
で
あ
り

ま
す
。
や
が
て
、
方
法
を
求
め
て
、
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
と
い
う
一
書
を
ま
と
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
書
の
考
え

を
ふ
ま
え
て
、
今
、
本
書
を
ま
と
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
四
　
国
語
教
育
の
方
法

現
場
で
は
、
つ
ね
に
、
合
一
的
な
方
法
を
も
っ
て
、
だ
れ
し
も
、
こ
と
に
あ
た
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
分
析
し
て
考
え
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
一
つ
一
つ
だ
け
を
、
ま
る
出
し
に
し
な
い
の
が
穏
当
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
話
す
こ
と
の
教
育
は
、
聞
く
こ
と
の
教
育
と
関
連

さ
せ
、
読
む
こ
と
の
教
育
は
、
つ
づ
る
こ
と
の
教
育
と
関
連
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
そ
の
、
方
法
の
合
一
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。

さ
て
、
合
一
的
に
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
に
即
し
て
日
常
的
に
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
ど
う
し
て

も
、
常
識
、
ま
た
は
悪
常
識
に
流
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
と
り
た
て
て
の
勉
強
を
し
な
く
て
も
、
そ
の
場
で

な
ん
と
か
や
り
お
お
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
気
ぐ
み
に
な
り
が
ち
で
す
。
こ
う
な
っ
て
、
合
一
的
に
と
い
う
こ
と

は
、
つ
い
に
、
教
育
の
平
板
化
に
も
な
っ
て
い
き
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
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碍
　
　
こ
れ
は
、
打
改
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
平
板
化
の
打
開
に
は
、
あ
ら
た
な
分
析
が
い
り
ま
し
ょ
う
。
あ
ら
た
な
分
析
に
よ
っ

前
　
て
、
自
覚
を
切
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
自
覚
、
す
な
わ
ち
方
法
の
自
覚
で
あ
り
ま
す
。

あ
ら
た
な
合
理
的
分
析
を
、
と
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
大
局
的
な
分
析
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
に
「
理
の
国

語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
考
え
か
た
が
弁
別
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
き
に
「
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
」
と
言
っ

た
、
そ
の
、
精
神
に
さ
さ
え
ら
れ
た
技
術
、
す
な
わ
ち
方
法
に
つ
い
て
、
「
理
の
国
語
教
育
」
と
「
情
の
国
語
教
育
」
と
が
考
え
ら
れ

る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
国
語
教
育
に
関
し
て
、
理
か
ら
す
る
方
法
、
理
で
お
し
て
い
く
方
法
と
、
情
か
ら
す
る
方
法
、
情
で
お
し
て

い
く
方
法
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

′
理
と
情
′
と
い
う
論
法
は
、
さ
き
の
′
技
術
と
精
神
′
と
い
う
論
法
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
二
元
の
統
合
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
、
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
の
に
・
は
、
す
べ
て
、
理
の
面
と
情
の
面
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
一

べ
て
、
理
的
な
考
え
か
た
と
情
的
な
考
え
か
た
と
が
成
り
立
ち
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
の
二
元
が
統
合
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
　
1
2

は

、

つ

ね

に

明

ら

か

で

あ

り

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

そ
の
五
　
理
の
教
育
と
情
の
教
育

右
に
述
べ
た
分
別
は
、
じ
つ
は
、
教
育
全
般
の
上
で
も
、
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
愈
ど
も
は
、
教
育
全
般
の
ど

ん
な
は
あ
い
に
も
、
つ
ね
に
、
理
の
教
育
と
情
の
教
育
と
を
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
基
本
的
な
考
え
か
た

と
し
て
の
「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
を
、
今
、
私
は
、
強
調
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。



そ
の
六
　
理
の
方
法
と
情
の
方
法
と
の
相
補
相
関

理
と
情
と
が
、
と
も
に
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
お
の
お
の
は
、
対
者
と
の
相
関
の
も
と

に
生
き
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
情
あ
っ
て
の
理
で
あ
り
、
理
あ
っ
て
の
情
で
し
ょ
う
。
例
の
国
語
国
字
問
題
と
言
わ
れ
る
も
の
に

し
て
も
、
そ
の
考
え
か
た
に
は
、
理
と
情
と
の
相
関
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
七
　
反
　
省

わ
が
国
で
は
、
旧
来
、
国
語
教
育
に
、
情
的
な
も
の
が
つ
よ
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
読
み
か
た
　
1
3

教
育
と
言
わ
れ
た
も
の
を
例
に
と
っ
て
み
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
鑑
賞
が
、
長
く
重
ん
ぜ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
国
語
教
育
者
を
も
っ
て
任
　
l

じ
る
人
た
ち
は
、
多
く
、
鑑
賞
指
導
の
名
手
で
し
た
。
こ
こ
に
は
、
主
情
主
義
的
な
傾
向
が
つ
よ
か
っ
た
と
言
え
ま
す
。
味
読
と
い
う

よ
う
な
考
え
か
た
と
、
と
り
あ
つ
か
い
と
に
も
、
と
か
く
情
味
本
位
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
鑑
賞
や
味
読
が
重
ん
ぜ

ら
れ
る
世
界
で
は
、
国
語
教
材
の
好
み
に
も
か
た
よ
り
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
文
芸
教
材
も
、
情
緒
的
な
も
の
が
多
く
選
ば
れ
た
よ
う

で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
や
は
り
、
国
語
教
育
の
一
種
の
か
た
よ
り
と
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
「
理
の
国
語
教
育
」
　
の

主
張
さ
れ
る
べ
き
根
拠
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

戦
後
の
国
語
教
育
で
は
、
広
く
、
技
術
主
義
的
な
国
語
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
そ
の
波
は
、
い
ま
だ
に
う
ち
続
い
て
い
る
あ
り
さ

ま
で
あ
り
ま
す
。
科
学
化
と
か
、
構
造
化
と
か
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
自
体
す
ら
も
、
技
術
的
だ
と
言
え
そ
う
で



宿
　
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
は
、
忘
れ
ら
れ
か
け
た
、
反
面
の
「
骨
の
国
語
教
育
」
を
、
強
謝
す
る
必
要
も
覚
え
ま
す
。

前
　
　
「
理
の
国
語
教
育
」
が
重
視
さ
れ
て
も
、
そ
の
方
法
が
、
あ
ま
り
に
も
項
目
的
に
な
り
、
ら
列
的
に
な
る
と
、
仕
事
は
統
一
が
と
れ

な
く
て
、
大
衆
教
育
の
合
理
的
な
方
法
も
、
底
の
浅
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
同
時
に
、
相
手
が
た
は
、
学
習
興
味
を
お
こ
し
ま
せ
ん
。

「
情
の
国
語
教
育
」
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
も
、
も
し
、
指
導
者
み
ず
か
ら
情
に
お
ぼ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
方
法
の
独
断
の
弊
害

が
著
し
く
て
、
相
手
が
た
は
、
ま
た
、
多
く
の
も
の
が
、
そ
の
指
導
に
つ
い
て
行
き
か
ね
ま
す
。
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
と

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
は
（
肢
）
行
性
に
つ
い
て
は
、
私
ど
も
、
つ
ね
に
心
を
く
だ
か
な
く
て
ほ
な
ら
ぬ
も
の
の
よ
う
で
す
。

そ
の
八
　
国
語
教
育
方
法
の
理
と
情

二
つ
の
対
極
的
な
方
法
を
相
互
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
、
以
上
の
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

個
々
人
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
構
造
に
は
、
や
は
り
、
理
ま
た
は
情
へ
の
偏
は
が
見
ら
れ
が
ち
で
、
理
に
勝
っ
た
人
は
、

情
を
生
か
す
こ
と
が
よ
わ
く
、
情
に
も
ろ
い
人
は
、
理
を
と
お
す
こ
と
が
よ
わ
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
人
生
、
社
会
、
い
ず
れ
の
は
あ
い

に
も
、
理
と
情
と
を
相
関
さ
せ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
、
漱
石
の
『
草
枕
』
に
言
う
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
教
育
と
し
て
は
、
二
元
を
統
合
し
、
あ
い
対
立
す
る
も
の
を
美
し
く
表
裏
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
本
然
の
課
題

で
あ
る
は
ず
で
す
。
統
合
し
、
表
裏
さ
せ
る
こ
と
は
、
む
ず
か
し
い
に
は
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
む
ず
か
し
さ
を
克
服
す
る
こ

と
が
、
あ
る
い
は
、
む
ず
か
し
さ
の
克
服
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
こ
と
が
、
教
育
と
い
う
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
教

育
の
努
力
は
、
永
遠
の
努
力
だ
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
日
常
・
毎
日
の
努
力
で
あ
っ
て
、
し
か
も
永
遠
の
努
力
で
あ

る
と
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
二
元
統
合
の
努
力
で
あ
り
ま
す
。

考
え
て
み
ま
す
と
、
私
な
ど
も
、
ま
っ
た
く
、
こ
う
い
う
努
力
に
明
け
暮
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
の
努
力
の
い
た
ら
な
い
こ
と

14
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0－

に
、
い
つ
も
ざ
折
を
感
じ
て
い
ま
す
か
私
は
二
元
来
、
主
骨
的
な
、
あ
る
い
は
骨
勒
由
な
慎
向
の
つ
よ
い
人
間
l
の
よ
う
で
す
ひ
青
年
時

代
以
来
、
こ
の
こ
と
に
、
多
少
の
心
を
用
い
ま
し
て
、
い
わ
ば
理
的
鍛
練
を
、
自
分
に
お
し
あ
て
て
き
ま
し
た
。
理
の
国
語
教
育
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
、
私
自
身
に
と
っ
て
も
、
早
く
か
ら
の
、
自
己
教
育
の
命
題
だ
っ
た
の
で
す
。
今
は
、
一
つ
の
体
験
を
ふ
ま
え
て
、

こ
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
教
育
に
あ
た
っ
て
の
、
理
的
方
法
と
情
的
方
法
と
の
円
満
な
統
合
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
相
手

の
生
活
の
な
か
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
相
手
の
生
活
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
く
こ
と
が
、
や
が
て
、
二
元
の
統
合
、

あ
る
い
は
二
つ
の
方
法
の
一
致
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
と
思
い
ま
す
。

相
手
の
生
活
に
即
し
、
相
手
の
生
活
に
は
い
っ
て
い
く
が
た
め
に
は
、
た
え
ず
、
教
育
感
覚
を
鋭
敏
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま

す
ま
い
。
鋭
敏
に
し
て
い
く
が
た
め
に
は
、
つ
ね
に
、
新
鮮
な
勉
強
を
心
が
け
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
九
　
坂
本
繁
二
郎
先
生

坂
本
繁
二
郎
先
生
。
こ
の
先
生
を
、
私
は
、
人
生
の
師
と
し
て
仰
い
で
い
ま
す
。
今
、
先
生
の
お
こ
と
ば
を
か
り
て
、
「
理
の
国
語

教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
私
の
主
張
に
、
し
め
く
く
り
を
つ
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
『
思
い
出
す
ま
ゝ
に
』
　
（
朝
日
新

聞
　
昭
和
三
十
七
年
九
月
）
の
な
か
に
、
つ
ぎ
の
一
文
章
が
見
ら
れ
ま
す
。

芸
術
の
目
的
は
、
人
間
の
存
在
意
義
を
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
人
間
の
存
在
は
自
然
と
切
離
し
て
は
考
え
ら

れ
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
意
義
は
、
自
然
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
以
外
に
は
あ
る
ま
い
。
哲
学
や
科
学
は
こ
れ
を
観
念

や
理
論
で
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
芸
術
の
場
合
は
、
そ
れ
を
実
感
で
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
画
家
に
と
っ
て

も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
は
自
然
を
実
感
で
つ
か
ま
え
、
人
間
の
存
在
意
義
を
と
ら
え
る
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
現
代
の
絵
画
の
世
界
で
は
、
表
現
上
の
技
巧
が
主
と
し
て
問
題
に
さ
れ
新
し
い
技
巧
の
追
求
に
明
け
暮
れ
す
る
傾

15
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向
が
強
い
。
し
か
し
表
現
上
の
技
巧
は
、
あ
く
ま
で
第
二
義
的
な
も
の
と
私
は
考
え
て
居
る
。

「
表
現
上
の
技
巧
は
、
あ
く
ま
で
第
二
義
的
な
も
の
」
と
さ
れ
る
先
生
の
、
人
間
存
在
把
握
の
方
法
は
、
「
実
感
で
」
と
言
っ
て
い
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
じ
つ
は
、
こ
れ
こ
そ
、
理
の
方
法
と
情
の
方
法
と
を
一
元
化
せ
ら
れ
た
体
感
の
方
法
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
先
生
の

芸
術
の
方
法
に
、
理
と
情
と
の
二
元
の
統
合
を
拝
見
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
に
、
ま
た
、
つ
ぎ
の
お
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。

抽
象
と
か
具
象
と
か
い
い
ま
す
が
、
心
よ
り
技
の
ま
さ
っ
た
抽
象
画
に
比
べ
れ
ば
、
心
で
措
い
た
具
象
の
方
が
よ
り
抽
象
に
近

づ
く
の
で
は
な
い
か
と
、
馬
を
措
く
う
ち
に
強
く
確
信
し
ま
し
た
。
（
「
馬
を
措
く
」
『
私
の
絵
私
の
こ
こ
ろ
』
日
本
経
済
新
聞
社
　
昭

和
四
十
四
年
）

こ
の
「
心
で
措
い
た
具
象
の
方
が
よ
り
抽
象
に
近
づ
く
の
で
は
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ
る
招
き
か
た
こ
そ
は
、
理
・
情
、
一
元
の
、
絶

対
的
な
措
き
か
た
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
先
生
は
、
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ら
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
一

夜
中
に
便
所
に
起
き
た
と
き
、
よ
い
月
の
と
き
、
い
つ
も
頭
の
中
で
写
生
し
て
い
ま
す
。
（
「
問
わ
れ
る
ま
ま
に
」
　
『
私
の
絵
私
の
こ
　
捕

こ

ろ

』

日

本

経

済

新

聞

社

昭

和

四

十

四

年

）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

「
頭
の
中
で
写
生
」
さ
れ
た
の
が
、
晩
年
の
多
く
の
、
月
の
名
作
か
と
思
い
ま
す
。

先
生
が
、
「
心
で
措
い
た
具
象
の
方
が
よ
り
抽
象
に
近
づ
く
」
と
お
っ
し
ゃ
る
、
そ
の
、
描
画
の
境
地
は
、
深
奥
の
精
神
活
動
に
ち

が
い
な
く
、
そ
こ
に
は
、
理
と
情
と
の
渾
然
一
体
と
な
っ
た
精
神
の
世
界
が
あ
る
ば
か
り
な
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
先
生
の
こ
と
は
、
絵
に
ま
っ
た
く
無
知
の
私
か
ら
し
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
言
い
あ
ら
わ
し
た
い
の
で
す
。
真
実
を

追
求
し
て
、
絵
を
か
い
て
い
っ
た
人
、
そ
れ
が
坂
本
先
生
で
あ
る
、
と
。
先
生
は
、
芸
術
美
を
ね
ら
う
と
い
う
よ
り
も
、
真
実
美
を
ね

ら
っ
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
絵
の
道
が
、
ま
さ
に
、
き
び
し
い
求
真
の
道
で
あ
っ
た
か
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。
じ
つ

に
、
美
し
く
、
精
神
の
生
き
て
い
る
、
一
つ
一
つ
の
名
画
は
、
ま
さ
に
、
お
の
ず
か
ら
の
理
の
方
法
と
、
お
の
ず
か
ら
の
情
の
方
法
と

の
、
自
然
の
結
晶
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。



坂
本
先
生
の
、
絵
の
道
で
の
、
あ
く
な
き
真
実
追
求
は
、
深
い
思
考
（
理
性
の
力
）
と
、
豊
潤
な
情
念
（
情
の
力
）
と
の
統
合
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
や
が
て
、
こ
れ
を
、
私
ど
も
の
国
語
教
育
へ
も
、
考
え
あ
て
て
み
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生

が
、
対
象
の
真
を
求
め
ら
れ
た
が
ご
と
く
に
、
私
ど
も
も
、
国
語
教
育
の
真
を
求
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
真
を
求
め
れ
ば
求
め
る

ほ
ど
、
そ
れ
は
、
理
的
に
、
ま
た
情
的
に
と
努
力
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
そ
う
い
う
二
元
的
な
努
力
の
、
統
合
に
つ
と
め
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

以
上
、
「
そ
の
二
か
ら
「
そ
の
九
」
に
わ
た
っ
て
、
序
説
的
な
こ
と
を
述
べ
、
以
下
の
所
論
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
た

し
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
書
物
の
内
容
と
叙
述
と
の
い
っ
さ
い
も
、
ま
た
、
理
的
方
法
と
情
的
方
法
と
の
、
な
に
ほ
ど
か
の
相
補
相
関
を
あ
ら
わ

し
う
る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
と
し
て
は
、
う
れ
し
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
．
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第
三
早
　
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育

－

　

総

　

括

　

論

1

一

一

般

論

も
の
ご
と
に
は
、
二
面
が
あ
り
ま
す
。
理
の
面
と
情
の
面
で
す
。
こ
の
二
面
が
あ
い
関
連
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
1
8

人
に
も
、
二
面
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
理
の
面
と
情
の
面
で
す
。
そ
の
二
面
の
相
関
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
現
実
に
は
、
l

相
関
の
円
満
な
状
況
、
つ
ま
り
理
と
情
と
の
つ
り
あ
い
′
の
と
れ
た
状
況
と
い
う
も
の
は
、
だ
い
た
い
ま
れ
と
も
言
え
る
か
と
思
い
ま

す
。
　
－
　
そ
こ
に
、
私
ど
も
の
、
人
間
と
し
て
の
修
業
、
あ
る
い
は
修
養
の
方
向
も
ま
た
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

言
語
に
も
、
ま
た
、
二
面
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
理
の
面
と
情
の
面
で
す
。
こ
れ
を
、
ロ
ゴ
ス
的
な
面
と
パ
ト
ス
的
な
面

と
い
う
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。
単
語
一
つ
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
「
道
具
」
と
い
う
よ
う
な
一

語
に
し
ま
し
て
も
、
そ
こ
に
、
語
の
理
的
意
義
が
あ
る
と
と
も
に
、
語
の
持
つ
情
的
な
色
あ
い
、
味
わ
い
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

「
め
し
」
と
い
う
〓
謡
を
見
ま
し
て
も
、
一
方
に
は
そ
の
明
白
な
語
義
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
人
も
こ
れ
を
下
品
語
と
見
た
り
す
る
の

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
る
特
別
の
色
あ
い
、
味
わ
い
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
語
に
関
し
て
、
よ
く
、
語
感
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
ま
す
が
、
語
感
は
、
主
と
し
て
、
こ
と
ば
の
情
的
な
面
を
言
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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研
究
に
し
ま
し
て
も
、
や
は
り
、
理
の
面
と
情
の
面
と
が
あ
り
ま
す
。
方
法
上
、
分
析
を
こ
と
と
す
る
の
は
、
主
と
し
て
理
的
な
追

求
で
あ
る
し
、
総
合
を
こ
と
と
す
る
の
は
、
理
的
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
情
的
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
な
も
の
が
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。

情
意
的
と
言
え
ば
、
な
お
よ
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
研
究
に
お
い
て
、
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
と
い
う
よ
う
な
は
あ
い
に
な
っ

て
き
ま
す
と
、
な
お
な
お
、
情
意
的
な
精
神
活
動
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
研
究
の
な
か
か
ら
、
社

会
的
な
意
味
あ
い
を
う
ち
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
は
あ
い
、
あ
る
い
は
、
研
究
を
も
っ
て
、
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
は
あ
い
、
情

意
的
な
精
神
活
動
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

国
語
教
育
に
し
ま
し
て
も
、
理
的
方
法
と
情
的
方
法
と
の
二
面
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
「
は
じ
め
」
に
申
し
述
べ
た
と
お
り
で
あ

り
ま
す
。

国
語
教
育
の
な
か
の
言
語
教
育
を
と
っ
て
見
て
も
、
そ
こ
に
は
、
理
の
面
と
情
の
面
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
二
面

は
、
あ
い
関
連
せ
し
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
文
学
教
育
に
関
し
て
も
、
ま
た
、
同
様
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
一
般
論
的
に
、
諸
種
の
ば
あ
い
を
見
て
き
ま
し
た
。
す
べ
て
の
は
あ
い
を
通
じ
て
、
理
の
面
と
情
の
面
、
あ
る
い
は
理
の
方

向
と
情
の
方
向
の
、
相
関
が
当
然
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
ど
も
と
し
て
は
、
国
語
教
育
上
、
こ
の
相
関
の
た

め
に
、
努
力
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
両
者
統
合
の
努
力
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
統
合
こ
そ
は
、
理

想
で
あ
り
ま
す
。
現
実
に
は
、
容
易
に
こ
の
美
し
い
統
合
を
も
た
ら
し
え
な
い
と
こ
ろ
に
、
私
ど
も
の
深
い
悩
み
が
あ
り
ま
す
。
教
育

の
悩
み
、
教
育
者
の
悩
み
は
、
こ
の
統
合
の
悩
み
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
統
合
が
、
じ
つ
は
無
限
の
課
題
な
の

か
も
し
れ
な
い
の
と
等
し
く
、
教
育
の
悩
み
も
無
限
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
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勤
　
　
国
語
教
育
と
い
わ
ず
、
教
育
全
般
が
、
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
教
師
個
々
人
の
主
観
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
い
と
な
み

前
　
は
、
ま
っ
た
く
個
人
ご
と
に
特
殊
化
し
て
い
き
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
特
殊
化
が
、
教
師
一
個
人
に
お
い
て
、
情
の
面
に
は
な
は
だ
し
く

か
た
よ
る
と
き
、
し
ば
し
ば
独
善
的
な
教
育
、
国
語
教
育
が
お
こ
っ
て
き
ま
す
。
教
師
が
個
人
と
し
て
熱
心
で
あ
る
は
あ
い
、
－
　
そ

れ
は
ま
っ
た
く
望
ま
し
い
こ
と
で
す
が
、
た
だ
、
そ
の
熱
心
が
、
情
の
面
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
は
あ
い
、
見
て
い
て
、
い
か
に
も
、

理
的
方
法
の
必
要
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

戦
後
の
作
文
教
育
で
は
、
い
わ
ゆ
る
生
活
作
文
の
主
張
な
ど
に
応
じ
て
、
な
ん
で
も
書
け
ば
い
い
の
だ
と
す
る
よ
う
な
傾
向
が
、
か

な
り
び
（
禰
）
浸
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
処
理
不
在
と
い
う
か
、
指
導
さ
れ
な
い
書
き
っ
ぱ
な
し
と
い
う
も
の
が
、
い
っ
た
い
ど
れ
だ

け
の
み
の
り
を
見
せ
た
か
と
い
う
と
、
さ
む
ざ
む
し
い
よ
う
な
状
況
で
あ
る
と
も
言
え
そ
う
で
す
。
な
ん
で
も
書
け
と
言
い
っ
ぱ
な

し

た

と

こ

ろ

に

は

、

理

的

制

御

が

な

か

っ

た

の

で

し

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

私
の
過
去
の
経
験
を
申
し
ま
す
と
、
む
か
し
の
師
範
学
校
時
代
に
、
ひ
と
り
の
国
語
の
先
生
が
、
あ
る
時
間
の
こ
と
、
生
徒
某
く
ん
　
2
0

の
し
た
俳
句
鑑
賞
を
、
極
端
に
ま
で
推
賞
し
ま
し
た
。
推
官
の
こ
と
ば
の
冒
頭
は
、
〃
き
み
は
鑑
賞
家
だ
ぞ
。
〃
と
い
う
は
空
と
は
ー

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
〃
き
み
〃
以
外
の
も
の
は
、
そ
の
と
き
、
な
に
も
着
想
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
み
な
、
′
わ
れ
わ
れ

は
、
非
鑑
賞
家
だ
。
′
と
の
卑
下
感
に
と
ざ
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
席
、
そ
の
ふ
ん
い
き
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
刺
激
の
つ
よ
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
今
、
思
い
お
こ
し
ま
す
。
ふ
し
ぎ
な
こ
と
に
、
某
く
ん
は
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
ま
し
て
、
つ
ぎ
か
ら

の
、
そ
の
先
生
の
国
語
の
時
間
で
は
、
い
ろ
い
ろ
の
発
言
を
し
て
、
活
躍
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
（
し
か
し
、
そ
の
発
言
の
い
ち

い
ち
が
、
み
な
す
ぐ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
）
こ
れ
を
、
極
端
な
こ
と
ば
で
批
評
し
ま
す
と
、
某
く
ん

は
、
一
種
の
病
的
現
象
を
示
し
た
か
に
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
当
の
先
生
が
、
実
力
を
持
っ
た
、
す
ぐ
れ
た
先
生
で
あ
る
こ
と
は
、

か
ね
て
、
私
ど
も
は
、
想
像
が
で
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
生
徒
は
み
な
、
こ
の
先
生
を
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
先
生

の
右
の
鑑
覚
指
導
そ
の
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
L
も
教
育
的
で
は
な
か
っ
た
と
、
今
、
思
わ
れ
る
の
で
す
。
二
人
以
上
の
多
く
の
人
間
に
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教
育
の
手
を
さ
し
の
べ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
合
理
的
な
手
段
を
、
欠
い
て
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
情
的
な
方
法
と

い
う
も
の
が
、
理
的
方
法
（
こ
の
は
あ
い
で
言
う
と
、
多
数
の
も
の
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
手
段
）
か
ら
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い

は
ず
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

つ
ぎ
に
は
、
私
の
、
付
属
学
校
教
生
時
代
の
経
験
を
述
べ
て
み
ま
す
。
む
か
し
の
中
学
校
の
国
語
の
時
間
の
こ
と
で
す
。
教
生
の
某

く
ん
が
、
自
由
詩
を
と
り
あ
つ
か
い
ま
し
た
。
そ
の
教
生
は
、
信
念
の
人
で
、
二
ペ
ー
ジ
い
っ
ぱ
い
に
わ
た
っ
た
、
そ
の
自
由
詩
を
、

く
り
か
え
し
通
読
さ
せ
、
た
だ
読
み
に
読
ま
せ
て
、
味
わ
え
味
わ
え
と
指
導
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
き
お
り
、
自
分
も
こ
れ
を
朗
読

し
て
、
生
徒
諸
く
ん
の
通
読
の
み
ち
び
き
を
し
ま
し
た
。
一
時
間
の
終
わ
っ
た
あ
と
の
批
評
会
の
膚
が
、
ど
ん
な
に
議
論
の
多
い
席
で

あ
っ
た
か
は
、
ど
な
た
に
も
、
想
像
し
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。
世
上
、
説
を
な
す
人
は
、
〝
詩
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
文
芸
と

い
う
も
の
が
、
論
理
で
受
け
と
ら
れ
る
も
の
か
。
〟
と
主
張
し
ま
す
。
そ
し
て
、
情
的
理
解
、
あ
る
い
は
鑑
督
二
辺
例
の
方
向
を
重
ん
一

じ
ま
す
。
が
、
ど
の
よ
う
な
詩
編
に
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
が
、
こ
と
ば
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
い
わ
ば
、
表
現
の
論
　
2
1

理
の
所
産
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
ら
た
く
申
し
て
も
、
全
体
は
、
部
分
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
全
体
－

を
、
部
分
に
分
け
て
わ
る
い
道
理
は
な
く
、
部
分
に
目
を
つ
む
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
道
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
っ
た
い
、
全
一
的
把

握
と
い
う
も
の
は
、
ぱ
く
ぜ
ん
と
し
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
全
体
感
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
は
な
は
だ
し
く
ぼ
く
ぜ
ん
と

し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
鑑
賞
が
、
そ
の
よ
う
な
、
は
く
ぜ
ん
と
し
た
全
体
感
を
ね
ら
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思

い
ま
す
。
言
い
か
え
ま
す
と
、
鑑
賞
と
い
う
情
の
国
語
教
育
に
も
、
理
の
国
語
教
育
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま

り
、
情
の
読
み
か
た
も
、
理
に
し
た
が
っ
た
読
み
か
た
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

い
っ
た
い
、
理
に
し
た
が
え
ば
、
情
的
理
解
が
い
っ
そ
う
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
い
く
は
ず
で
す
。
情
的
理
解
の
進
歩
の
た
め
に
た
い

せ
つ
な
、
理
の
方
法
と
い
う
も
の
を
、
す
て
て
お
い
て
よ
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
に
し
た
が
え
ば
、
情
的
理
解
が
お
も
し
ろ
く
な

く
な
る
と
い
う
よ
う
な
の
は
、
理
に
し
た
が
う
し
た
が
い
か
た
が
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
理
に
し
た
が
え
ば
、



扇
　
ま
す
ま
す
情
的
理
解
が
す
ぐ
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
理
を
尊
重
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
す
。

前
　
　
情
に
生
か
さ
れ
る
、
理
の
教
育
を
尊
重
し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
申
す
鑑
賞
教
育
の
、
万
人
の
道
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
文
芸
の
理
解
と
創
作
と
の
教
育
全
般
が
、
理
的
方
法
を
内
面
に
持
っ
て
し
か
る
べ
き
こ
と
を
、
私
ど
も
は
、
深
く
考
え
た
い
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
た
と
え
ば
文
法
家
が
主
張
す
る
と
し
た
ら
、
あ
る
い
は
浸
透
力
が
よ
わ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
文
芸
家

が
、
そ
う
い
う
主
張
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
に
か
た
く
な
の
人
も
、
思
い
を
新
た
に
し
て
、
そ
の
立
言
を
聞
く
こ
と
か
と
思
い
ま

す
。
私
は
、
そ
う
い
う
文
芸
家
の
ひ
と
り
と
し
て
荻
原
井
泉
水
氏
を
あ
げ
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
井
泉
水
氏
が
説
く
俳
句
理
解

（
1
鑑
賞
）
　
の
方
法
は
、
き
わ
め
て
分
析
的
な
も
の
で
あ
り
、
は
な
は
だ
し
く
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
古
池
や
蛙
と
び
こ

む
水
の
音
」
と
い
う
一
句
で
あ
り
ま
す
と
、
こ
れ
を
、
「
古
池
や
」
と
「
蛙
」
と
「
と
び
こ
む
」
と
「
水
の
音
」
と
に
四
分
し
て
、
四

着
相
互
の
対
応
関
係
を
問
題
に
す
る
と
い
う
方
式
で
す
か
ら
、
ま
こ
と
に
明
快
な
合
理
的
方
法
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
　
2
2

よ
う
な
方
法
を
ふ
ま
え
て
、
高
次
の
情
的
理
解
に
到
達
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

単
純
な
情
の
国
語
教
育
だ
け
で
は
た
り
な
い
こ
と
を
、
初
等
教
育
の
現
場
の
例
を
か
り
て
、
な
お
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
に
、

「
妹
」
と
題
す
る
一
つ
の
作
文
が
あ
り
ま
す
。
小
学
校
四
年
女
子
の
つ
づ
っ
た
も
の
で
す
。

わ
た
し
の
妹
の
名
ま
え
は
、
あ
つ
子
で
す
。
わ
た
し
は
、
妹
を
、
「
あ
っ
ち
ゃ
ん
。
」
と
よ
び
ま
す
。
あ
っ
ち
ゃ
ん
は
、
い
ろ

い
ろ
な
名
ま
え
が
あ
り
ま
す
。

「
あ
っ
ち
ゃ
ん
。
あ
っ
こ
ち
ゃ
ん
。
あ
つ
こ
ち
ゃ
ん
。
あ
ん
こ
。
」

あ
っ
ち
ゃ
ん
が
、
あ
ん
こ
と
い
う
、
あ
だ
な
が
つ
い
て
い
る
あ
っ
ち
ゃ
ん
の
う
え
に
つ
い
て
い
る
あ
を
と
っ
て
つ
け
た
の
で
す
。

わ
た
し
が
、
学
校
へ
、
行
く
時
、
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「
い
っ
て
き
ま
す
。
」

と
い
う
と
、

「
い
く
。
」

と
い
っ
て
、
少
し
は
つ
い
て
来
ま
す
が
、
と
ち
ゅ
う
で
、

「
あ
っ
ち
ゃ
ん
。
か
え
り
。
」

と
い
っ
た
ら
か
え
り
ま
す
。
あ
っ
ち
ゃ
ん
は
、
と
て
も
勉
強
が
す
き
で
す
。
そ
れ
で
、
え
ほ
ん
を
買
っ
て
読
ん
で
い
ま
す
。
買
っ

て
い
る
本
に
、
う
さ
ぎ
の
う
た
が
、
の
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
少
し
ず
つ
、
お
ぼ
え
て
、
い
き
ま
す
。
ぜ
ん
ぶ
お
ぼ
え
る
と
、

う
た
い
ま
す
。
妹
が
う
た
う
と
、

「
う
ー
さ
ぎ
、
な
に
見
て
は
ね
る
。
じ
ゆ
う
ど
ば
お
月
さ
ん
、
見
て
は
ー
ね
る
。
」

と
う
た
い
ま
す
。
う
ー
き
ざ
の
次
、
ま
た
、
同
じ
の
が
あ
る
の
に
、
ぬ
か
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
お
し
ま
い
の
見
て
は
ー
ね
る

の
る
を
強
く
歌
い
ま
す
。
も
う
一
つ
し
っ
て
い
る
の
は
、
か
め
さ
ん
で
す
。
歌
は
、
少
し
し
か
し
り
ま
せ
ん
が
、

「
も
し
か
め
さ
ん
よ
。
せ
か
い
う
ち
で
、
お
ま
え
ほ
ど
。
」

と
歌
い
ま
す
。
う
さ
ぎ
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
ぬ
か
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
同
じ
で
す
が
、
か
め
さ
ん
よ
の
よ
を
強
く
歌
い
な

が
ら
足
を
お
り
ま
げ
ま
す
。

あ
っ
ち
ゃ
ん
の
き
ら
い
な
の
は
、
ね
こ
で
す
。
ね
こ
が
、
い
る
と
、
な
き
が
お
に
な
っ
て
、
と
び
つ
い
て
き
ま
す
。

い
も
う
と
は
、
お
か
ず
を
よ
く
食
べ
て
、
人
の
ぶ
ん
ま
で
食
べ
る
く
ら
い
で
す
。
ご
ほ
ん
は
、
あ
ま
り
食
べ
ま
せ
ん
。
す
む

と
、
手
を
あ
わ
し
て
、

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
。
」

と
い
い
ま
す
。
お
と
う
さ
ん
や
わ
た
し
が
、
い
う
の
を
わ
す
れ
て
い
る
と
、
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「
ご
ち
そ
う
さ
ま
。
」

と
い
っ
て
人
の
ぶ
ん
ま
で
い
い
ま
す
。

い
つ
も
、
お
ば
あ
さ
ん
が
、
お
が
ん
で
い
る
の
で
、
あ
っ
ち
ゃ
ん
も
、
お
い
な
り
さ
ん
や
、
お
み
や
の
前
な
ど
を
と
お
っ
た
時

は
、

「
の
ん
の
さ
ん
。
あ
ん
。
」

と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
お
月
さ
ん
が
で
て
い
る
時
は
「
の
ん
の
さ
ん
。
あ
か
い
ね
ー
。
」
と
い
っ
た
り
し
ま
す
。
い
も
う
と
は
、

わ
た
し
を
、
は
じ
め
は
、
ね
え
ち
ゃ
ん
と
よ
ん
で
い
ま
し
た
が
、
今
は
、
ひ
ろ
子
ね
え
ち
ゃ
ん
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
い
も
う
と

は
、
よ
だ
れ
が
よ
く
で
る
の
で
こ
ま
り
ま
す
。

（
『
う
し
お
』
第
一
六
二
号
）

こ
の
作
文
を
批
評
す
る
先
生
の
こ
と
ば
は
、
「
妹
の
よ
う
す
を
よ
く
見
て
、
博
子
さ
ん
ら
し
い
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
の
が
よ
ろ
し

い
。
」
と
い
う
の
で
す
。
肯
定
す
る
気
も
ち
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
（
そ
こ
に
先
生
の
美
し
い
心
情
を
見
て
と
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
）
、

こ
れ
だ
け
の
指
導
で
は
、
要
を
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
文
章
を
書
い
た
博
子
さ
ん
が
、
こ
の
批
評
を
得
て
、
い
っ
た
い
な
に
を
自

分
の
も
の
と
し
う
る
で
し
ょ
う
か
。
は
め
ら
れ
た
と
い
う
感
情
を
動
か
す
ぐ
ら
い
で
、
こ
と
は
終
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
作
文
の
指
導
と
し
た
ら
、
や
は
り
、
こ
れ
を
こ
う
言
う
こ
と
が
何
に
な
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
を
、
は
っ
き
り

と
考
え
て
、
た
し
か
に
た
め
に
な
る
よ
う
な
批
評
を
す
べ
き
で
す
。
つ
ま
り
、
情
的
な
指
導
方
法
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
理
的
に
吟
味

し
て
の
指
導
を
、
あ
わ
せ
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
博
子
さ
ん
は
、
批
評
の
先
生
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
無
邪
気
に
、

妹
さ
ん
の
よ
う
す
を
い
ろ
い
ろ
と
と
り
あ
げ
て
い
ま
す
。
無
邪
気
で
あ
る
の
で
す
が
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
じ
つ
は
無
思
慮
に
、
あ
れ
こ

れ
の
事
実
を
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
の
指
導
と
し
て
は
、
も
し
時
間
の
余
裕
が
あ
る
な
ら
ば
、
本
人
に
、
〃
い
っ
た
い
ど
れ

だ
け
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
か
ぞ
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
〃
と
は
た
ら
き
か
け
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
す
く
な
く
と
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も
、
〃
あ
な
た
の
、
な
か
で
も
言
い
た
い
こ
と
は
、
ど
れ
と
ど
れ
な
の
。
〃
と
い
っ
た
よ
う
な
問
い
が
、
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

が
理
的
指
導
法
で
す
。
そ
の
よ
う
な
問
い
に
よ
っ
て
、
作
者
に
、
全
文
を
反
省
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
も
う
い
っ
ぺ
ん
書
き
な

お
し
て
み
よ
う
と
す
る
意
欲
を
お
こ
さ
せ
た
ら
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
お
も
し
ろ
い
作
文
を
、
今
、
実
例
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
う
い

う
文
章
を
見
る
と
、
野
は
な
し
の
情
的
指
導
方
法
だ
け
で
は
、
も
は
や
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
り
、
情
的
方
法
と
理
的
方

法
と
の
相
関
の
緊
要
な
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

作
文
指
導
の
は
あ
い
、
も
っ
と
も
書
き
た
い
こ
と
を
発
見
さ
せ
る
指
導
が
、
だ
い
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
書
き
た
い
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
作
者
が
と
び
つ
い
て
い
け
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
情
的
に
快
い
こ
と
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
て
、
そ
の
書
き
た

い
も
の
を
、
わ
ざ
わ
ざ
ひ
き
の
は
し
て
書
い
た
り
は
し
な
い
で
、
て
み
じ
か
に
ま
と
め
る
よ
う
に
さ
せ
ま
す
。
短
作
文
で
す
。
そ
う
い

う
簡
潔
な
ま
と
め
か
た
を
さ
せ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
作
文
の
理
的
な
指
導
法
と
言
え
ま
す
。

短
作
文
に
せ
よ
、
長
作
文
に
せ
よ
、
書
い
た
も
の
に
つ
い
て
、
よ
く
句
読
点
を
検
討
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
情
的
に
書
か

れ
た
も
の
を
、
理
的
に
洗
練
さ
せ
る
簡
便
な
方
法
で
あ
り
ま
す
。

書
い
て
発
表
す
る
の
で
な
く
て
、
話
し
て
発
表
す
る
、
い
わ
ば
話
す
こ
と
に
関
し
て
も
、
も
っ
と
も
話
し
た
い
こ
と
の
発
見
と
か
、

ま
た
、
そ
れ
を
て
み
じ
か
に
ま
と
め
る
こ
と
と
か
、
作
文
に
関
し
て
考
え
た
の
と
同
じ
ょ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
作

ま

文
の
は
あ
い
の
句
読
点
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
、
話
し
の
は
あ
い
の
問
の
お
き
か
た
、
す
な
わ
ち
話
し
こ
と
ば
で
の
句
読
点
が
、
ま

た
、
問
題
に
な
り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
研
究
上
、
簡
単
な
は
あ
い
を
と
り
あ
げ
て
、
情
を
重
ん
じ
る
べ
き
こ
と
を
つ
よ
く
考
え
る
と
と
も
に
、
理
の
面
を
も
あ

わ
せ
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
、
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
簡
単
な
は
あ
い
に
つ
け
ば
、
情
的
方
法
と
理
的
方
法
と
を
相
関
さ

せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
、
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
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三
　
理
と
情

理
に
も
と
づ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
お
も
い
き
り
想
像
す
る
よ
う
に
し
む
け
れ
ば
、
相
手
が
た
は
、
つ
ね
に
た
の
し
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
は
じ
め
か
ら
、
情
の
世
界
に
、
は
い
れ
は
い
れ
と
、
ど
の
よ
う
に
し
む
け
て
も
、
は
い
れ
な
い
も
の
は
は
い
れ
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
理
に
も
と
づ
き
ま
す
と
、
力
の
よ
わ
い
も
の
も
、
は
い
り
よ
う
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
、
理
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
し

た
が
っ
て
、
な
か
へ
は
い
っ
て
行
く
こ
と
が
、
多
少
と
も
で
き
る
の
で
す
。

「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜
」
と
い
う
俳
句
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
句
を
児
童
・
生
徒
の
前
に
出
し
て
、
さ
て
、
味
わ
え
味
わ
え
と

せ
め
た
て
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
つ
い
に
は
い
っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、
多
数
の
こ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
徹
底
的

に
、
こ
の
一
句
を
解
剖
さ
せ
て
み
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
教
師
と
し
て
は
、
理
的
方
法
を
用
い
て
、
相
手
が
た
に
、

も
の
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜
」
は
、
区
切
っ
て
み
ま
す
と
、
「
奈
良
」
と

い
う
こ
と
ば
と
、
「
七
重
」
と
い
う
こ
と
ば
と
、
「
七
堂
伽
藍
」
と
い
う
こ
と
ば
と
、
「
八
重
桜
」
と
い
う
こ
と
ば
と
の
、
四
つ
の
こ

と
ば
に
分
か
れ
ま
す
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
四
つ
が
、
一
句
の
素
材
で
す
。
こ
れ
以
外
は
何
も
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
の
四
つ
を

区
分
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
ま
ず
は
、
こ
の
俳
句
の
理
解
の
入
り
口
に
立
ち
得
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
四
つ
、
「
奈
良
」
と
「
七
重
」

と
「
七
堂
伽
藍
」
と
「
八
重
桜
」
と
さ
え
と
ら
え
た
ら
、
そ
の
四
つ
の
も
の
を
、
ど
の
よ
う
に
結
び
あ
わ
せ
て
考
え
よ
う
と
、
考
え
る

人
の
自
由
で
あ
り
ま
す
。
お
お
い
に
考
え
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
存
分
に
結
び
あ
わ
さ
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
、
美
し
い
情
の
国

語
教
育
が
開
け
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
理
に
徹
し
た
と
こ
ろ
で
、
し
ぜ
ん
に
、
情
の
教
育
の
花
が
咲
く
の
で
す
。

散
文
の
例
を
見
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
「
神
は
愛
な
り
。
」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
神
は
、

愛
な
の
で
し
ょ
う
か
。
神
は
、
神
で
あ
る
に
は
か
な
り
ま
す
ま
い
。
な
に
も
神
は
愛
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
通
常
、
世
の
中
で
は
、

26



揺一章　理の国語教育と情の国語教育

神
は
愛
な
り
と
言
わ
れ
る
と
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
も
ち
に
な
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

「
神
は
愛
な
り
。
」
と
い
う
一
セ
ソ
テ
ソ
ス
を
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
解
剖
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
解
剖
し
て
み
る
と
、
じ
つ
は
、
神

は
神
で
は
な
い
か
、
べ
つ
に
愛
で
は
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
反
問
が
、
し
ぜ
ん
に
わ
い
て
き
ま
す
。
じ
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
反
問
か
ら

し
て
、
こ
の
セ
ソ
テ
ソ
ス
の
言
お
う
と
す
る
真
意
も
、
し
だ
い
に
よ
く
つ
か
め
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

例
の
『
徒
然
草
』
の
序
段
に
、
「
あ
や
し
う
こ
そ
も
の
ぐ
る
は
し
け
れ
。
」
と
い
う
結
び
の
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
解
剖
し
て

ヽ

　

ヽ

み
ま
す
と
、
「
あ
や
し
う
こ
そ
　
も
の
ぐ
る
は
し
け
れ
。
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
ば
あ
い
の
「
こ
そ
」
は
、
「
何
々
こ
そ
よ
け
れ
。
」
と

い
っ
た
よ
う
な
、
主
述
関
係
の
ば
あ
い
の
「
こ
そ
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
的
追
求
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
究
明
を
し
て
こ
そ
、
こ
こ

の
こ
と
ば
づ
か
い
の
深
い
情
的
理
解
も
、
で
き
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
ど
も
は
、
理
に
も
と
づ
く
こ
と
の
重
要
性
を
考

え
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

情
的
理
解
に
し
て
も
、
′
思
考
力
で
も
っ
て
、
情
的
に
理
解
す
る
。
！
と
で
も
い
う
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
か
と
思
う
の
で
す
。

！
情
を
理
で
理
解
す
る
。
′
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
み
た
い
の
で
す
。
こ
う
な
る
と
、
情
の
国
語
教
育
も
、
理
の
国
語
教
育
も
、
一
丸

と
な
っ
て
、
「
理
の
国
語
教
育
」
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
「
理
」
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
柔
軟
な
、

い
き
い
き
と
し
た
「
理
」
で
あ
り
ま
す
。

読
解
に
関
し
て
、
理
に
も
と
づ
く
べ
き
こ
と
の
重
要
性
を
、
端
的
に
指
摘
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
な
文
章
の
理
解
に
も
せ

よ
、
読
解
は
、
つ
ね
に
、
文
章
を
組
み
立
て
て
い
る
一
文
一
文
を
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
す
る
と
、
一
文
一
文
を
、
理
解

し
、
把
握
す
る
能
力
が
、
ま
ず
た
い
せ
つ
と
な
り
ま
す
。
こ
の
能
力
は
、
文
を
意
識
す
る
力
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
る

と
、
読
解
の
教
育
は
、
文
意
識
を
訓
練
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
基
本
と
す
べ
き
こ
と
に
な
り
ま
す
。
文
意
識
の
教
育
、
あ
る
い
は
文
の

教
育
と
い
う
も
の
の
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
セ
ン
チ
ソ
ス
の
終
わ
り
は
、
「
。
」
が
つ
け
て
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
句
点
を
見
つ
め
る
力
を
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
だ
い
じ
と
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
指
導
が
、
読
解
教
育
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に
、
ま
ず
理
を
と
お
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

前
　
聞
く
こ
と
の
教
育
に
し
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
っ
て
、
相
手
が
た
の
話
し
を
、
一
文
一
文
の
形
に
と
り
わ
け
て
、
順
次
と
ら
え

て
い
く
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
、
指
導
の
要
点
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
文
意
識
の
教
育
、
文
の
教
育
が
だ
い
じ
と
な
っ
て
き
ま
す
。

聞
く
こ
と
の
指
導
が
、
ま
ず
理
に
も
と
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

文
章
を
作
ら
せ
る
は
あ
い
も
、
同
様
で
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、
理
に
し
た
が
い
、
理
を
追
っ
て
い
く
よ
う
に
し
む
け
ま
す
。
理
的
に

組
み
上
げ
て
い
く
こ
と
を
、
第
一
義
と
さ
せ
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
文
章
は
、
理
の
が
わ
か
ら
見
て
、
み
な
無
理
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
情
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
そ
の
情
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
直
前
に
お
い
て
、
み
な
理
的
に
す
ぐ
れ
て
い
ま
す
。

鴎
外
、
漱
石
な
ど
の
、
す
ぐ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
実
例
を
、
す
ぐ
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

理
的
に
す
ぐ
れ
過
ぎ
る
と
、
情
的
に
は
変
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
情
的
に
変
に
な
る
な
ど
と

い
う
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
理
的
に
す
ぐ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
理
的
に
す
ぐ
れ
て
く
れ
は
、
た
と
え
ば
、
志
賀
直
哉

氏
の
文
章
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
芥
川
竜
之
介
の
『
鼻
』
の
書
き
出
し
の
一
段
落
に
し
て
も
、
す
ば
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
私
は
、
こ
の
ご
ろ
、
作
家
の
司
馬
遼
太
郎
氏
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
そ
の
会
話
の
さ
せ
か
た
に
注
意
を
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
見
え
る
、
は
つ
ら
つ
と
し
た
理
と
い
う
も
の
は
、
私
ど
も
の
目
を
、
し
ば
し
ば
ひ
き
つ
け
ま
す
。
て
き
ぱ
き
と
し
た
、
飛
躍
的

な
会
話
の
さ
せ
か
た
、
そ
こ
に
は
、
司
馬
遼
太
郎
氏
の
独
自
の
「
会
話
の
理
」
の
し
く
み
が
あ
り
ま
す
。
つ
い
で
な
が
ら
、
吾
川
英
治

以
降
の
す
ぐ
れ
た
時
代
小
説
作
家
の
出
現
を
見
て
き
ま
し
た
私
の
目
に
は
、
お
の
お
の
の
作
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
独
特
の
会
話
の
さ

せ
か
た
で
登
場
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
「
会
話
の
理
」
が
、
作
家
か
ら
作
家
へ
と
、
新
し
い
展
開
を
見
せ
て
き
た
の

が
、
今
日
の
時
代
小
説
の
歴
史
的
展
開
で
あ
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
時
代
小
説
作
家
に
か
ぎ
ら
ず
、
多
く
の
作
家
が
、
作
家

独
自
の
「
会
話
の
理
」
を
も
っ
て
登
場
し
た
と
い
う
よ
う
に
も
、
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
範
囲
を
、
会
話
に
限
り
ま
し
た

が
、
文
芸
の
創
作
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
す
ぐ
れ
た
理
的
根
拠
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
そ
こ
で
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
り
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ま
す
。情

の
教
育
に
ま
で
生
き
る
理
の
教
育
が
、
ま
っ
と
う
な
理
の
教
育
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
、
多
言
を
要
し
ま
す
ま
い
。
理
を
理
と

し
て
せ
め
て
い
く
こ
と
が
、
や
が
て
、
情
の
開
花
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
理
の
せ
め
か
た
が
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

四
　
情
理
を
つ
く
し
て

前
二
項
で
申
し
述
べ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
私
ど
も
は
、
教
育
上
、
情
理
を
つ
く
す
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
世
に
、
「
情
理

を
つ
く
し
て
」
と
言
い
な
ら
わ
し
て
い
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
あ
れ
で
あ
り
ま
す
。

小
学
校
の
低
学
年
に
、
わ
か
ち
書
き
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
は
、
読
書
の
た
め
に
、
そ
の
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
読
解
を

た
す
け
る
た
め
に
、
方
法
上
、
情
理
を
つ
く
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。
わ
か
ち
書
き
は
、
分
け
て
、
あ
え
て
区
切
り
な
が

ら
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
読
む
よ
う
に
し
む
け
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
無
事
に
、
す
ら
す
ら
と
読
ん
で
も
ら

い
た
い
の
が
、
わ
か
ち
書
き
の
瞑
望
で
す
。
正
確
に
読
め
て
、
し
か
も
、
こ
だ
わ
り
な
し
に
読
め
る
よ
う
に
、
も
の
ご
と
の
手
配
を
し

た
の
が
、
わ
か
ち
書
き
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
か
ち
書
き
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
精
神
に
立
つ
も
の
の
は
ず
で
す
。

そ
う
い
う
趣
旨
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
じ
つ
は
、
わ
か
ち
書
き
の
方
法
も
、
は
じ
め
に
こ
ま
か
く
分
け
た
方
法
か
ら
、
い
っ
き
ょ
に
分

け
な
い
方
法
へ
と
移
る
の
で
は
な
く
、
な
お
中
間
に
、
大
き
く
分
け
た
方
法
を
お
い
て
、
や
が
て
分
け
な
い
方
へ
移
ら
せ
る
よ
う
に
す

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
間
段
階
を
考
え
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
わ
か
ち
書
き
の
精
神
を
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
は
ふ
ま
え
て
い
な

い
点
が
あ
る
と
し
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
か
。
情
理
を
つ
く
し
て
と
い
う
方
法
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
点
を
検
討
し
て
み
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

29



前　　編

つ
ぎ
に
、
た
と
え
ば
、
中
等
学
校
の
国
語
の
教
朴
書
に
、
い
わ
ゆ
る
単
一
軍
組
織
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
、
単
元
を
本
位
に
し
た
教
材

組
織
は
、
国
語
教
育
の
教
科
書
の
た
め
、
い
わ
ば
、
情
理
を
つ
く
そ
う
と
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
生

活
に
根
ざ
し
た
単
元
の
思
想
を
の
は
す
こ
と
と
、
単
元
か
ら
単
元
へ
の
組
織
立
て
を
厳
密
に
し
て
い
く
こ
と
と
は
、
国
語
教
育
研
究
の

進
歩
を
意
味
す
る
も
の
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
し
て
も
、
実
際
の
も
の
に
つ
い
て
見
る
と
、
第
一
単
元
か
ら
第
二
単
元
へ
の
移
行
が
順
調
で
な
か
っ
た
り
、
ま
た
、
第
二
単

元
と
第
三
単
元
と
の
関
係
は
順
調
で
あ
っ
て
も
、
第
三
単
元
と
第
一
単
元
と
の
間
接
的
な
関
係
が
異
常
で
あ
っ
た
り
、
な
ど
な
ど
す
る

こ
と
が
、
と
き
に
見
ら
れ
る
の
は
、
情
理
の
つ
く
し
か
た
の
不
徹
底
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
教
科
書
批
判
の
必
要
な
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
一
個
の
教
材
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
文
章
教
材
に
限
っ
て
見
ま
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
鴎
外
の
『
高
瀬
舟
』
と
い
う
よ
う

な
作
品
が
、
お
お
は
ば
に
採
ら
れ
て
い
る
の
な
ど
、
情
理
を
つ
く
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
近
ご
ろ
、
私
は
、
学

生
諸
く
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、
『
高
瀬
舟
』
の
一
部
を
読
む
機
会
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
感
じ
た
こ
と
は
、
鴎
外
が
、
い
か
に
も

よ
く
、
私
ど
も
に
、
文
章
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
と
ば
を
考
え
に
考
え
て
使
っ
た
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
か
ら
、
私
ど
も
に
、
な
に
か
と
多
く
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
た
の
し
ん
で
、
こ
れ
を
読
ん
だ

の
で
し
た
。
そ
し
て
、
私
の
ひ
そ
か
に
思
っ
た
こ
と
は
、
′
い
か
に
も
、
こ
れ
は
、
文
章
の
理
と
情
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
な
。
ノ
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
い
わ
ば
、
情
理
を
つ
く
し
た
名
文
章
と
い
う
よ
う
に
受
け
と
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
鴎
外
の
文
章
製
作
者

と
し
て
の
セ
ソ
ス
に
敬
服
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
簡
単
な
一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
『
高
瀬
舟
』
と
い
う
題
名
が
五

音
で
で
き
て
い
て
、
登
場
す
る
人
物
の
、
「
庄
兵
衛
」
は
四
音
、
「
喜
助
」
は
三
音
で
す
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
、
申
し
分
の
な

い
、
理
と
情
と
の
一
致
が
く
み
と
れ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
セ
ソ
テ
ソ
ス
が
あ
り
ま
す
。
「
庄
兵
衛
は
喜
助

の
顔
を
ま
も
り
つ
つ
又
、
『
喜
助
さ
ん
』
と
呼
び
掛
け
た
。
」
　
こ
こ
に
出
て
く
る
、
「
喜
助
さ
ん
」
。
『
高
瀬
舟
』
を
読
ん
で
、
こ
の
、
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「
喜
助
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
く
る
と
、
い
や
お
う
な
し
に
、
深
い
感
銘
を
お
ぼ
え
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
も

っ
と
も
適
当
な
と
こ
ろ
で
、
も
っ
と
も
適
当
な
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
理
を
み
が
き
、
情
を
衣
が
い
て
、
そ
の
、

理
・
情
を
つ
く
し
て
、
鴎
外
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
う
み
出
し
た
と
考
え
ま
す
。
俗
に
、
名
文
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
が
、
つ

ね
に
世
に
生
き
る
で
あ
ろ
う
名
文
と
い
え
ば
、
要
す
る
に
、
情
理
の
つ
く
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
中
学
校
一
年
生
の
男
子
の
自
由
詩
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
す
。

ス
ト
ー
ブ

赤
茶
色
に
さ
び
つ
い
た
ス
ト
ー
ブ

教
室
の
す
み
っ
こ
に

大
き
く
じ
ん
ど
っ
て
い
る
ス
ト
ー
ブ

で
も
水
は

赤
く
に
ご
り

松
ぼ
っ
く
り
が
う
か
ん
で
い
る

だ
れ
も
あ
た
っ
て
く
れ
な
い

淋
し
そ
う
に
し
て
い
る
ス
ト
ー
ブ

真
冬
に
赤
く
も
え
た

元
気
な
姿
は
も
う
見
ら
れ
な
い

僕
は
い
い
ん
だ

来
年
は
ま
た
う
ん
と
働
く
よ

（
『
う
し
お
』
第
二
ハ
二
号
）
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十
二
行
の
詩
で
す
。
（
途
中
の
区
切
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）
私
は
、
こ
れ
を
読
み
か
え
し
て
、
い
か
に
も
、
理
と
情
と
を
兼
ね
た
作
品

だ
な
と
思
う
の
で
す
。
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
、
理
と
情
と
を
あ
わ
せ
る
あ
わ
せ
か
た
が
、
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。
七
行
め

の
「
だ
れ
も
あ
た
っ
て
く
れ
な
い
」
、
八
行
め
の
「
淋
し
そ
う
に
し
て
い
る
ス
ト
ー
ブ
」
、
こ
の
二
行
に
き
ま
し
て
、
い
わ
ば
、
作
者
の
感

情
移
入
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
終
わ
り
の
二
行
に
な
る
と
、
「
僕
は
い
い
ん
だ
　
来
年
は
ま
た
う
ん
と
働
く
よ
」
と
、
自
分
が
、

ス
ト
ー
ブ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
移
り
行
き
は
、
ご
く
し
ぜ
ん
に
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
六
行
め
、
「
松
ぼ
っ
く
り

が
う
か
ん
で
い
る
」
と
い
う
の
が
、
じ
つ
に
、
た
い
せ
つ
な
一
行
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
最
初
に
、
こ
の
一
行
に
ひ
か
れ
ま

し
た
。
「
赤
く
に
ご
っ
た
水
の
な
か
に
、
松
ぼ
っ
く
り
が
う
か
ん
で
い
る
。
」
と
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
作
者
の
、
理
的
な
と
ら
え
か
た

と
、
情
的
な
と
ら
え
か
た
と
が
、
さ
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
、
「
松
ぼ
っ
く
り
が
う
か
ん
で
い
る
」
の
と
こ
ろ
か
ら
、
作

者
の
情
が
、
色
こ
く
出
始
め
る
の
で
す
。
そ
れ
を
受
け
て
、
つ
ぎ
は
、
「
だ
れ
も
あ
た
っ
て
く
れ
な
い
」
　
と
い
う
感
情
移
入
の
表
現

で
す
。
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
、
も
う
い
っ
ぺ
ん
全
体
の
十
二
行
を
し
ら
べ
て
み
ま
す
と
、
全
体
は
、
六
行
と
六
行
と
に
分
か
れ
て
、

前
半
の
六
行
め
が
、
ち
ょ
う
ど
、
「
松
ぼ
っ
く
り
が
う
か
ん
で
い
る
」
で
す
。
分
け
る
と
す
れ
ば
、
前
後
二
連
に
わ
け
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
、
こ
の
作
品
を
、
私
は
、
理
的
把
握
か
ら
情
的
把
握
へ
と
展
開
し
た
、
理
情
兼
備

の
美
し
い
作
品
と
理
解
す
る
の
で
す
。

「
倫
理
学
」
と
い
う
学
問
が
あ
り
ま
す
。
「
倫
理
学
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
か
ね
て
、
こ
の
こ
と
ば
に
注
意
し
て

き
ま
し
た
。
こ
こ
で
も
、
ま
た
、
理
と
情
の
論
を
用
い
ま
す
な
ら
ば
、
「
倫
理
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
独
特
の
ひ
び
き
を
も
っ
た
こ
と

ば
で
、
こ
れ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
美
し
い
情
が
ま
つ
わ
っ
て
い
る
と
も
言
え
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
国
語
教
育
に
関
し
て

も
、
′
国
語
教
育
倫
理
学
′
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
私
は
思
い
ま
す
。
理

と
情
と
を
兼
ね
備
え
る
よ
う
に
す
る
と
か
、
情
理
を
つ
く
す
と
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
国
語
教
育
の
倫
理
か
も
し
れ
な
い
、
国
語
教

育
倫
理
学
の
課
題
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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五
　
理
と
情
と
の
基

－

　

　

こ

　

と

　

ば

　

　

ー

理
を
と
お
す
の
に
も
、
こ
と
ば
が
い
り
ま
す
。
情
を
に
じ
ま
せ
る
の
に
も
、
こ
と
ば
が
い
り
ま
す
。
理
を
読
み
と
り
、
聞
き
と
る
の

に
も
、
こ
と
ば
に
よ
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
情
を
読
み
と
り
、
聞
き
と
る
の
に
も
、
こ
と
ば
に
よ
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
す

べ
て
は
、
こ
と
ば
か
ら
出
発
し
、
こ
と
ば
に
か
え
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
理
と
情
と
の
教
育
の
た
め
に
は
、
理
の
国
語
教
育
と
情
の

国
語
教
育
の
た
め
に
は
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
す
。
国
語
教
育
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
理

と
情
と
の
国
語
教
育
に
な
り
、
理
と
情
と
の
国
語
教
育
は
、
要
点
的
に
は
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
国
語
教
育
に
な
っ
て
き
ま
す
。
　
一

こ
と
ば
を
見
つ
め
る
と
は
、
こ
と
ば
を
た
ど
っ
て
、
お
さ
え
て
、
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
を
、
と
ら
え
て
考
え
　
お

る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
と
ば
に
即
し
て
考
え
て
い
け
ば
、
理
も
、
整
え
ら
れ
（
表
現
）
、
か
つ
、
深
く
と
ら
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
（
理
解
）
。
情
も
、
整
え
ら
れ

（
表
現
）
、
か
つ
、
深
く
と
ら
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
（
理
解
）
。

こ
と
ば
は
、
ひ
と
こ
と
ば
ひ
と
こ
と
は
を
と
ら
え
て
い
く
べ
き
も
の
で
す
。
ひ
と
こ
と
ば
が
た
い
せ
つ
で
す
。
こ
と
ば
を
見
つ
め
る

こ
と
の
だ
い
じ
さ
を
知
る
と
は
、
ひ
と
こ
と
ば
が
お
ろ
そ
か
に
で
き
な
い
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
教
師
の
教
育
技

能
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
ま
っ
た
く
、
こ
と
ば
を
正
し
く
見
て
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
、
技
能
で
あ
っ
て
し
か

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
一
語
が
、
し
ば
し
ば
一
文
に
な
っ
て
は
た
ら
き
ま
す
。
そ
の
ば
あ
い
に
よ
く
わ
か
る
と
お
り
、
一
語
の
力
と
い
う
も
の
は
、

ま
こ
と
に
大
き
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
国
語
教
育
と
い
わ
ず
、
す
べ
て
の
教
育
は
、
一
語
一
語
で
お
こ
な
っ
て
い
く
教
育
で
も
あ
り
ま



録
　
し
よ
う
か
し
た
外
サ
て
、
そ
こ
で
は
㍉
今
い
う
、
大
き
な
は
た
ら
き
を
掛
？
た
芸
竺
静
秒
、
そ
れ
ぞ
れ
秒
生
命
を
、
芸
に
見
芸

前
　
て
い
く
心
が
け
が
い
り
ま
す
。
見
そ
こ
ね
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
一
語
尊
重
の
念
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
こ
こ
に
要
求

さ
れ
て
い
ま
す
。

一
語
を
、
さ
ら
に
、
一
語
二
文
と
言
い
進
め
ま
し
ょ
う
。
一
文
が
、
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
旅
行
中
の
汽
車
の

な
か
で
な
ど
、
一
文
の
ね
う
ち
の
じ
つ
に
大
き
い
の
を
痛
感
す
る
こ
と
な
ど
が
、
だ
れ
に
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
と

き
の
こ
と
で
し
た
。
広
島
駅
で
、
私
が
、
乗
車
し
て
座
席
に
着
い
て
い
ま
す
と
、
発
車
ま
近
に
と
び
乗
っ
て
き
た
一
青
年
が
、
私
の
そ

ば
に
膜
か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
か
れ
は
、
語
る
と
も
な
く
、
私
に
語
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
〝
一
口
も
言
え
な
か
っ
た
ん
で
す
。
〃

と
い
う
一
文
の
表
現
で
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
私
は
、
は
っ
と
な
り
ま
し
た
が
、
と
っ
さ
に
は
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や

が
て
、
窓
べ
を
走
る
女
性
に
気
が
つ
い
て
、
察
し
が
つ
い
た
の
で
す
。
こ
の
男
青
年
は
、
送
っ
て
き
た
い
い
な
ず
け
の
女
性
に
、
一
口
一

も
言
え
な
い
で
乗
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
（
雪
の
中
を
郡
部
か
ら
出
て
き
て
、
や
っ
と
汽
車
に
乗
れ
た
と
い
う
男
青
年
。
町
に
　
誕

住
む
女
性
は
、
早
く
か
ら
駅
に
来
て
い
た
の
で
し
た
。
）
私
は
、
〝
言
も
言
え
な
か
っ
た
ん
で
す
。
〃
と
い
う
妄
の
、
千
金
の
重
－

み
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
深
く
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
・
ほ
ん
と
う
に
、
こ
れ
以
外
の
言
い
か

た
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
の
国
語
教
育
の
現
場
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
、
生
活
の
表
現
に
み
ち
み

ち
た
現
場
で
す
。
こ
れ
に
対
処
す
る
国
語
教
育
者
に
、
一
語
一
文
尊
重
の
精
神
が
緊
要
で
あ
る
こ
と
は
、
じ
つ
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
し

ょ
え
ノ
0

理
と
情
と
の
基
は
こ
と
ば
で
あ
る
と
、
は
じ
め
に
書
き
記
し
ま
し
た
。
す
べ
て
、
こ
と
ば
に
即
応
す
る
と
き
、
仕
事
の
効
果
が
、
確

実
に
あ
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
と
ば
を
お
さ
え
た
ら
、
す
ぐ
に
、
お
さ
え
た
だ
け
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
児
童
・
生
徒
の
諸
く
ん
に
、

こ
と
ば
を
お
さ
え
れ
ば
お
さ
え
た
だ
け
効
果
が
あ
る
こ
と
を
、
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
、
急
務
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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六
　
普
遍
の
国
語
教
育
法

「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
方
法
の
、
弁
別
的
な
把
握
は
、
国
語
教
育
に
と
っ
て
、
原
本
的
に
重
要
な
こ
と
だ
と

考
え
ま
す
。
「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
の
提
言
は
、
国
語
教
育
の
方
法
原
理
を
言
う
も
の
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
る
の
で

あ
り
ま
す
。
近
来
と
言
わ
ず
、
相
当
の
過
去
か
ら
、
わ
が
国
語
教
育
史
上
で
は
、
国
語
教
育
思
潮
の
変
動
が
、
か
な
り
は
な
は
だ
し
い

あ
り
さ
ま
で
し
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
理
由
の
あ
る
こ
と
な
が
ら
、
私
ど
も
は
、
普
遍
的
な
国
語
教
育
法
と
い
う
理
念
を
、
た
い
せ

つ
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
趣
旨
に
立
脚
し
て
、
私
は
、
「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
主
張

を
し
て
い
ま
す
。

こ
と
ば
を
見
つ
め
、
こ
と
ば
に
即
応
す
る
こ
と
の
基
本
的
重
要
性
は
、
ま
ず
、
無
始
無
終
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
と

の
表
裏
関
係
に
お
い
て
、
私
は
、
「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
の
い
き
か
た
を
、
永
遠
的
な
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。
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第
二
章
　
理
　
の
国
語
教
育

一
理
の
国
語
教
育
の
側
面

理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
と
を
兼
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
本
体
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
は
、
ひ
と
ま
ず
、
両
者
を
分
析

し
て
、
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

分
け
て
考
え
ら
れ
る
二
つ
、
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
と
で
は
、
「
理
」
　
の
方
か
ら
考
え
て
行
く
の
が
順
当
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
と
に
、
従
来
の
国
語
教
育
の
歩
み
を
か
え
り
み
ま
す
と
、
理
の
国
語
教
育
の
側
面
を
、
ま
ず
強
調
す
べ
き
必
要
を
お
ぼ
え
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
国
語
教
育
の
方
法
は
、
と
か
く
心
理
主
義
的
に
も
技
術
化
さ
れ
て
、
理
的
な
鍛
練
が
お
ろ
そ
か
で
し
た
。

今
は
、
す
じ
ぶ
と
い
、
理
的
鍛
練
の
国
語
教
育
を
ど
っ
し
り
と
う
ち
立
て
る
た
め
、
「
理
の
国
語
教
育
」
　
の
考
え
を
優
先
さ
せ
る
こ
と

が
だ
い
じ
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

理
の
国
語
教
育
は
、
理
に
よ
る
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
理
を
た
ど
る
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
理
を
と
お
し
、
理
を
つ
く
す
国
語

教
育
で
あ
り
ま
す
。
ま
と
め
た
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
理
的
に
せ
め
て
い
く
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
、
1
－
－
こ
の
よ
う
な
せ

め
か
た
を
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
生
活
の
な
か
で
、
生
活
の
現
場
で
お
こ
な
う
の
で
す
。
理
の
国
語
教
育
は
、
け
っ
し
て
理
く
つ
っ
ぼ

い
も
の
で
は
な
く
、
ひ
か
ら
び
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
の
現
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
理
の
国
語
教
育
は
、
や
が
て
、
情
の
国
語
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教
育
と
ぴ
っ
た
り
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
情
の
国
語
教
育
に
な
っ
て
も
い
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

教
材
研
究
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
と
き
に
は
、
こ
れ
が
、
国
語
教
育
の
仕
事
の
、
あ
る
い
は
国
語
教
育
の
研
究
の

一
部
の
こ
と
の
よ
う
に
言
わ
れ
が
ち
で
す
。
一
部
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
相
手
の
生
活
に
即
し
た
教
材
研
究
こ
そ
、
国
語
教
育

を
理
的
に
追
求
し
て
い
く
、
だ
い
じ
な
仕
事
だ
と
考
え
ま
す
。
教
育
内
容
と
し
て
の
教
材
を
、
で
き
る
だ
け
深
く
処
理
す
る
こ
と
が
、

国
語
教
育
の
全
般
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
深
い
処
理
は
、
理
を
と
お
す
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
教
材
研
究
と
い
う
国
語
教
育
の
本
質
部
分
が
、
理
の
国
語
教
育
に
か
か
わ
る
重
大
作
業
と
さ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。

大
学
で
の
国
語
教
育
研
究
な
ど
の
は
あ
い
に
は
、
こ
と
に
、
以
上
の
よ
う
な
理
の
国
語
教
育
を
、
研
究
上
、
重
視
す
べ
き
で
は
な
い

ヽ

　

ヽ

で
し
ょ
う
か
。
方
法
の
国
語
教
育
か
、
も
の
の
国
語
教
育
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
す
れ
ば
、
方
法
に
関
し
て
よ
り
も
、
も
の

ヽ

　

ヽ

に
関
し
て
、
教
育
内
容
に
関
し
て
、
深
く
は
り
さ
げ
て
い
く
の
が
、
大
学
で
の
国
語
教
育
研
究
だ
と
思
い
ま
す
。
も
の
に
即
し
て
、
教

育
の
理
論
を
求
め
る
と
・
い
う
よ
う
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
に
即
応
し
ょ
う
と
す
る
態
度
の
国
語
教
育
研
究

が
、
こ
こ
に
望
ま
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、
大
学
で
の
国
語
教
育
研
究
に
は
、
な
に
よ
り
も
、
国
語

国
文
の
学
問
の
強
固
な
裏
う
ち
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
学
問
か
ら
遊
離
し
た
国
語
科
教
育
法
の
研
究
は
、
大
学
に
お
い
て
の

国
語
教
育
研
究
と
い
う
の
に
た
り
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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二
　
話
す
こ
と
の
教
育
に
関
し
て

理
の
国
語
教
育
を
実
践
す
る
上
で
、
は
じ
め
に
重
要
な
の
は
、
話
す
こ
と
の
教
育
で
理
の
国
語
教
育
を
徹
底
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
話
し
は
、
書
き
も
の
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
通
常
で
あ
る
た
め
、
と
か
く
乱
雑
に
な
が
れ
が
ち
で
す
。
し
ぜ
ん
、
理
は
と
お
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ら
な
く
な
り
が
ち
で
す
。
一
般
に
は
、
そ
う
い
う
の
が
話
す
こ
と
な
の
だ
と
さ
え
思
わ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
話

す
生
活
の
大
き
な
惰
性
を
、
捨
て
置
い
た
の
で
は
、
理
の
国
語
教
育
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
私

は
、
第
一
に
、
話
す
こ
と
の
教
育
に
関
し
て
、
理
の
国
語
教
育
を
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。

話
す
生
活
の
理
的
鍛
練
と
し
て
は
、
ま
ず
、
話
し
の
区
切
り
を
よ
く
さ
せ
る
こ
と
が
、
肝
要
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
話
し
の
区
切
り
と

は
、
話
し
に
句
読
点
を
打
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
書
き
こ
と
ば
に
句
読
点
を
打
つ
と
き
の
よ
う
な
注
意
を
も
っ
て
、
区
切
り
よ
く
話
し

を
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
話
す
こ
と
で
の
、
基
本
的
な
理
の
教
育
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

接
続
の
こ
と
ば
（
接
続
詞
）
を
使
え
ば
、
そ
こ
で
か
な
ら
ず
区
切
り
を
設
け
る
と
い
う
よ
う
な
注
意
は
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
注
意

で
す
。
接
続
詞
に
よ
る
接
続
表
現
の
言
語
態
度
が
明
せ
き
で
あ
れ
ば
、
以
下
、
話
し
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
も
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
い

く
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
区
切
り
よ
く
い
く
で
し
ょ
う
。
接
続
の
こ
と
ば
を
認
識
さ
せ
る
教
育
は
だ
い
じ
で
す
。
接
続
詞
と
い
う

と
、
「
そ
し
て
」
と
か
、
「
し
か
し
」
と
か
、
既
成
の
い
く
ら
か
の
も
の
に
注
意
を
限
り
が
ち
で
す
が
、
じ
つ
は
、
い
ろ
い
ろ
の
接
続

の
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
「
と
は
い
う
も
の
の
」
と
か
、
「
そ
れ
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
」
と
か
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
形
の
も
の
も
で
き
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
、
こ
だ
わ
り
な
し
に
、
接
続
の
こ
と
ば
、
な
い
し
は
接
続
詞
と
受
け
と
っ
て
、
接
続
詞
へ
の
注
目
を
ひ
ろ
め
、

そ
の
よ
う
な
眼
を
も
っ
て
接
続
詞
の
教
育
を
し
て
い
く
こ
と
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
言
い
終
わ
っ
た
こ
と
ほ
じ
り
を
、
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
指
導
が
た
い
せ
つ
で
す
。
こ
れ
は
、
書
か
せ
れ
ば
、
終
わ
り
の
マ

ル
「
。
」
を
は
っ
き
り
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
む
か
し
か
ら
よ
く
言
わ
れ
た
こ
と
ば
に
、
「
語
尾
を
明
り
ょ
う
に
」
と
い
う
′
の

が
あ
り
ま
す
。
今
は
、
こ
れ
を
、
！
文
末
の
語
尾
を
明
り
ょ
う
に
ノ
と
と
っ
て
お
き
ま
す
。
ひ
と
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
一
文
の
表
現
を

し
て
（
そ
れ
が
、
長
く
て
も
短
く
て
も
）
、
言
い
じ
ま
い
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
は
、
い
か
に
も
理
の
と
お
ら
な
い
こ
と
で
す
。
言
い
終

え
、
言
い
し
め
て
、
終
わ
り
め
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
こ
と
は
、
平
凡
な
こ
と
の
よ
う
で
も
、
じ
つ
は
、
理
を
と
お
す
と
い
う
趣
旨
の

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
話
し
こ
と
ば
の
教
育
で
は
、
一
文
一
文
の
末
尾
を
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
せ
る
教
育
を
、
理
の
国
語
教
育
と
し
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て
尊
重
す
べ
き
で
す
。

日
本
語
の
文
表
現
で
は
、
そ
の
表
現
内
容
が
、
文
末
で
決
定
さ
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
を
、
「
日
本
語
表
現
法
の
文
末
決
定
性
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
特
性
ゆ
え
に
、
日
本
語
で
の
も
の
の
言
い
か
た
は
、
と
か
く
、
理
の
乱
れ
を
ひ
き
お
こ
し
が
ち
で
す
。
こ
の
種

の
欠
点
を
さ
け
る
が
た
め
に
は
、
一
文
一
文
の
言
い
あ
ら
わ
し
か
た
を
、
で
き
る
だ
け
短
か
め
に
つ
づ
め
る
こ
と
が
、
考
え
ら
れ
て
よ

い
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
短
文
表
現
で
す
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
短
い
セ
ソ
テ
ソ
ス
で
話
し
て
い
く
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
、

理
の
国
語
教
育
と
し
て
重
要
で
あ
り
．
ま
し
ょ
う
。
へ
い
そ
、
人
の
、
て
き
ぱ
き
と
し
た
話
し
ぶ
り
、
内
容
の
ぐ
ん
ぐ
ん
せ
ま
っ
て
く
る

話
し
ぶ
り
に
、
気
も
ち
を
よ
く
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
話
し
ぶ
り
の
人
は
、
た
い
て
い
、
短
い
セ
ソ
テ
ソ
ス
を
有
効

に
使
っ
て
い
ま
す
。

人
の
へ
い
ぜ
い
の
自
由
な
発
言
が
、
生
活
の
た
の
し
み
、
よ
ろ
こ
び
、
あ
る
い
は
、
か
な
し
み
な
ど
を
、
卒
直
に
表
明
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
表
明
の
し
か
た
が
い
か
に
も
鮮
明
で
あ
る
の
は
、
そ
の
話
す
人
の
、
こ
と
ば
の
生
活
の
、
大
き
な
幸
福
と
言

わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
話
す
こ
と
の
教
育
の
た
め
に
、
私
ど
も
が
努
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
方
向
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
理
と
は
別
に
情
が
あ
る
と
し
て
も
、
今
は
、
そ
の
情
の
表
現
に
も
理
を
と
お
す
心
が
け
が
あ
っ
て
よ
い
と
考
え
て
み
た
い
の
で
あ

り
ま
す
。
情
に
理
を
と
お
す
話
し
か
た
を
た
ず
ね
も
と
め
さ
せ
る
よ
う
な
国
語
教
育
を
、
私
ど
も
は
、
ね
ら
い
と
し
て
い
っ
て
よ
い
と

思
い
ま
す
。

あ
い
さ
つ
こ
と
ば
の
卑
近
な
実
例
を
と
り
あ
げ
、
わ
が
国
の
民
間
人
た
ち
が
、
す
で
に
早
く
か
ら
、
理
の
と
お
っ
た
、
お
も
し
ろ
い

言
い
か
た
を
し
て
い
る
事
実
を
、
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、

○
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
し
タ
。

と
い
ぅ
言
い
か
た
が
あ
り
ま
す
。
人
が
出
会
い
が
し
ら
に
、
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
㌻
蓋
う
の
も
遜
い
さ
つ
で
す
が
、
・
「
お
琴
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霹
　
う
ご
ざ
い
ま
し
タ
ご
と
言
う
の
も
、
た
し
か
に
朝
の
′
お
は
よ
う
　
′
0
あ
　
さ
芸
す
か
こ
こ
て
　
㌻
」
の
喜
い
か
た
外
堅
放
き

前
　
れ
ま
す
。
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
言
う
の
を
習
慣
と
す
る
人
た
ち
か
ら
は
、
こ
の
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
し
タ
。
」
は
、
異
様

な
言
い
か
た
と
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
ま
す
の
に
、
当
事
者
ど
う
L
は
、
す
で
に
顔
を
あ
わ
せ
た
の
で
す
か
ら
、

つ
ま
り
、
′
お
は
よ
う
。
′
と
あ
い
さ
つ
し
合
う
人
た
ち
の
出
会
い
は
完
了
し
た
の
で
す
か
ら
、
じ
つ
は
、
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
し

タ
。
」
の
完
了
の
言
い
か
た
の
方
が
、
も
の
の
道
理
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
私
ど
も
の
先
輩
は
、
地
方
に
も
よ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、

い
く
つ
か
の
地
方
で
、
こ
の
よ
う
に
、
完
了
の
言
い
か
た
を
創
作
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
今
、
私
ど
も
に
、
理
に
か
な
っ
た

言
い
か
た
だ
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
理
に
か
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
こ
れ
は
こ
れ
な
り
に
、
あ
い
さ
つ
の
こ
と
ば
と
し
て
の

情
味
を
持
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。

つ
ぎ
の
実
例
と
し
て
、

○
お
ま
め
な
ら
よ
ろ
し
ゅ
う
あ
り
ま
す
。
＜
安
芸
地
方
＞

と
い
う
あ
い
さ
つ
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
「
お
ま
め
で
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
お
ま
め
な
ら
」
　
で

す
。
相
手
は
お
ま
め
で
あ
る
か
ど
う
か
、
じ
つ
は
不
明
で
す
。
見
る
か
ら
に
ま
め
そ
う
な
は
あ
い
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
と
は
さ
だ
か
で

な
い
と
い
う
の
が
多
く
の
は
あ
い
で
し
ょ
う
。
「
お
ま
め
で
」
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
じ
つ
は
、
相
手
は
、
持
病
が
こ
じ
れ
て
、

近
来
は
あ
ま
り
気
分
が
よ
く
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
お
ま
め
な
ら
よ
ろ
し
ゅ
う
あ
り
ま
す
。
」
の
言

い
か
た
は
、
そ
こ
を
、
理
的
に
わ
り
き
っ
て
い
ま
す
。
わ
り
き
っ
て
い
て
、
情
味
が
う
す
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
く

て
、
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
の
情
味
を
、
相
手
に
受
け
と
ら
せ
ま
す
。
「
お
ま
め
で
」
と
い
う
は
あ
い
も
、
べ
つ
に
つ
よ
く
押
し
っ
け
た

と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
言
い
か
た
で
、
ま
ず
は
、
「
お
ま
め
な
ら
」
と
い
う
の
に
近
い
よ
う
な
気
も
ち
を
あ
ら

わ
し
て
も
い
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
と
ば
づ
か
い
を
吟
味
す
る
と
、
「
で
」
　
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
を
、
た

だ
に
枚
械
的
に
は
使
わ
な
い
で
、
多
少
と
も
理
に
合
わ
せ
て
使
う
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
「
お
ま
め
な
ら
」
　
の
は
あ
い
、
お
も
し
ろ
く
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観
察
さ
れ
ま
す
。

つ
ぎ
の
例
に
移
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
さ
よ
う
な
ら
。
」
の
意
の
も
の
に
、

○
お
み
ょ
う
に
ち
。
＜
東
北
地
方
V

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
「
さ
よ
う
な
ら
。
ま
た
、
あ
し
た
。
」
と
い
う
意
味
あ
い
の
と
き
に
、
「
お
み
ょ
う
に
ち
。
」
と
、
相
手
に

言
い
か
け
る
の
は
、
た
し
か
に
合
理
的
な
表
現
で
す
。
お
も
し
ろ
く
わ
り
き
れ
た
言
い
か
た
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

別
れ
の
あ
い
さ
つ
に
、

○
お
も
え
。

と
い
う
言
い
か
た
が
あ
り
ま
す
。
八
丈
島
の
属
島
の
青
ガ
島
の
児
童
の
作
文
を
見
ま
す
と
、
売
ら
れ
て
い
く
牛
を
送
っ
て
、
な
ご
り
を

惜
し
み
な
が
ら
、
「
牛
さ
ん
、
さ
よ
う
な
ら
。
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
あ
い
で
、
〃
牛
さ
ん
、
お
も
え
よ
t
。
〃
と
い
う
言
い
か
た
を
し

て
い
ま
す
。
別
れ
る
双
方
が
、
た
が
い
に
さ
き
の
こ
と
を
思
う
と
、
相
手
に
、
「
お
も
え
。
」
と
呼
び
か
け
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
で
し

ょ
う
。
理
の
当
然
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
、
理
の
当
然
と
言
え
る
こ
と
が
、
じ
つ
は
、
深
い
情
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
の
実
例
を
見
る
に
つ
け
、
民
間
の
あ
い
さ
つ
が
、
理
を
ふ
ん
で
、
し
か
も
、
し
ぜ
ん
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
無
作
意
の
う

ち
に
、
理
を
ふ
ん
で
、
お
も
し
ろ
い
言
い
か
た
を
し
て
い
る
の
が
、
か
ず
か
ず
注
意
さ
れ
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
人
は
、
し
ぜ
ん

の
う
ち
に
も
、
　
－
　
あ
い
さ
つ
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
日
常
し
ぜ
ん
の
こ
と
ば
の
生
活
の
な
か
で
も
、
理
を
と
お
す
言
い
か
た
を
、
な

ん
な
く
や
っ
て
の
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
実
を
、
私
ど
も
が
、
今
、
反
省
し
て
み
る
こ
と
は
、
私
ど
も
の
話
す
生
活
に
、

し
ぜ
ん
の
理
を
と
お
す
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
だ
い
じ
で
あ
り
ま
す
。
手
近
な
こ
う
し
た
実
例
に
か
え
り
み
つ
つ
、
私
ど
も
は
、
児

童
・
生
徒
に
、
理
を
も
と
め
る
「
話
す
生
活
」
を
、
奨
励
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

つ
ぎ
に
、
幼
児
の
言
語
生
活
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
す
。
こ
の
世
界
で
も
、
ま
た
、
ご
く
し
ぜ
ん
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
素
朴
な
表
現
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の
な
か
で
、
き
ら
き
ら
と
光
る
理
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
、
多
い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
自
分
の
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
表
現
す
る

の
に
、
だ
れ
に
も
教
え
ら
れ
な
い
で
、
「
う
れ
し
む
」
と
い
う
よ
う
な
動
詞
を
発
明
し
て
い
ま
す
。
お
と
な
は
、
「
よ
ろ
こ
ぶ
」
と
は

言
う
け
れ
ど
も
、
「
う
れ
し
む
」
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
「
か
な
し
む
」
を
習
っ
た
子
ど
も
の
方
は
、
類
推
し
て
、
当

然
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
に
、
「
う
れ
し
む
」
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
ま
こ
と
に
理
に
か
な
っ
た
造

語
で
、
「
か
な
し
む
」
に
対
す
る
「
よ
ろ
こ
ぶ
」
と
と
も
に
、
「
か
な
し
む
」
に
対
し
て
、
「
う
れ
し
む
」
が
あ
っ
た
ほ
う
が
便
利
で

す
。
幼
児
は
、
理
の
網
を
た
ぐ
っ
て
、
か
ま
う
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
合
理
的
に
、
新
語
を
創
作
し
て
い
ま
す
。
（
古
語
に
「
う
れ
し
む
」

が
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
申
し
ま
し
た
。
）

私
の
身
ぢ
か
の
幼
児
の
発
言
に
、
「
い
っ
ぺ
ん
も
い
っ
ぺ
ん
も
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
お
と
な
の
「
な
ん
べ
ん
も

な
ん
べ
ん
も
」
．
に
あ
た
る
も
の
な
の
で
す
。
私
は
、
こ
の
「
い
っ
ぺ
ん
も
い
っ
ぺ
ん
も
」
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
い
か
に
も
も
っ
と
も

の
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
な
ん
べ
ん
も
な
ん
べ
ん
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
ひ
と
つ
び
と
つ
を
問
題
に
し
ま
す
と
、
い
っ
ぺ

ん
、
い
っ
ぺ
ん
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
す
。
お
と
な
は
、
大
き
な
言
語
習
慣
の
波
に
も
ま
れ
て
い
て
、
も
は
や
、
自
由
な
創
作

な
ど
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
大
き
な
習
慣
の
波
に
も
ま
れ
る
う
ち
に
、
非
合
理
的
な
、
つ
じ
っ
ま
の
合
わ
な
い

こ
と
ば
づ
か
い
な
ど
を
、
む
し
ろ
多
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
さ
え
も
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
汚
れ
の
な
い
幼
児
は
、
言
語
の
社
会

習
慣
に
は
、
な
ん
の
と
ん
ち
ゃ
く
も
な
く
、
自
己
の
判
断
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
自
己
の
境
地
で
の
理
の
は
た
ら
か
せ
か
た
に
よ
っ

て
、
ま
こ
と
に
ょ
く
事
実
に
即
し
た
言
い
か
た
、
「
い
っ
ぺ
ん
も
い
っ
ぺ
ん
も
」
と
い
う
よ
う
な
の
を
、
創
作
し
て
い
る
の
で
す
。
こ

う
し
た
、
極
端
と
も
言
え
る
よ
う
な
事
例
を
、
幼
児
の
世
界
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
は
、
話
す
生
活
で
の
理
の
と
お
し
か
た

と
い
う
も
の
を
深
く
反
省
し
ま
す
。

幼
児
の
判
断
の
、
お
と
な
か
ら
言
っ
て
の
、
ま
ち
が
い
も
多
い
こ
と
は
、
ま
た
、
周
知
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
恋
の
季
節
」
と
い
う

よ
う
な
こ
と
ば
を
、
歌
謡
曲
か
ら
学
ん
で
、
口
ま
ね
を
し
て
い
る
幼
児
に
、
〃
恋
っ
て
な
ん
の
こ
と
？
〃
と
聞
く
と
、
〃
池
に
い
る
。
〃
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と
答
え
る
の
な
ど
、
頭
著
な
例
で
す
。
「
恋
」
を
「
鯉
」
と
す
る
な
ど
、
お
と
な
か
ら
言
え
ば
誤
解
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
幼
児

°

　

°

　

’

　

°

と
し
て
は
、
そ
れ
が
、
も
っ
と
も
明
り
ょ
う
な
理
の
と
お
し
か
た
だ
っ
た
こ
と
は
、
認
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

三
　
書
く
こ
と
の
教
育
に
関
し
て

「
理
の
作
文
教
育
」
と
い
う
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
私
は
、
こ
れ
の
た
め
に
、
「
作
文
教
育
の
カ
ー
ド
法
」

と
い
う
も
の
を
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
文
章
の
組
み
上
げ
（
1
作
文
）
を
、
材
料
カ
ー
ド
の
処
理
に
よ
っ
て
進
め
て
い
く
や
り

か
た
で
す
。
一
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
じ
き
な
い
こ
と
だ
と
も
言
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
感
興
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
す
っ
と
書
い
て

い
く
の
に
く
ら
べ
れ
ば
、
作
文
の
材
料
を
、
ま
ず
、
カ
ー
ド
に
記
録
し
て
、
そ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
か
ら
、
文
章
の
組
み
立
て
を
進
め

て
い
く
こ
と
な
ど
、
あ
ま
り
に
も
理
づ
め
過
ぎ
る
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
に
わ
か
に
感
興
の
わ
か
な
い
ば
あ
い
と

か
、
感
興
が
わ
い
て
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
手
だ
て
を
知
ら
な
い
ば
あ
い
と
か
に
、
材
料
を
ひ
と
つ
び
と
つ
、
個
々
の
カ
ー
ド
に
書
き

と
め
て
、
そ
の
カ
ー
ド
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
文
革
の
表
現
を
考
え
て
い
く
の
は
、
作
文
の
地
道
な
方
法
と
し
て
、
歓
迎
さ
れ
て
よ

い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
作
文
で
の
凡
才
教
育
の
た
め
に
は
、
多
く
の
人
に
あ
て
は
ま
る
道
と
し
て
の
「
理
の
作
文
教
育
」

の
道
を
え
ら
び
た
く
思
い
ま
す
。

理
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ
と
を
ま
っ
と
う
さ
せ
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
、
理
を
と
お
さ
せ
る
た
め
に
は
、
・
な
る
べ
く
短
く
書
か
せ

る
と
い
う
作
文
教
育
が
だ
い
じ
で
あ
る
、
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
簡
潔
に
書
き
終
え
る
こ
と
は
、
理
を
重
ん
じ
る
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
人
は
な
か
な
か
、
簡
掬
に
は
書
き
上
げ
ら
れ
な
い
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
も
と
よ
り
、
書
く
こ
と
が

な
く
て
、
理
の
と
お
ら
な
い
こ
と
を
す
こ
し
だ
け
書
い
て
や
め
る
短
作
文
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
ほ
ん
と
う
ほ
、
簡
潔
と

い
う
部
類
に
は
い
り
ま
せ
ん
。
理
を
と
お
す
、
席
潔
の
作
文
の
指
導
が
、
重
要
か
と
思
い
ま
す
。
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錯
　
簡
醇
に
書
い
た
か
ら
と
い
り
て
、
情
が
出
な
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
き
せ
ん
。
簡
密
の
、
薩
に
陳
が
に
じ
む
、
と
い
う
よ
ケ
な
も
の

前
　
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
五
、
七
、
五
の
一
俳
句
が
、
深
遠
な
美
の
世
界
を
表
徴
す
る
な
ど
は
、
そ
の
、
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
五
、
七
、
五
で
な
く
て
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
短
句
が
あ
る
と
し
ま
す
。

春
の
色
心
の
色
も
え
る

こ
れ
に
は
、
こ
れ
な
り
の
理
が
と
お
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
理
が
と
お
っ
て
、
こ
の
一
句
が
成
り
立
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。
同
時
に
、

r
し

こ
の
句
に
、
お
の
ず
か
ら
情
が
に
じ
み
出
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
理
に
よ
っ
て
書
か
せ
、
理
を
と
お
す
よ
う
に
書
か
せ
る
た
め
に
は
、
短
い
文
章
を
、
大
い
に
奨
励
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
短
い
も
の
の
う
え
で
、
理
も
情
も
整
う
こ
と
を
経
験
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

つ
ぎ
に
、
一
つ
の
散
文
例
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
文
上
の
理
の
と
お
し
か
た
（
し
か
も
、
情
を
に
じ
ま
せ
る
。
）
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
子
ど
も
の
か
ら
だ
が
土
に
う
め
ら
れ
て
、
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
一
二
十
分
ぐ
ら
い
た
っ
た
と
き
、
ふ
と
、
人
々
の
耳
に
、

な
ん
と
も
言
え
ぬ
、
よ
い
ふ
え
の
音
の
よ
う
な
も
の
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

人
々
が
息
を
こ
ら
し
て
そ
の
方
を
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
今
先
ま
で
そ
の
子
ど
も
が
い
た
小
屋
の
屋
根
に
、
一
わ
の
小
鳥
が
止

ま
っ
て
鳴
い
て
い
る
声
で
し
た
。

線
色
を
し
た
か
わ
い
ら
し
い
そ
の
小
鳥
は
、
人
々
が
自
分
の
声
に
気
が
つ
い
た
の
を
知
っ
た
ら
し
く
、
一
度
鳴
き
や
み
ま
し
た

が
、
す
ぐ
ま
た
鳴
き
だ
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
声
は
、
死
ん
だ
し
ゅ
う
ち
ょ
う
の
子
ど
も
が
い
つ
も
ふ
い
て
い
た
ふ
え
の
音
に
よ
く
似
て
い
ま
す
の
で
、
人

々
に
は
、
そ
の
声
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
し
た
。

「
わ
た
し
ほ
し
ゅ
う
ち
ょ
う
の
む
す
こ
で
す
が
、
今
は
、
こ
ん
な
鳥
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
に
は
、
く
ま
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や
い
の
し
し
を
た
た
き
殺
し
た
り
、
い
く
ら
敵
と
い
っ
て
も
、
人
間
の
首
を
取
っ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
ま

せ
ん
。わ

た
し
は
、
前
に
、
木
の
え
だ
や
草
の
某
で
ふ
え
を
こ
し
ら
え
て
、
そ
れ
で
歌
を
ふ
い
て
楽
し
ん
だ
よ
う
に
、
こ
う
し
て
歌
を

歌
っ
て
い
る
と
き
が
い
ち
ば
ん
う
れ
し
い
の
で
す
。
今
は
ち
ょ
う
ど
春
で
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
歌
で
、
わ
た
し
の
す
き
な
人
間

の
子
ど
も
た
ち
に
、
春
が
来
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
役
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、
わ
た
し
の
歌
を
聞
い
て
、
『
草

つ
み
に
行
っ
た
り
、
小
鳥
と
遊
ん
だ
り
す
る
春
が
来
た
。
』
と
思
う
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
、
そ
の
、
春
を
告
げ
る
鳥
に
な
り
た

い
の
で
す
。
い
え
、
わ
た
し
は
、
春
を
告
げ
る
鳥
　
－
　
う
ぐ
い
す
で
す
。
み
な
さ
ん
、
今
の
わ
た
し
は
、
な
ん
と
い
う
し
あ
わ
せ

な
身
分
で
し
ょ
う
。
」

こ
れ
を
聞
き
ま
す
と
、
父
の
し
ゆ
う
ち
ょ
う
の
悲
し
み
は
す
っ
か
。
和
ら
ぎ
ま
し
た
。
き
の
う
ま
で
、
い
え
、
お
と
と
い
ま
で
、
一

あ
ん
な
に
悲
し
い
顔
を
し
て
い
た
子
ど
も
が
、
こ
ん
な
に
生
き
生
き
と
し
た
、
か
わ
い
ら
し
い
、
楽
し
そ
う
な
「
春
の
使
い
」
　
に
　
4
5

な
っ
て
自
分
の
幸
福
を
歌
い
、
人
間
の
子
ど
も
を
幸
福
に
す
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

「
そ
う
だ
、
あ
の
子
は
こ
う
な
る
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
だ
。
」
と
、
父
の
し
ゅ
う
ち
ょ
う
は
、
心
の
中
で
し
み
じ
み
と
思
い
ま
し

た
。そ

ば
に
い
た
お
お
ぜ
い
の
人
た
ち
も
、
み
な
心
の
中
で
、
こ
の
し
ゅ
う
ち
ょ
う
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
人
々
は
、
し
ゆ
う
ち
ょ
う
と
い
っ
し
ょ
に
、
長
い
間
だ
ま
っ
て
、
屋
根
の
上
の
か
わ
い
ら
し
い
小
鳥
の
歌

に
耳
を
か
た
む
け
ま
し
た
。

（
一
小
学
校
教
科
書
か
ら
。
た
だ
し
、
よ
る
と
こ
ろ
は
、
宇
野
浩
二
著
『
春
を
つ
げ
る
鳥
』
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
）

こ
の
最
後
の
段
落
を
見
ま
す
と
、
第
一
の
セ
ソ
テ
ソ
ス
が
、
「
そ
ば
に
い
た
…
…
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
あ
り
ま
し
て
、
つ
ぎ
に
、
「
で

す
か
ら
、
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
作
文
上
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
の
で
す
。
私
ど
も
が
、
個
々
の
表
現
を
理
的
に
せ
め
て
い
き
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ま
す
と
（
前
の
ほ
う
か
ら
、
ず
り
と
せ
め
て
く
る
の
で
す
。
）
、
こ
こ
笠
で
す
か
ら
」
と
い
う
接
綾
の
言
い
か
た
に
、
ど
う
し
て
も
一

つ
の
つ
ま
づ
き
を
覚
え
ま
す
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
で
す
か
ら
」
は
、
な
い
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
で
す
か
ら
」
に
は

ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
「
で
す
か
ら
」
と
ま
で
言
わ
な
く
て
も
、
こ
と
は
、
「
で
す
か
ら
」
で
す
。
「
で
す
か
ら
」
を
は

ぷ
い
て
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。
は
ぷ
い
た
方
が
、
か
え
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
「
考
え
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
述

べ
て
、
「
人
々
は
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
み
ん
な
は
」
と
か
言
っ
て
、
あ
と
の
こ
と
ば
を
書
き
つ
づ
っ
て
い
け
ば
、
む
し
ろ
、
文
章
の

し
ま
り
は
よ
く
な
る
と
思
う
の
で
す
。
理
は
、
そ
れ
で
す
っ
き
り
と
と
お
る
し
、
か
つ
、
「
で
す
か
ら
」
を
お
さ
え
る
こ
と
で
、
か
え

っ
て
よ
く
、
そ
こ
に
情
を
に
じ
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
ど
も
は
、
文
章
を
つ
く
る
の
に
も
、
こ
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
理
的
に
せ
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
理
的
に
せ
め
て
い
っ
て
、

情
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
い
ち
ば
ん
よ
い
と
思
う
の
で
す
。

四
　
読
む
こ
と
の
教
育
に
関
し
て

文
学
教
育
の
合
理
的
方
法
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
私
自
身
も
、
す
で
に
、
い
く
ど
か
述
べ
て
き
ま
し
た
。
読
解
一
般
の
方
法
と
し

て
の
「
三
段
階
法
」
も
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
て
い
ま
す
。

「
一
二
段
階
法
」
は
、
理
的
方
法
に
よ
る
読
解
、
そ
の
教
育
を
考
え
た
も
の
で
す
。
文
章
の
種
類
を
こ
え
て
、
ど
の
よ
う
な
は
あ
い
に

も
、
私
は
、
「
素
材
読
み
」
1
「
文
法
読
み
」
1
「
表
現
読
み
」
の
三
つ
－
三
段
階
を
考
え
た
い
の
で
す
。

ど
の
よ
う
な
文
章
に
接
し
て
も
、
－
そ
れ
が
散
文
で
あ
ろ
う
と
詩
で
あ
ろ
う
と
、
私
ど
も
は
、
ま
ず
素
材
の
分
析
を
始
め
ま
す
。

素
材
把
経
が
、
読
み
の
第
一
段
階
に
な
り
ま
す
。
「
何
が
書
い
て
あ
る
か
。
」
の
「
何
」
を
知
る
こ
と
は
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
読
み
と

さ
れ
ま
し
ょ
う
。
そ
の
「
何
」
が
、
単
一
で
あ
る
か
、
複
数
で
あ
る
か
は
、
と
も
か
く
と
し
て
、
わ
か
る
か
ぎ
り
の
素
材
が
と
ら
え
ら
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れ
る
O
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
ひ
索
材
が
徽
数
で
あ
る
と
き
、
人
は
、
だ
れ
し
も
、
し
ぜ
ん
の
う
ち
に
、
素
材
の
関
係
を
考
え

始
め
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
は
い
れ
ば
、
も
は
や
、
読
み
は
「
文
法
読
み
」
　
の
段
階
に
は
い
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
い
っ

さ
い
の
関
係
把
握
や
要
素
比
較
は
、
「
文
法
読
み
」
と
い
う
仕
事
に
な
り
ま
す
。
部
分
と
全
体
と
を
関
連
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
も
、
「
文

法
読
み
」
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。
一
口
に
言
っ
て
V
比
較
、
分
析
、
こ
れ
ら
が
、
「
文
法
読
み
」
の
実
作
業
と
な
り
ま
す
。
も
と
よ
り
、

そ
の
よ
う
な
作
業
の
い
ち
い
ち
は
、
文
章
の
表
現
面
に
即
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
書
き
し
る
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
お
さ

え
、
こ
と
ば
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
文
法
読
み
」
　
の
作
業
は
、
す
べ
て
、

こ
と
ば
の
分
析
、
比
較
の
作
業
と
な
り
ま
す
。
文
章
表
現
の
う
え
で
、
部
分
と
全
体
と
の
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
、
見
あ
わ
せ
見
深
め
る

作
業
の
い
っ
さ
い
が
、
「
文
法
読
み
」
と
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
分
析
、
比
較
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
実
際
上
、
分
析
、
比

較
は
、
総
合
と
な
っ
て
き
ま
す
。
分
析
は
、
け
っ
し
て
た
だ
の
分
析
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
り
ま
す
。
総
合
の
う
え
で
、
む
り
の
な
い
全
一

体
的
把
握
が
な
さ
れ
、
文
章
表
現
に
つ
い
て
の
大
局
的
な
理
解
が
成
り
立
ち
ま
す
。
（
あ
る
い
は
、
実
現
さ
れ
ま
す
。
）
そ
こ
が
、
「
表
　
4
7

現
読
み
」
の
世
界
で
す
。
大
局
的
と
言
っ
て
も
、
お
お
づ
か
み
に
全
体
的
な
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
い
う
の
に
は
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
む
一

し
ろ
、
こ
ま
か
な
一
点
を
お
さ
え
て
、
そ
こ
か
ら
全
局
を
見
ま
わ
す
と
い
う
よ
う
な
と
ら
え
か
た
が
、
多
く
な
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ

れ
が
、
力
づ
よ
い
　
「
表
現
読
み
」
　
で
す
。

教
科
書
の
文
章
は
、
読
ま
れ
る
文
章
と
し
た
ら
、
児
童
・
生
徒
の
、
右
の
よ
う
な
「
三
段
階
法
」
の
読
み
を
は
げ
ま
す
ほ
ど
の
名
品

で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
な
文
章
に
し
て
も
、
つ
ま
り
名
品
悪
晶
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
れ
は
、
私
ど
も
の
三
段
階

読
み
の
対
象
と
な
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
教
科
書
の
文
章
作
品
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
、
読
み
の
理
的
鍛
練
の
好
個
の
場
と
な

り
う
る
、
す
ぐ
れ
た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
ひ
と
つ
、
簡
単
な
実
例
を
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
セ
ソ
テ

ソ
ス
が
あ
り
ま
す
。

巳
之
助
は
、
し
ば
ら
く
、
そ
の
店
の
前
で
、
十
五
銭
を
に
ぎ
り
し
め
な
が
ら
た
め
ら
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
決
心
し
て
、
つ
か
つ
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か
と
は
い
っ
て
行
っ
た
。

に
い
み
な
ん
き
ら

（
一
小
学
校
教
科
書
か
ら
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
、
「
新
美
南
書
の
文
章
嘉
原
注
『
お
じ
い
さ
ん
の
ラ
ソ
プ
』
）
に
よ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
）

こ
れ
を
読
ま
せ
て
、
ま
ず
、
こ
の
句
読
点
の
と
お
り
に
、
し
ば
ら
く
反
復
熟
読
さ
せ
ま
す
。
こ
の
さ
い
、
「
素
材
読
み
」
で
は
、

「
巳
之
助
」
、
「
店
」
、
「
十
五
銭
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
す
ぐ
に
、
素
材
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
つ
ぎ
に
、
「
文

法
読
み
」
で
は
、
読
点
の
と
こ
ろ
で
正
し
く
切
っ
て
読
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
ま
ず
「
文
法
読
み
」
の
も
と
に
な
り
ま
す
。
や
が

て
、
読
み
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
読
点
に
よ
る
分
析
に
し
た
が
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
を
と
ら
え
て
い
く
で
し
ょ
う
が
、
か
り
に
、

「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
副
詞
と
、
「
つ
か
つ
か
と
」
と
い
う
副
詞
と
を
と
ら
え
た
と
し
ま
す
。
－
あ
る
い
は
、
こ
の
二
つ
の
副
詞
を

と
ら
え
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
が
、
指
導
と
し
て
お
も
し
ろ
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
こ
の
二
つ
を
、
相
手
が
た
が
と
ら
え

た
と
し
ま
す
。
「
し
ば
ら
く
」
と
「
つ
か
つ
か
と
」
と
は
、
ま
さ
に
比
較
し
て
よ
い
二
つ
の
も
の
で
す
。
「
つ
か
つ
か
と
」
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
動
作
が
、
元
気
よ
く
早
く
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
し

ば
ら
く
」
と
い
う
の
は
、
「
つ
か
つ
か
と
」
と
は
反
対
で
、
動
作
を
し
な
い
状
態
、
あ
る
い
は
、
す
る
と
し
て
も
そ
の
鈍
い
状
態
を
と

ら
え
さ
せ
ま
す
。
「
つ
か
つ
か
と
」
が
行
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
し
ば
ら
く
」
は
、
非
行
動
を
思
わ
せ
が
ち
で
す
。
そ
の
、
し
ば
ら
く

の
間
、
何
を
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
「
巳
之
助
は
、
十
五
銭
を
に
ぎ
り
し
め
な
が
ら
た
め
ら
っ
て
い
た
」
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

「
し
ば
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
た
め
ら
っ
て
い
た
」
の
「
い
た
」
に
つ
よ
く
か
か
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
し
ば
ら
く
の
状
態
が
、
「
つ
か
つ
か
と
」
と
い
う
動
作
と
な
っ
て
い
く
境
目
に
は
、
「
や
が
て
決
心
し
て
」
と
、
そ
の
変
化
を

意
味
す
る
こ
と
ば
が
出
て
き
ま
す
。
「
し
ば
ら
く
」
と
「
つ
か
つ
か
と
」
と
を
比
較
し
て
、
「
つ
か
つ
か
と
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味

す
る
も
の
を
あ
た
ま
に
措
き
ま
す
と
、
巳
之
助
の
よ
う
す
が
、
脳
中
に
あ
り
あ
り
と
し
て
き
ま
し
て
、
私
ど
も
は
、
「
つ
か
つ
か
と
」

と
い
う
一
語
か
ら
、
こ
の
文
の
「
表
現
読
み
」
を
L
は
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
ゆ
る
す
、
こ
の
一
セ
ソ

テ
ソ
ス
、
こ
の
実
例
は
、
じ
つ
に
む
り
な
く
、
正
し
く
書
き
あ
げ
ら
れ
た
一
セ
ソ
テ
ソ
ス
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
か
り
に
、
こ
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れ
を
教
材
と
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
す
ぐ
れ
た
教
材
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

文
芸
を
読
み
、
そ
れ
を
理
解
し
て
、
高
度
の
鑑
賞
に
ま
で
至
る
と
い
う
よ
う
な
読
解
を
、
文
学
教
育
で
考
え
た
は
あ
い
、
「
素
材
読

み
」
、
「
文
法
読
み
」
、
「
表
現
読
み
」
と
い
う
三
段
階
法
の
ル
ー
ル
が
、
や
は
り
有
効
で
あ
る
こ
と
を
、
な
お
申
し
て
み
た
い
と
思

う
の
で
す
。
こ
こ
に
、
川
端
康
成
氏
の
『
千
羽
鶴
』
の
文
章
が
あ
り
ま
す
。

太
田
夫
人
の
た
め
に
稲
村
令
嬢
が
ま
た
点
前
を
し
た
。
一
座
の
目
は
そ
の
方
に
注
が
れ
た
が
、
こ
の
令
嬢
は
お
そ
ら
く
黒
織
部

し
よ
さ

の
茶
碗
の
因
縁
も
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
習
っ
た
型
通
り
に
所
作
を
し
て
ゐ
る
。

癖
が
な
く
素
直
な
点
前
で
あ
る
。
姿
勢
の
正
し
い
胸
か
ら
膝
に
気
品
が
見
え
る
。

若
葉
の
影
が
令
嬢
の
う
し
ろ
の
障
子
に
う
つ
つ
て
、
花
や
か
な
振
袖
の
肩
や
枚
に
、
や
は
ら
か
い
反
射
が
あ
る
や
う
に
恩
へ

る
。
髪
も
光
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
。

ふ

く

さ

茶
室
と
し
て
は
無
論
明
る
過
ぎ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
令
嬢
の
若
さ
を
輝
か
さ
せ
た
。
娘
ら
し
い
赤
い
祇
紗
も
、
甘
い
感
じ
で
は

な
く
、
み
づ
み
づ
し
い
感
じ
だ
っ
た
。
令
妹
の
手
が
赤
い
花
を
咲
か
せ
て
ゐ
る
や
う
だ
っ
た
。

令
嬢
の
ま
は
り
に
白
く
小
さ
い
千
羽
鶴
が
立
ち
舞
っ
て
ゐ
さ
う
に
思
へ
た
。

太
田
未
亡
人
は
織
部
の
茶
碗
を
掌
に
入
れ
て
、

「
こ
の
黒
に
青
い
お
茶
は
、
春
の
緑
が
訴
え
出
た
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
」

と
言
っ
た
が
、
亡
夫
の
所
持
で
あ
っ
た
と
は
、
さ
す
が
に
口
に
出
さ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
で
型
だ
け
の
お
道
具
拝
見
が
あ
っ
た
。
令
嬢
た
ち
は
道
具
の
こ
と
な
ど
詳
し
く
な
い
の
で
、
だ
い
た
い
ち
か
子
の
説
明

を
聞
い
て
ゐ
る
だ
け
だ
っ
た
。

み
づ
さ
し
　
ち
や
し
や
く

水
指
も
茶
杓
も
前
に
菊
治
の
父
の
も
の
だ
っ
た
が
、
ち
か
子
も
菊
治
も
だ
ま
つ
て
ゐ
た
。
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（
中
略
）

隣
室
で
は
、
ち
か
子
が
近
し
い
弟
子
二
三
人
と
女
中
と
を
相
手
に
、
後
か
た
づ
け
を
し
て
ゐ
た
。

「
太
田
の
奥
さ
ん
が
な
に
を
言
っ
た
ん
で
す
の
。
」

「
別
に
…
…
。
な
ん
で
も
な
い
。
」

「
あ
の
人
は
用
心
な
さ
い
よ
。
L
を
ら
し
さ
う
に
見
せ
て
、
い
つ
も
自
分
に
は
罪
が
な
い
と
い
ふ
顔
を
し
て
、
な
に
を
考
へ
て
る

か
分
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
。
」

「
し
か
し
、
あ
ん
た
の
茶
会
に
は
よ
く
来
る
ん
で
せ
う
？
　
い
つ
ご
ろ
か
ら
。
」

と
、
菊
治
は
い
く
ら
か
皮
肉
に
言
っ
た
。

こ
こ
の
毒
気
を
の
が
れ
る
や
う
に
表
へ
出
た
。

ち
か
子
が
つ
い
て
来
て
、

「
い
か
が
で
し
た
。
い
い
お
嬢
さ
ん
で
せ
う
。
」

「
い
い
お
嬢
さ
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
あ
ん
た
や
太
田
さ
ん
や
、
父
の
亡
霊
の
う
ろ
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
会
っ
た
ら
、
な
は
よ
か

っ
た
で
せ
う
ね
。
」

「
そ
ん
な
こ
と
に
神
経
を
使
っ
て
ら
つ
し
や
る
の
？
　
太
田
の
奥
さ
ん
な
ん
て
、
あ
の
お
嬢
さ
ん
に
な
ん
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん

よ。」「
僕
は
お
嬢
さ
ん
に
悪
い
と
思
っ
た
だ
け
で
す
よ
。
」

「
ど
う
し
て
悪
い
ん
で
せ
う
。
太
田
の
奥
さ
ん
の
来
て
ゐ
た
こ
と
が
お
気
に
さ
は
つ
た
の
な
ら
、
お
詫
び
し
ま
す
が
、
今
日
は
呼

ん
だ
わ
け
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
稲
村
の
お
嬢
さ
ん
の
こ
と
は
、
別
に
お
考
へ
に
な
っ
て
。
」

「
し
か
し
、
今
日
は
こ
れ
で
失
礼
し
ま
す
。
」

50



第二章　理の国語教育

と
、
菊
静
は
立
ち
止
ま
っ
た
ひ
話
し
な
が
ら
歩
い
て
み
て
は
、
ち
か
子
が
降
れ
さ
う
も
な
か
っ
た
。

菊
治
は
一
人
に
な
る
と
、
目
の
前
の
山
裾
に
つ
つ
じ
の
つ
ぼ
み
を
持
つ
て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。
深
い
呼
吸
を
し
た
。

ち
か
子
の
手
紙
に
誘
ほ
れ
て
来
た
自
己
嫌
悪
は
感
じ
た
が
、
千
羽
鶴
の
風
呂
敷
の
令
嬢
の
印
象
は
鮮
明
だ
っ
た
。

同
座
に
父
の
女
を
二
人
見
た
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
鬱
陶
し
く
残
ら
な
い
の
も
、
あ
の
令
嬢
の
せ
ゐ
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
人
の
女
が
現
に
生
き
て
父
を
語
っ
た
の
を
思
ひ
、
一
方
で
母
が
死
ん
で
ゐ
る
の
を
恩
ふ
と
、
菊
治
は
な
に
か
憤
り

も
湧
い
て
来
た
。
ち
か
子
の
胸
の
醜
い
あ
ざ
が
目
に
浮
ん
だ
り
し
た
。

夕
風
が
若
葉
を
伝
は
っ
て
来
る
の
に
、
菊
治
は
帽
子
を
脱
ぎ
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
。

山
門
の
蔭
に
太
田
夫
人
の
立
っ
て
ゐ
る
の
が
、
遠
く
か
ら
見
え
た
。

と
っ
さ
に
菊
治
は
道
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
あ
た
り
を
見
廻
し
た
。
左
右
の
小
山
に
上
っ
た
ら
、
山
門
の
と
こ
ろ
を
通
ら
ず
に

す
み
さ
う
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
菊
治
は
山
門
の
方
へ
歩
い
て
行
っ
た
。
少
し
頑
が
こ
ほ
ぼ
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
っ
た
。

私
ど
も
の
、
か
れ
こ
れ
と
言
う
余
地
も
な
い
、
川
端
康
成
氏
の
文
章
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
と
申
し
ま
し
ょ
う
。
「
素
材
読
み
」
、

「
文
法
読
み
」
、
「
表
現
読
み
」
と
い
う
よ
う
な
理
的
追
求
が
、
自
由
自
在
に
で
き
る
こ
と
を
、
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ

に
、
接
続
詞
の
「
し
か
し
」
と
い
う
の
が
、
会
話
文
に
三
つ
、
地
の
文
に
二
つ
、
あ
わ
せ
て
五
つ
出
て
い
ま
す
。
読
解
に
お
い
て
、
接

続
詞
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
「
文
法
読
み
」
の
、
ま
っ
た
く
常
道
と
も
言
っ
て
よ
い
仕
事
で
す
。
右
の
文
章
で
、
川
端
氏
は
、
逆
接

に
、
「
し
か
し
」
と
い
う
接
続
詞
を
用
い
て
い
て
、
た
と
え
ば
、
「
け
れ
ど
も
」
と
い
っ
た
よ
う
な
接
続
詞
は
、
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。

「
し
か
し
、
二
人
の
女
が
現
に
生
き
て
父
を
語
つ
た
の
を
思
ひ
、
…
…
な
に
か
憤
り
も
湧
い
て
来
た
。
」
、
こ
の
「
し
か
し
」
の
こ
と
ば

せ
ー

づ
か
い
を
見
る
と
、
私
ど
も
は
、
そ
の
「
し
か
し
」
の
下
の
、
「
間
」
の
大
き
い
こ
と
、
そ
こ
に
、
静
か
な
時
間
の
余
裕
が
あ
る
こ
と

を
、
読
み
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
他
の
「
し
か
し
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
こ
れ
ら
を
く
ら
ベ
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て
、
「
し
か
し
」
の
こ
と
ば
づ
か
い
を
吟
味
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
ど
も
は
、
い
わ
ゆ
る
「
表
現
読
み
」
と
し
て
、
作
者
の
お
ち
つ
い

た
表
現
態
度
と
い
う
も
の
を
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
し
か
し
」
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
が
、
接
続
助
詞
の
「
が
」
で
あ
り
ま
す
。
「
一
座
の
目
は
そ
の
方
に
注
が
れ
た

が
、
」
の
「
が
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
終
わ
り
の
、
「
ち
か
子
の
手
紙
に
誘
ほ
れ
て
来
た
自
己
嫌
悪
は
感
じ
た
が
、
」
の
「
が
」
に
至
る
ま

で
、
会
話
文
中
の
一
つ
を
ふ
く
め
て
、
六
つ
の
「
が
」
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ま
た
、
「
～
た
が
」
を
、
「
～
た
け
れ
ど
も
」
と
言

っ
た
り
は
し
な
い
で
、
「
が
」
一
色
で
す
。
「
文
法
読
み
」
の
一
つ
の
整
理
を
し
ま
す
と
、
川
端
氏
の
右
の
文
章
は
、
「
し
か
し
」
と

ま

「
之
が
」
の
文
章
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
そ
う
で
す
。
「
け
れ
ど
も
」
で
は
な
い
、
「
が
」
、
そ
の
と
こ
ろ
に
も
ま
た
、
休
止
、
間
の

大
き
い
の
を
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
静
か
な
お
ち
つ
き
が
、
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
う
見
て
く
れ
ば
、
も
は
や

「
表
現
読
み
」
で
す
。
川
端
康
成
氏
の
表
現
の
世
界
に
見
ら
れ
る
美
し
さ
の
要
因
と
し
て
、
「
し
か
し
」
の
こ
と
ば
づ
か
い
や
、
「
～

が
」
と
い
う
こ
と
ば
づ
か
い
の
さ
さ
え
る
、
静
か
さ
、
余
裕
感
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
い
な
め
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。す

ぐ
れ
た
、
川
端
氏
の
文
章
が
、
こ
う
し
て
、
私
ど
も
に
、
そ
の
よ
さ
の
、
た
ん
ね
ん
な
、
理
的
な
追
求
を
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
ど

ん
な
は
あ
い
に
も
、
私
ど
も
は
、
理
的
方
法
を
お
し
て
、
作
者
の
文
章
表
情
の
頂
上
に
ま
で
よ
じ
の
は
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

右
に
述
べ
た
こ
と
を
、
同
じ
川
端
康
成
氏
の
『
山
の
音
』
の
文
章
で
、
さ
ら
に
た
し
か
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

八
月
の
十
日
前
だ
が
、
虫
が
鳴
い
て
ゐ
る
。

木
の
葉
か
ら
木
の
葉
へ
夜
露
の
落
ち
る
ら
し
い
音
も
聞
え
る
。

さ
う
し
て
、
ふ
と
信
吾
に
山
の
音
が
聞
え
た
。

風
は
な
い
。
月
は
満
月
に
近
く
明
る
い
が
、
し
め
つ
ぽ
い
夜
気
で
、
小
山
の
上
を
描
く
木
々
の
輪
郭
は
ぼ
や
け
て
ゐ
る
。
し
か
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し
風
に
動
い
て
は
ゐ
な
い
。

信
吾
の
ゐ
る
廊
下
の
下
の
し
だ
の
葉
も
動
い
て
ゐ
な
い
。

⇔
，
と

鎌
倉
の
い
は
ゆ
る
谷
の
奥
で
、
波
が
聞
え
る
夜
も
あ
る
か
ら
、
．
信
吾
は
海
の
音
か
と
疑
っ
た
が
、
や
は
り
山
の
音
だ
っ
た
。

遠
い
風
の
音
に
似
て
ゐ
る
が
、
地
鳴
り
と
で
も
い
ふ
深
い
底
力
が
あ
っ
た
。
自
分
の
頭
の
な
か
に
聞
え
る
や
う
で
も
あ
る
の

で
、
信
吾
は
耳
鳴
り
か
と
思
っ
て
、
頭
を
振
っ
て
み
た
。

音
は
や
ん
だ
。

音
が
や
ん
だ
後
で
、
信
吾
は
は
じ
め
て
恐
怖
に
お
そ
は
れ
た
。
死
期
を
告
知
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
寒
け
が
し
た
。

風
の
音
か
、
海
の
音
か
、
耳
鳴
り
か
と
、
信
吾
は
冷
静
に
考
へ
た
つ
も
り
だ
つ
た
が
、
そ
ん
な
音
な
ど
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
は
れ
た
。
し
か
し
確
か
に
山
の
音
は
聞
え
て
ゐ
た
。

魔
が
通
り
か
か
っ
て
山
を
鳴
ら
し
て
行
っ
た
か
の
や
う
で
あ
っ
た
。

急
な
勾
配
な
の
が
、
水
気
を
ふ
く
ん
だ
夜
色
の
た
め
に
、
山
の
前
面
は
暗
い
壁
の
や
う
に
立
っ
て
見
え
た
。
信
吾
の
家
の
庭
に

を
さ
ま
る
ほ
ど
の
小
山
だ
か
ら
、
壁
と
言
っ
て
も
、
卵
形
を
半
分
に
切
っ
て
立
て
た
や
う
に
見
え
る
。

そ
の
横
や
う
し
ろ
に
も
小
山
が
あ
る
が
、
鳴
っ
た
の
は
信
吾
の
家
の
裏
山
ら
し
か
っ
た
。

「
八
月
の
十
日
前
だ
が
、
」
、
「
月
は
満
月
に
近
く
明
る
い
が
、
」
、
「
信
吾
は
海
の
音
か
と
疑
っ
た
が
、
」
、
「
遠
い
風
の
音
に
似
て
ゐ

る
が
、
」
、
そ
れ
か
ら
、
「
信
吾
は
冷
静
に
考
へ
た
つ
も
り
だ
つ
た
が
、
」
、
い
ち
ば
ん
最
後
に
、
「
そ
の
横
や
う
し
ろ
に
も
小
山
が
あ
る

が
、
」
、
こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
も
の
逆
接
の
「
が
」
が
出
て
き
ま
す
。
「
け
れ
ど
も
」
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
「
～
が
」
と
い
う
特
色
が
見
ら
れ
ま
す
。
『
千
羽
鶴
』
　
の
実
例
と
、
こ
の
　
『
山
の
音
』
　
の
実
例
と
を
あ
わ
せ
見
て
、
川
端
康
成
氏

が
、
逆
接
の
「
が
」
と
い
う
接
続
助
詞
を
、
と
く
に
選
ん
で
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の

・．ふ

接
続
の
こ
と
ば
は
、
ま
さ
に
川
端
氏
の
文
章
の
特
色
で
あ
り
、
「
が
」
の
あ
と
に
、
間
の
大
き
い
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
大
き
く
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て
、
そ
こ
に
、
静
か
さ
が
あ
り
ま
す
。
逆
接
に
し
て
も
、
ゆ
る
い
逆
接
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
作
者
は
、
い
わ
ば
、
情
を
出
す
た

め
に
、
－
情
の
深
さ
を
思
っ
て
、
逆
接
の
は
あ
い
の
接
続
助
詞
「
け
れ
ど
、
け
れ
ど
も
」
は
選
ば
な
い
で
、
お
の
ず
か
ら
、
「
が
」

を
選
ん
だ
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
接
続
助
詞
「
が
」
の
、
表
現
味
、
表
現
効
果
を
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
、
こ
こ
で
、
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

も
う
一
つ
、
森
鴎
外
の
文
章
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

『
寒
山
拾
得
』
の
終
わ
り
の
方
の
い
く
ら
か
を
、
こ
こ
に
引
用
し
て
み

ま
す
。

だ
う
げ
う
　
h
り
よ

「
甚
だ
む
さ
く
る
し
い
所
で
」
と
云
ひ
っ
1
、
道
麹
は
間
を
厨
の
中
に
連
れ
込
ん
だ
。

－
し

こ
ゝ
は
湯
気
が
一
は
い
籠
も
っ
て
ゐ
て
、
遽
に
這
入
っ
て
見
る
と
、
し
か
と
物
を
見
定
め
る
こ
と
も
出
来
ぬ
位
で
あ
る
。
そ
の

か
ま
ど

灰
色
の
中
に
大
き
い
竃
が
三
つ
あ
っ
て
、
ど
れ
に
も
残
っ
た
薪
が
真
赤
に
燃
え
て
ゐ
る
。
暫
く
立
ち
止
ま
っ
て
見
て
ゐ
る
う
ち

つ

く

ゑ

　

　

　

　

　

　

　

　

め

し

　

さ

い

に
、
石
の
壁
に
沿
う
て
造
り
附
け
て
あ
る
卓
の
上
で
大
勢
の
僧
が
飯
や
菜
や
汁
を
鍋
釜
か
ら
移
し
て
ゐ
る
の
が
見
え
て
来
た
。

こ
の
時
道
勉
が
奥
の
方
へ
向
い
て
、
「
お
い
、
拾
得
」
と
呼
び
掛
け
た
。

間
が
其
視
線
を
辿
っ
て
、
入
口
か
ら
一
番
遠
い
竃
の
前
を
見
る
と
、
そ
こ
に
二
人
の
僧
の
跨
っ
て
火
に
当
っ
て
ゐ
る
の
が
見
え

た
。

む

一
人
は
髪
の
二
三
寸
伸
び
た
頭
を
剥
き
出
し
て
、
足
に
は
草
履
を
穿
い
て
ゐ
る
。
今
一
人
は
木
の
皮
で
編
ん
だ
帽
を
被
っ
て
、

ぼ

く

h

リ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぶ

か

ん

足
に
は
木
履
を
穿
い
て
ゐ
る
。
ど
ち
ら
も
痩
せ
て
身
す
ぼ
ら
し
い
小
男
で
、
豊
千
の
や
う
な
大
男
で
は
な
い
。

道
勉
が
呼
び
掛
け
た
時
、
頭
を
剥
き
出
し
た
方
は
振
り
向
い
て
に
や
り
と
笑
っ
た
が
、
返
事
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
拾
得
だ

と
見
え
る
。
帽
を
被
っ
た
方
は
身
動
き
も
し
な
い
。
こ
れ
が
寒
山
な
の
で
あ
ろ
う
。

54

間
は
か
う
見
当
を
附
け
て
二
人
の
傍
へ
進
み
寄
っ
た
。
そ
し
て
袖
を
掻
き
合
せ
て
恭
し
く
礼
を
し
て
、

せ
つ
　
た
い
し
う
　
し
ゆ
ほ
　
　
じ
や
う
ち
ゆ
う
こ
く
　
し
　
ひ
　
ぎ
ょ
た
い
　
I
I
よ
さ
う
い
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
の

節
、
台
州
の
主
簿
、
上
柱
国
、
賜
耕
魚
袋
、
間
丘
胤
と
申
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
名
告
っ
た
。

て

う

ぎ

だ

い

ふ

　

し

ぢ

「
朝
儀
大
夫
、
使
井
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わ
ら
ひ
ご
ゑ

二
人
は
同
時
に
間
を
一
日
見
た
。
そ
れ
か
ら
二
人
で
顔
を
見
合
せ
て
腹
の
底
か
ら
籠
み
上
げ
て
来
る
や
う
な
笑
声
を
出
し
た
か

く

り

や

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ぷ

か

ん

と
思
ふ
と
、
一
し
ょ
に
立
ち
上
が
っ
て
、
厨
を
駆
け
出
し
て
逃
げ
た
。
逃
げ
し
な
に
寒
山
が
「
豊
千
が
し
ゃ
べ
っ
た
な
」
と
云
つ

た
の
が
聞
え
た
。

だ
う
げ
う

驚
い
て
跡
を
見
送
っ
て
ゐ
る
間
が
周
囲
に
は
、
飯
や
菜
や
汁
を
盛
っ
て
ゐ
た
僧
等
が
、
ぞ
ろ
く
と
来
て
た
か
っ
た
。
道
勉
は

ま

つ

さ

を

　

　

　

　

　

　

す

く

真
蒼
な
顔
を
し
て
立
ち
味
ん
で
ゐ
た
。

右
の
文
章
の
「
素
材
読
み
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
さ
て
お
い
て
、
「
文
法
読
み
」
を
く
わ
し
く
、
く
わ
し
く
と
、
今
、
考
え
て

み
ま
す
。
じ
つ
は
、
鴎
外
は
、
そ
の
よ
う
な
、
く
わ
し
い
「
文
法
読
み
」
を
、
私
ど
も
に
要
求
し
て
さ
え
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
た
と

え
ば
、
「
大
勢
の
僧
が
…
…
見
え
て
来
た
。
」
と
あ
る
か
と
お
も
う
と
、
そ
の
つ
ぎ
の
方
へ
行
っ
て
、
「
そ
こ
に
二
人
の
僧
の
…
…
見
え

た
。
」
と
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
に
、
私
ど
も
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
を
比
較
し
た
く
な
り
ま
す
。
は
じ
め
の
「
見
え
て
来
た
」
で
あ
り
ま
す

が
、
「
暫
く
立
ち
止
ま
っ
て
見
て
ゐ
る
う
ち
に
、
…
…
移
し
て
ゐ
る
の
が
見
え
て
来
た
。
」
と
あ
っ
て
、
「
て
来
た
。
」
の
言
い
か
た
に
、

す
こ
し
も
む
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
は
じ
め
に
は
い
っ
た
と
き
に
は
、
「
湯
気
が
一
は
い
籠
も
っ
て
ゐ
て
、
遽
に
這
入
っ
て
見
る
と
、
し

か
と
物
を
見
定
め
る
こ
と
も
出
来
ぬ
位
で
あ
」
　
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
あ
っ
た
の
が
、
「
暫
く
立
ち
止
ま
っ
て
見
て
ゐ
る
う

ち
に
、
…
…
…
が
見
え
て
来
た
。
」
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
は
、
ど
う
し
て
も
、
「
見
え
た
。
」
な
ど
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対

し
て
、
つ
ぎ
の
は
、
「
闇
が
其
視
線
を
辿
っ
て
、
…
…
…
を
見
る
と
、
そ
こ
に
」
で
す
か
ら
、
「
二
人
の
僧
の
…
…
…
が
見
え
た
。
」

で
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
わ
け
で
す
。
′
見
る
と
、
そ
こ
に
…
…
…
が
い
た
。
′
と
か
、
「
見
え
た
」
と
か
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
「
の

が
見
え
て
来
た
」
と
い
う
、
は
じ
め
の
方
の
言
い
か
た
と
、
「
の
が
見
え
た
」
と
い
う
、
あ
と
の
言
い
か
た
と
は
、
対
比
的
に
、
理
的

に
藍
と
ん
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
理
的
な
整
と
ん
に
対
し
て
は
、
私
ど
も
は
、
「
文
法
読
み
」
の
読
み

を
と
ぎ
す
ま
し
て
か
か
っ
て
い
っ
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
表
現
の
真
実
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
さ
い
は
、

「
文
彗
抗
み
」
が
ま
さ
に
成
功
し
た
と
き
、
「
表
望
芸
l
」
も
、
お
の
ず
か
ら
完
了
し
て
い
る
皇
ぢ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鴎
外
は
、
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ま

ウ

さ

を

　

　

　

　

す

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

く

ま
た
、
お
し
ま
い
に
、
遠
勉
は
真
蒼
な
顔
を
し
て
立
ち
頼
ん
で
ゐ
た
ご
と
書
い
て
あ
っ
て
、
「
立
ち
疎
ん
だ
」
と
は
書
い
て
い
ま
せ

ん
。
こ
れ
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
驚
い
て
跡
を
見
送
っ
て
ゐ
る
闇
が
周
囲
に
は
、
…
…
…
ぞ
ろ
く
と
来
て
た
か
っ
た
。
」
、

こ
の
方
は
、
「
来
て
た
か
っ
た
」
で
あ
っ
て
、
「
た
か
っ
て
い
た
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
僧
等
が
、
ぞ
ろ
く
と
来
て
た
か
っ
た
。
」
、

今
し
も
「
来
て
た
か
っ
た
」
の
で
す
か
ら
、
「
た
か
っ
て
い
た
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
来
て
間
を
と
り
か
こ
ん
だ

ま

つ

さ

を

　

　

　

　

　

す

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

く

も
の
に
対
し
て
、
道
勉
は
、
「
真
蒼
な
顔
を
し
て
立
ち
疎
ん
で
ゐ
た
。
」
の
で
す
。
も
し
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
「
立
ち
疎
ん
だ
」
と
あ

す
く

り
ま
す
と
、
道
勉
が
、
お
よ
そ
ど
の
へ
ん
に
位
置
し
て
い
た
か
が
、
は
っ
き
り
と
は
出
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
立
ち
疎
ん
で
ゐ
た
」
と

あ
り
ま
す
と
、
道
勉
が
、
そ
の
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
来
て
た
か
っ
た
と
い
う
状
態
に
対
し
て
、
ど
の
く
ら
い
へ
だ
た
っ
た
位
置
に
立
ち
す
く

す

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

く

ん
で
い
た
か
が
、
私
ど
も
の
目
に
見
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
立
ち
壊
ん
だ
」
と
は
し
な
い
で
、
「
立
ち
疎
ん
で
ゐ

た
」
と
し
て
あ
る
た
め
に
、
私
ど
も
は
、
こ
こ
に
、
あ
る
距
離
感
と
い
う
も
の
を
お
ぼ
え
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
や

や
離
れ
た
位
置
に
立
ち
す
く
ん
で
い
る
道
勉
の
、
ま
っ
さ
お
な
顔
ば
か
り
か
、
立
ち
す
く
ん
だ
姿
・
よ
う
す
さ
え
も
、
思
い
浮
か
べ
る

す
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
こ
ま
で
く
れ
は
、
「
表
現
読
み
」
は
で
き
た
と
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
立
ち
疎
ん
だ
」
と

す
く

「
立
ち
疎
ん
で
ゐ
た
」
と
の
こ
と
ば
づ
か
い
の
違
い
を
、
「
文
法
読
み
」
に
よ
っ
て
読
み
解
い
た
こ
と
が
、
や
が
て
、
「
表
現
読
み
」

を
可
能
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鴎
外
は
、
ひ
と
こ
と
ば
、
ひ
と
こ
と
ば
を
、
ふ
り
し
ぼ
る
よ
う
に
し
ぼ
り
だ
し
て
使

っ
て
お
り
、
前
後
の
照
応
も
み
ご
と
で
、
す
き
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
部
分
と
ど
の
部
分
と
を
く
ら
べ
て
見
て
も
、
一
定
の
対
応
関
係

を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鴎
外
は
、
そ
の
よ
う
な
、
緊
張
の
文
章
を
つ
づ
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
文
章
構
成
を
、

一
口
に
、
「
対
偶
法
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
対
偶
法
は
、
私
ど
も
に
、
き
び
し
く
、
「
文
法
読
み
」
を
要
求
し
て
い
ま
す
。
こ
う

い
う
対
偶
法
を
つ
い
て
つ
き
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
私
ど
も
は
、
「
文
法
読
み
」
が
「
表
現
読
み
」
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
、
自
覚
し

う
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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豆
　
聞
く
こ
と
の
教
育
に
関
し
て

開
く
生
活
の
理
的
鍛
練
と
し
て
は
、
相
手
の
話
し
を
、
句
読
点
を
打
ち
な
が
ら
聞
く
、
と
い
う
し
つ
け
を
す
れ
ば
よ
い
か
と
思
い
ま

す
。
話
し
手
は
、
乱
雑
な
句
読
法
で
話
し
て
い
る
と
し
て
も
、
聞
き
手
は
、
心
を
ひ
そ
め
て
、
あ
え
て
、
厳
格
な
句
読
づ
け
を
し
な
が

ら
聞
く
と
い
う
こ
と
が
、
相
手
の
真
意
を
と
ら
え
る
道
と
な
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
聞
く
こ
と
の
教
育
の
た
め
に
は
、
句
読

点
を
打
ち
な
が
ら
聞
く
こ
と
を
、
第
一
に
奨
励
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
、
聞
き
手
の
句
読
づ
け
に
よ
っ
て
、
相
手
の
長
い
セ
ソ
テ
ソ
ス
も
、
あ
る
い
は
二
文
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
が
、
相
手
の
話
し
の
理
解
の
合
理
的
な
方
法
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
句
読
づ
け
の
注
意
に
よ
っ
て
、
話
し
手
の
、
接
続
詞
一

の
使
い
か
た
の
不
当
な
も
の
を
、
是
正
し
て
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
相
手
の
話
し
の
正
し
い
理
解
を
も
た
ら
す
　
5
7

と

思

い

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

六
　
ま
と
め

理
の
国
語
教
育
は
、
「
理
に
し
た
が
っ
て
話
す
こ
と
」
、
「
理
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ
と
」
、
「
理
に
し
た
が
っ
て
読
む
こ
と
」
、

「
理
に
し
た
が
っ
て
聞
く
こ
と
」
を
指
導
す
る
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。

読
み
に
関
し
て
述
べ
た
、
「
素
材
読
み
」
、
「
文
法
読
み
」
、
「
表
現
読
み
」
の
三
段
階
法
は
、
話
す
こ
と
に
関
し
て
も
、
書
く
こ
と

に
関
し
て
も
、
読
む
こ
と
に
関
し
て
も
、
聞
く
こ
と
に
関
し
て
も
、
適
用
し
て
よ
い
考
え
か
た
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
話

す
こ
と
に
関
し
ま
し
て
も
、
「
素
材
話
し
」
、
「
文
法
話
し
」
、
「
表
現
話
し
」
と
い
う
よ
う
な
考
え
か
た
を
し
て
み
る
こ
と
が
有
効
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だ
と
思
い
ま
す
。
聞
く
こ
と
に
閑
し
ま
し
て
も
、
「
素
材
聞
き
」
、
「
文
法
聞
き
」
、
「
表
現
聞
き
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
順
次
、
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
考
え
か
た
は
、
ま
っ
た
く
、
話
し
た
り
、
書
い
た
り
、
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
す
る
こ
と
を
、
効
率
高
く
お

こ
な
う
こ
と
を
限
目
と
す
る
も
の
で
あ
り
・
ま
し
て
、
い
わ
ば
、
理
的
方
法
を
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

以
上
の
各
項
で
述
べ
た
こ
と
を
集
約
す
る
な
ら
ば
、
「
考
え
て
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
聞
く
こ
と
の
教
育

に
関
し
て
述
べ
た
こ
と
も
、
要
す
る
に
、
考
え
考
え
聞
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
書
く
ば
あ
い
に
は
、
考
え
な
が
ら
書
く
と
い
う

よ
う
な
こ
と
が
、
比
較
的
し
ぜ
ん
に
お
こ
な
わ
れ
が
ち
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
「
話
す
」
や
「
開
く
」
に
関
し
て
は
、
考
え
て
す
る

こ
と
が
、
一
般
に
よ
わ
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
つ
ま
り
、
理
を
と
お
す
こ
と
が
よ
わ
い
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
こ
の
改
善
が
急
務
で
す
。
さ

て
、
「
考
え
て
す
る
」
　
の
は
、
む
ろ
ん
、
「
生
活
の
中
で
」
で
す
。

考
え
る
活
動
は
、
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
「
分
析
す
る
こ
と
」
、
「
比
較
す
る
こ
と
」
、
「
総
合
す
る
こ
と
」
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
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第
三
章
　
情
　
の
国
語
教
育

一
理
に
し
た
が
い
情
に
し
た
が
う

情
の
国
語
教
育
は
、
情
に
し
た
が
う
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
情
的
に
鍛
練
し
て
い
く
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。

方
法
上
の
用
意
と
し
て
、
私
ど
も
は
、
情
の
国
語
教
育
を
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
教
師
の
人
間
、
あ
る
い
は
人
格
が
、
ぐ
っ
と
出
て

く
る
方
法
で
あ
る
と
も
、
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

情
の
国
語
教
育
は
、
ま
た
、
教
師
の
血
と
愛
に
よ
る
教
育
と
い
う
ふ
う
に
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、

情
の
国
語
教
育
は
、
つ
ね
に
、
す
べ
て
の
国
語
教
育
を
つ
つ
む
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
き
に
は
、
理
の
国
語
教
育
を
強
調

し
ま
し
た
が
、
国
語
教
育
の
す
べ
て
に
行
き
わ
た
る
べ
き
理
の
国
語
教
育
を
つ
つ
ん
で
、
情
の
国
語
教
育
が
遍
満
す
べ
き
で
す
。

私
は
、
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
の
な
か
で
、
「
愛
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
相
手
を
あ

た
た
か
く
見
ま
も
る
国
語
教
育
を
強
調
し
ま
し
た
。
愛
情
の
国
語
教
育
は
、
誠
実
の
国
語
教
育
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
や
が
て
は
、
こ

れ
が
、
人
格
の
国
語
教
育
に
な
る
こ
と
を
述
べ
た
の
で
す
。
今
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
情
の
国
語
教
育
も
、
基
本
的
に
は
、
さ
き
の
、

愛
情
の
国
語
教
育
の
論
を
ふ
ま
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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二
　
話
す
こ
と
の
指
導
に
関
し
て

話
す
こ
と
が
、
理
に
し
た
が
っ
て
話
す
よ
う
で
あ
れ
ば
ま
ず
よ
い
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
情
に
し
た
が
い
、
情
を
生
か
し
て

話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
れ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
情
に
し
た
が
わ
せ
、
情
に
生
き
さ
せ
る
こ
と
が
、
話
す

こ
と
の
指
導
と
し
て
、
今
、
問
題
に
し
た
い
こ
と
で
す
。

話
す
生
活
を
、
情
的
に
鍛
練
し
、
情
的
に
指
導
す
る
方
法
と
し
て
は
、
一
つ
に
、
会
話
の
個
々
の
文
表
現
の
文
末
の
こ
と
ば
の
指
導

を
重
ん
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
、
会
話
の
文
末
法
と
も
言
う
べ
き
も
の
に
、
指
導
の
力
を
そ
そ
ぐ
こ
と
が
、
話
す
生
活
の
指
導

の
情
的
鍛
練
と
し
て
、
有
意
義
か
と
思
う
の
で
す
。
児
童
・
生
徒
を
し
て
、
こ
の
文
末
法
に
注
目
さ
せ
れ
ば
、
児
童
・
生
徒
は
、
話
す
一

生
活
の
表
現
上
、
よ
く
、
情
に
し
た
が
い
、
情
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
会
話
の
個
々
の
文
表
現
の
文
　
6
0

末

に

、

通

常

、

特

別

の

文

末

詞

が

つ

き

ま

す

。

た

と

え

ば

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

○
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

の
よ
う
に
。
会
話
の
文
表
現
の
文
末
に
、
こ
の
よ
う
な
文
末
詞
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
は
、
相
手
に
対
す
る
、
適
切
な
、

あ
る
い
は
微
妙
至
極
な
待
遇
効
果
を
表
現
し
ま
す
。
相
手
へ
の
話
し
こ
と
ば
に
情
の
や
ど
る
と
こ
ろ
は
こ
こ
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思

い
ま
す
。
こ
こ
は
、
顕
著
な
表
現
重
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
し
く
じ
る
と
、
相
手
に
、
と
ん
だ
悪
感
情
を
い
だ
か
せ
る
こ

と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

○
わ
か
り
ま
し
た
か
。

と
い
う
の
で
は
、
「
か
」
文
末
詞
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
と
い
く
ら
か
似
た
よ
う
な
言
い
か
た
で
、

○
わ
か
り
ま
し
た
ね
。
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と
い
う
の
だ
と
、
「
ね
」
と
い
う
文
末
詞
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
「
か
」
が
「
ね
」
に
な
る
と
、
会
話
の
文
表
現
の
、
相
手
へ
の
あ
た
ゎ

か
た
が
、
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
右
の
二
つ
の
文
表
現
の
、
待
遇
効
果
の
相
違
は
、
「
か
」
と
「
ね
」
と
の
相
違
に
よ
っ
て
、

た
だ
ち
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
「
何
々
ぞ
。
」
と
言
え
ば
、
「
ぞ
」
的
な
待
遇
効
果
の
も
の
が
で
き
ま
す
。
「
何
々

よ
。
」
と
言
う
と
、
「
ぞ
」
の
は
あ
い
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
待
遇
効
果
の
表
現
が
で
き
ま
す
。
私
ど
も
の
話
す
生
活
を
か
え
り
み
ま
す

と
、
相
手
へ
の
も
の
の
言
い
か
た
の
だ
い
じ
な
注
意
点
と
し
て
、
文
表
現
の
末
尾
の
文
末
詞
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
こ
を
指

導
の
要
点
と
し
て
、
「
話
す
こ
と
」
の
指
導
を
す
れ
ば
、
情
的
鍛
練
に
成
功
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

っ
ぎ
に
は
、
セ
ソ
テ
ン
ス
の
構
文
に
つ
い
て
、
構
文
法
を
指
導
す
る
こ
と
が
、
「
話
す
こ
と
」
の
情
の
教
育
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

－
情
の
教
育
、
す
な
わ
ち
、
情
に
し
た
が
っ
て
、
情
を
生
か
し
て
話
す
よ
う
に
さ
せ
る
指
導
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
構
文
と
は
、
文

の
つ
く
り
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
、
ひ
ら
た
い
こ
と
ば
で
申
せ
ば
、
も
の
の
言
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
ば
づ
か
い
で
あ
る
し
、
言
い

ま
わ
し
で
も
あ
り
ま
す
。
「
も
の
も
言
い
よ
う
で
角
が
立
つ
。
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
こ
の
、
構
文
法
の
違
い
が
、

待
遇
効
果
の
遣
い
を
ひ
き
お
こ
し
ま
す
。

○
い
っ
し
ょ
に
行
き
ま
し
ょ
う
ね
。

と
い
う
セ
ソ
テ
ソ
ス
　
ー
　
言
い
か
た
と
、

○
あ
な
た
も
い
っ
し
ょ
に
行
く
で
し
ょ
う
？

と
い
う
言
い
か
た
と
で
は
、
同
じ
く
誘
う
の
で
は
あ
っ
て
も
、
相
手
へ
の
効
果
が
、
ず
い
ぶ
ん
違
う
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

○
わ
た
し
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

と
弁
解
す
る
の
と
、

○
わ
た
し
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
と
思
い
ま
す
か
。

と
弁
解
す
る
の
と
で
は
、
相
手
へ
の
ひ
び
き
か
た
が
、
ず
い
ぶ
ん
適
い
ま
す
。
瀾
手
に
も
の
を
腐
れ
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
な
言
い
か
た
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櫛
　
が
あ
り
ま
す
少

前
　
　
○
～
し
て
く
だ
さ
い
。

○
～
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。

○
～
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
？

○
～
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

○
～
し
て
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

○
～
し
て
は
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
ね
え
。

○
～
し
て
い
た
だ
く
と
あ
り
が
た
い
ん
で
す
け
ど
。

か
ぎ
り
も
な
く
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
に
、
い
ろ
い
ろ
な
構
文
法
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
い
ち
い
ち
が
、
そ
れ

な
り
の
、
相
手
へ
の
待
遇
効
果
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
私
ど
も
の
平
素
の
話
す
生
活
で
の
、
も
の
の
言
い

よ
う
、
す
な
わ
ち
構
文
の
立
て
か
た
と
い
う
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
め
ん
ど
う
な
も
の
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
じ
つ
は
、

そ
の
め
ん
ど
う
な
こ
と
を
、
し
ぜ
ん
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
ま
た
言
え
ば
、
勝
手
気
ま
ま
と
も
言
え
る
よ
う
な
状

態
の
な
か
で
、
人
び
と
は
、
な
ん
と
か
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
、
構
文
の
生
活
を
、
私
ど
も
は
、
あ
ら
た
め
て
凝
視
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
話
す
生
活
の
、
情
的
な
指
導
、
鍛
練
の
た
め
に
、
私
ど
も
は
、
構
文
法
に
着
目
し
て
、
話
し
手
自
身
が
、
み
ず
か
ら

自
覚
的
に
構
文
法
を
選
ぶ
よ
う
に
指
導
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
下
に
は
、
な
お
、
簡
単
な
事
例
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、
話
す
こ
と
の
指
導
に
関
す
る
情
的
鍛
練
の
必
要
を
論
じ
て
み
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
一
人
の
人
が
、
他
の
人
に
向
か
っ
て
、
〃
き
み
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
非
人
道
的
だ
。
〃
と
言
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
の
、

話
さ
れ
た
こ
と
ば
を
吟
味
し
て
み
ま
す
の
に
、
な
る
ほ
ど
、
相
手
が
非
人
道
的
で
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
た
の
は
、
あ
た
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
。
が
、
こ
と
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
き
わ
ど
い
言
い
か
た
が
、
じ
つ
は
、
非
人
道
的
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
非
人
道
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貯
」
呼
ば
わ
り
す
る
も
の
自
身
が
、
非
人
道
的
で
あ
り
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。
と
す
れ
ば
、
話
す
こ
と
ば
を
選
ぶ
う
え
で

の
、
こ
ま
か
な
心
づ
か
い
が
、
つ
ね
に
た
い
せ
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
心
づ
か
い
を
し
つ
け
る
、
情
、
人
情
の
教
育
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
自
分
の
こ
と
ば
を
み
ず
か
ら
反
省
す
る
よ
う
に
し
む
け
る
、
情
的
鍛
練
が
必
要
だ
と
言
え
ま
す
。

「
心
に
愛
が
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
美
し
い
こ
と
ば
も
、
相
手
の
心
に
ひ
び
か
な
い
。
」
　
（
聖
パ
ウ
ロ
の
「
コ
リ
ソ
ト
人
へ
の
手
紙
」
よ

り
）
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
相
手
の
心
へ
ひ
び
く
こ
と
ば
、
そ
れ
は
、
理
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
同
時
に
、
情
の
こ
と
ば
で

あ
る
は
ず
で
す
。
「
心
に
愛
が
な
け
れ
ば
」
　
は
、
今
、
情
が
な
け
れ
ば
、
と
言
っ
て
み
た
い
の
で
す
。

私
は
、
「
人
間
の
こ
と
ば
は
、
愛
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
間
の
こ
と
ば
は
、
本
来
、
愛
の
こ
と
ば
で
あ
る
は
ず

な
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
お
さ
な
子
の
こ
と
ば
が
、
だ
れ
の
耳
に
も
あ
ど
け
な
く
ひ
び
く
の
な
ど
は
、
そ
の
端
的
な
実
例
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
お
さ
な
子
に
も
の
を
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
お
と
な
の
人
の
顔
も
、
お
の
ず
か
ら
ほ
こ
ろ
び
ま
す
。
そ
の
ほ
こ
ろ
び
る
と
こ
ろ
一

が
、
愛
の
こ
と
ば
の
し
る
L
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
、
情
が
よ
く
生
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
話
す
生
活
の
う
え
で
、
そ
の
よ
　
6
3

う
に
、
情
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
愛
の
心
を
き
た
え
る
の
が
、
情
の
国
語
教
育
で
あ
。
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
愛
の
心
を
ー

き
た
え
る
た
め
に
は
、
国
語
教
育
で
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
に
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
注
意
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

草
深
い
い
な
か
に
う
ず
も
っ
て
い
る
、
年
と
っ
た
お
ば
あ
さ
ん
が
、
た
と
え
ば
、
人
の
元
気
な
よ
う
す
を
見
て
、
目
を
み
は
り
、

〝
あ
な
た
は
、
一
生
の
仕
事
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
元
気
な
の
だ
。
〃
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
知
識
と
い
う
も
の
に
、
な

ん
の
関
係
も
な
い
か
の
よ
う
な
人
が
、
突
如
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
鋭
い
こ
と
ば
を
吐
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
真
実
の
こ
と
ば
と
い
う

べ
き
も
の
か
と
思
い
ま
す
。
真
実
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
話
し
手
の
情
が
い
き
い
き
と
し
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
り
ま
し
ょ

ぅ
。
相
手
を
、
感
動
さ
せ
、
ゆ
り
動
か
す
よ
う
な
こ
と
ば
を
吐
く
力
づ
よ
さ
、
そ
う
い
う
力
づ
よ
さ
を
、
私
ど
も
は
、
児
童
・
生
徒
を

相
手
の
国
語
教
育
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
ね
ら
い
と
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
話
す
こ
と
の
理
的
鍛
練
に
加

え
て
、
情
的
鍛
練
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
心
の
真
実
を
か
た
む
け
て
話
し
を
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
、
肝



扁
　
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
情
の
面
を
ね
ら
え
ば
ね
ら
う
ほ
ど
、
私
ど
も
は
、
方
法
上
、
′
ひ
と
こ
と
ば
ノ
の
だ
′
い
じ
き
を
、
じ
ゆ
う

前
　
ぶ
ん
に
自
覚
さ
せ
る
よ
う
に
考
え
て
い
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

三
　
書
く
こ
と
の
指
導
に
関
し
て

情
に
し
た
が
っ
て
書
く
よ
う
に
さ
せ
る
教
育
を
、
重
ん
じ
た
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
ル
ノ
ア
ー
ル
の
絵
の
展
覧
会
の
広
告
に
、

「
色
の
魔
術
師
」
と
書
い
て
あ
っ
た
と
し
ま
す
か
。
こ
れ
は
、
ル
ノ
ア
ー
ル
の
絵
画
芸
術
を
紹
介
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
ま
と
と
に
わ

か
り
や
す
い
こ
と
ば
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
を
見
た
と
き
に
、
芸
術
家
を
批
評
す
る
、
し
か
も
、
は
め

る
こ
と
ば
と
し
て
は
、
「
魔
術
師
」
と
あ
る
点
に
、
さ
わ
り
を
覚
え
た
の
で
す
。
も
っ
と
上
品
な
こ
と
ば
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
一

か
。
こ
こ
に
、
愛
の
こ
と
ば
が
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
実
例
を
と
り
あ
げ
さ
せ
、
判
断
の
対
象
に
し
て
み
さ
せ
る
こ
と
　
6
4

が
、
書
く
こ
と
で
の
情
の
国
語
教
育
に
な
っ
て
い
く
と
言
え
ま
す
。

い
わ
ば
、
最
低
の
表
現
か
ら
最
高
の
表
現
ま
で
、
も
の
ご
と
に
は
、
と
り
ど
り
の
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
よ
り

高
い
ね
う
ち
の
表
現
を
L
は
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
私
ど
も
は
、
書
く
生
活
を
み
が
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
教
育
上
、
表

現
例
と
表
現
例
と
を
く
ら
べ
き
せ
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
よ
い
も
の
に
つ
い
て
行
か
せ
る
よ
う
に
導
く
こ
と
は
、
さ
っ
そ
く
に
指
導
の
効

果
の
あ
が
る
こ
と
か
と
思
う
の
で
す
。

柳
田
国
男
先
生
の
書
物
を
見
ま
す
と
、
そ
の
題
名
に
、
私
ど
も
の
心
を
ひ
く
も
の
が
、
多
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
『
木
綿
以

前
の
事
』
、
『
豆
の
葉
と
太
陽
』
、
『
妹
の
力
』
、
『
雪
国
の
春
』
、
『
海
南
小
記
』
、
『
毎
日
の
言
葉
』
、
『
国
語
の
将
来
』
、
な

ど
な
ど
。
こ
の
よ
う
な
卓
抜
な
題
名
設
定
は
、
書
く
生
活
で
の
、
高
く
す
ぐ
れ
た
精
神
の
は
′
ら
き
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
き

っ
そ
く
に
と
ら
え
う
る
、
こ
の
よ
う
な
好
書
名
を
材
料
と
し
て
あ
つ
か
い
な
が
ら
、
情
の
と
ど
い
た
文
章
を
書
き
あ
ら
わ
す
よ
う
に
、
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児
童
・
生
徒
の
心
を
は
げ
ま
す
こ
と
が
、
書
く
生
活
の
情
的
鍛
練
と
な
り
ま
す
。

表
現
の
あ
や
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
あ
や
を
見
せ
、
あ
や
を
見
ぬ
か
せ
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
、
児
童
・
生
徒

を
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
、
情
に
し
た
が
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
廟
単
な
ひ
と
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
す
が
、
〃
ノ
ー

ト
の
い
ち
ば
ん
う
し
ろ
の
紙
を
一
枚
破
っ
て
、
そ
れ
に
書
き
な
さ
い
。
〃
と
い
う
よ
う
な
指
示
の
一
文
を
書
く
さ
い
に
も
、
〃
ノ
ー
ト

ヽ

　

ヽ

の
う
し
ろ
の
紙
を
と
っ
て
、
そ
れ
に
書
き
な
さ
い
。
〃
と
書
き
あ
ら
わ
す
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
の
ほ
う
が
、
品
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
ひ

と
こ
と
ば
の
あ
や
で
す
け
れ
ど
、
「
破
っ
て
」
で
は
気
が
す
ま
な
い
、
せ
め
て
も
「
と
っ
て
」
に
し
な
く
て
は
、
と
考
え
さ
せ
る
指
導

が
た
い
せ
つ
で
す
。

「
足
音
」
と
い
う
題
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。
小
学
校
五
年
女
子
の
作
品
で
す
。

人
間
が
歩
く
。

リ
ズ
ム
に
の
っ
て
歩
く
。

足
音
を
た
て
て
歩
く
。

み
ん
な
、

リ
ズ
ム
に
の
っ
て
歩
く
。

見
て
い
る
と
、

何
に
も
し
て
い
な
い

と
、
思
う
が
、

心
の
中
で
歌
う
。

そ
し
て
、
こ
の
歌
っ
て
い
る
リ
ズ
ム
が
、

足
音
に
出
て
く
る
。
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だ
か
ら
、

歩
く
の
は
、

た
の
し
い
な
あ
。（

『
う
し
お
』
第
一
九
八
号
）

「
人
間
が
歩
く
。
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
歩
く
。
足
音
を
た
て
て
歩
く
。
」
　
な
ん
と
調
子
よ
く
書
け
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
ぜ
ん
に

出
て
い
る
表
現
の
あ
や
！
　
「
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
歩
く
。
」
、
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
詩
全
体
も
、
リ
ズ
ム
に
の
っ
て
書
け
て
い
ま
す
。

こ
と
に
よ
く
情
味
を
出
し
て
い
る
の
は
、
ど
こ
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
歌
っ
て
い
る
リ
ズ
ム
が
、

足
音
に
出
て
く
る
。

と
い
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
批
評
で
は
、
こ
こ
へ
く
わ
を
う
ち
こ
む
こ
と
に
し
た
い
も
の
で
す
。

66

四
　
読
む
こ
と
の
指
導
に
関
し
て

読
む
生
活
を
指
導
す
る
さ
い
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
情
的
な
指
導
、
あ
る
い
は
情
的
鍛
練
を
し
て
い
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
ま
え
ま
え
か
ら
、
読
解
に
関
し
て
、
三
段
階
法
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
三
段
階
法
は
、
読
む
こ
と
に
つ
い
て
ば
か
り
で
は
な

く
、
書
く
こ
と
に
も
、
ま
た
、
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
に
も
適
用
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
す
が
、

と
く
に
読
解
に
つ
い
て
、
三
段
階
法
、
す
な
わ
ち
、
「
素
材
読
み
」
、
「
文
法
読
み
」
、
「
表
現
読
み
」
を
、
や
や
く
わ
し
く
述
べ
て
き

ま
し
た
。
今
、
読
む
こ
と
の
情
的
鍛
練
と
し
て
は
、
「
表
現
読
み
」
と
い
う
こ
と
に
即
し
て
、
話
し
を
進
め
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

読
む
こ
と
の
指
導
に
関
し
て
、
情
的
鍛
練
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
私
ど
も
は
、
「
表
現
読
み
」
の
世
界
で
、
相
手
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が
た
を
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
訓
練
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

は
い
し
ゃ
　
　
　
小
一
男
子

ぼ
く
は
、
フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
で
　
は
い
し
ゃ
へ
　
い
き
ま
し
た
。

は
い
し
ゃ
へ
　
は
い
る
と
　
大
ぜ
い
の
　
人
が
、
い
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
い
そ
い
で
　
ば
ん
ご
う
を
、
と
る
と
、
六
十
九
ば
ん
で
し
た
。

「
六
十
九
は
ん
の
　
人
　
お
は
い
り
く
だ
さ
い
。
」

と
　
い
っ
た
の
で
　
は
い
り
ま
し
た
。

白
い
ふ
く
を
　
き
た
、
お
い
し
ゃ
さ
ん
が
、
八
人
ほ
ど
い
ま
し
た
。

そ
の
中
の
一
り
が
「
ぼ
く
い
す
に
、
す
わ
っ
て
。
」
と
、
い
っ
た
の
で
、
ぼ
く
は
、
す
わ
り
ま
し
た
。

ま
え
に
は
、
き
か
い
が
、
い
っ
ぱ
い
　
お
い
て
、
い
ま
し
た
。

わ
た
や
　
ち
ゅ
う
し
ゃ
や
　
ペ
ソ
チ
の
よ
う
な
の
が
　
め
の
ま
え
に
、
あ
っ
た
の
で
、
「
こ
わ
い
。
」

と
、
お
も
っ
て
、
い
る
と
、
お
い
し
ゃ
さ
ん
が
、
き
て
、
ぼ
く
の
　
い
す
を
、
す
る
す
る
と
　
上
に
、
あ
げ
た
の
で
、
ぼ
く
は
、

び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
先
生
が
「
お
口
を
　
あ
け
て
　
ご
ら
ん
。
」

と
　
い
っ
た
の
で
　
あ
け
る
と
、
先
生
が
「
こ
の
は
が
、
い
ご
い
て
　
い
る
か
ら
　
ぬ
き
ま
し
ょ
う
。
」

と
、
い
っ
て
、
ち
ゅ
う
L
や
を
、
し
ま
し
た
。

「
い
た
い
。
」

と
い
っ
た
ら
、
先
生
が
「
じ
ょ
う
ぶ
で
　
き
れ
い
な
　
え
い
き
ゅ
う
L
が
　
は
え
る
か
ら
　
が
ま
ん
を
　
し
な
さ
い
。
」

と
　
い
っ
た
の
で
　
ぼ
く
は
、
が
ま
ん
を
　
し
ま
し
た
。
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ち
ゅ
う
L
や
が
　
お
あ
る
と
、
こ
ん
ど
は
、
ペ
ソ
チ
の
よ
う
な
の
で
、
ぼ
く
の
は
を
、
つ
か
ん
で
、
ね
じ
っ
て
、
ぬ
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。

先
生
が
、
「
ゴ
ロ
ゴ
ロ
を
、
し
な
さ
い
。
」

と
　
い
っ
た
の
で
　
水
で
、
ロ
を
、
ゆ
す
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
、
し
よ
う
ど
く
を
、
し
て
、
「
か
み
な
さ
い
。
」
　
と
　
い
っ
て
、

わ
た
を
、
く
れ
ま
し
た
。

ぼ
く
は
、
ち
が
と
ま
る
ま
で

こ
れ
で
、
お
と
な
の
は
が
、

む
し
ば
も
、
ち
り
ょ
う
を

す
こ
し
よ
こ
に
、
な
っ
て
い
ま
し
た
。

は
え
る
の
で
、
ぼ
く
は
　
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。

し
て
、
だ
い
じ
に
、
し
ま
す
。

（
『
う
し
お
』
第
一
九
七
号
）

こ
れ
を
見
ま
す
と
、
「
ぼ
く
は
、
フ
ェ
リ
ー
ボ
ー
ト
で
　
は
い
し
ゃ
へ
　
い
き
ま
し
た
。
」
　
に
始
ま
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
の
セ
ソ
テ
ン
ス
　
6
8

が
、
「
～
た
」
、
丁
た
」
、
「
～
た
」
、
で
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
全
体
の
、
た
、
た
、
た
、
と
い
う
の
を
読
ん
で
い
く
と
、
い
か
に
－

も
、
す
な
お
で
、
純
情
だ
と
い
う
感
じ
が
、
す
ぐ
に
わ
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
「
た
」
が
続
い
た
あ
と
、
最
後
に
は
、
「
む
し
ば
も
、

ち
り
ょ
う
を
　
し
て
、
だ
い
じ
に
、
し
ま
す
。
」
と
あ
っ
て
、
「
ま
す
」
が
来
ま
す
。
こ
の
、
「
た
」
か
ら
「
ま
す
」
　
へ
の
転
換
が
、
い
か

に
も
、
一
年
生
の
ぽ
う
や
の
、
心
が
け
、
覚
悟
の
表
明
と
し
て
、
美
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
「
た
」
　
の
連
続
か
ら
「
ま
す
」
　
へ
の
転

換
、
こ
れ
を
、
読
み
と
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
相
手
に
読
み
と
ら
せ
る
こ
と
が
、
こ
の
文
章
の
「
表
現
読
み
」
　
の
急
所
に
な
り
ま
し
ょ

う
か
。
こ
う
い
う
急
所
に
、
相
手
が
た
を
導
く
こ
と
が
、
異
に
、
相
手
が
た
の
情
的
鍛
練
と
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
分
析

的
な
見
か
た
を
し
ま
す
と
、
「
ま
え
に
は
、
き
か
い
が
、
い
っ
ぱ
い
　
お
い
て
、
い
ま
し
た
。
」
　
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
や
や
こ
ま
か

に
な
り
ま
す
と
、
「
わ
た
や
　
ち
ゅ
う
し
や
や
　
ペ
ソ
チ
の
よ
う
な
の
が
　
め
の
ま
え
に
、
あ
っ
た
の
で
、
」
　
と
な
り
ま
す
。
当
然
、
そ

れ
は
、
「
こ
わ
い
。
」
　
と
い
う
気
も
ち
を
お
こ
さ
せ
ま
す
。
で
す
が
、
さ
き
に
な
り
ま
す
と
、
「
ぼ
く
は
、
が
ま
ん
を
　
し
ま
し
た
。
」
、
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こ
う
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
で
、
お
と
な
の
は
が
、
は
え
る
の
で
、
ぼ
く
は
　
う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
」
・
と
結
ば
れ
て
い
ま

す
。
漸
層
法
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
し
ぜ
ん
に
、
作
者
の
心
理
が
、
高
ま
り
、
か
つ
静
ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
に

は
、
一
つ
の
た
く
ま
な
い
手
法
と
い
う
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
漸
層
の
手
法
を
、
発
見
し
、
あ
る
い
は
、
相
手
に
発

見
さ
せ
て
、
作
者
の
心
理
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
、
情
の
国
語
教
育
と
言
え
る
も
の
で
す
。

こ
こ
に
、
ま
た
、
一
つ
の
詩
が
あ
り
ま
す
。

私
の
ア
ル
バ
ム

一
ペ
ー
ジ
を
開
く
。

一
才
五
カ
月
の
私
が
そ
こ
に
い
た
。

ロ
を
ポ
カ
ソ
と
あ
け
て
い
る
。

小
五
女
子

そ
の
こ
ろ
の
私
は
カ
メ
ラ
も
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
い

二
ペ
ー
ジ
を
開
く
。

三
才
の
私
が
あ
ら
っ
て
い
る
。

え
く
ぼ
を
ち
ょ
こ
ん
と
だ
し
て
。

お
か
っ
ぱ
の
私
が
あ
ら
っ
て
い
る
。

三
ペ
ー
ジ
を
開
く
。

五
つ
の
私
が
そ
こ
に
い
た
。

顔
と
同
じ
大
き
さ
の
り
ん
ご
を
持
っ
た
私
が

フ
イ
ル
ム
の
中
に
生
き
て
い
た
。

私
は
ア
ル
バ
ム
を
見
な
が
ら
憩
ぞ
う
し
た
っ
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こ
の
こ
ろ
の
私
は
ど
ん
な
子
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
。

私
は
ア
ル
バ
ム
に
聞
い
て
み
る
。

小
さ
い
こ
ろ
の
私
の
す
が
た
を
。

（
『
う
し
お
』
第
一
九
七
号
）

こ
の
詩
を
見
ま
す
と
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
「
一
ペ
ー
ジ
を
開
く
。
」
、
「
二
ペ
ー
ジ
を
開
く
。
」
、
「
三
ペ
ー
ジ
を
開
く
。
」
と
、
数
の

発
展
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
一
才
五
カ
月
、
二
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
三
才
、
三
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、
五
つ
、

こ
の
よ
う
に
、
数
の
、
変
化
、
進
展
が
、
ご
く
し
ぜ
ん
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
も
、
こ
の
よ
う
に
美
し
く
数
を
配
列

す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
だ
と
、
私
は
、
思
う
の
で
す
。
こ
の
数
の
発
展
を
お
さ
え
て
み
て
も
、
こ
の
詩
の
表
現
の
高
ま
り
が
わ
か
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
理
解
は
、
「
表
現
読
み
」
の
理
解
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
児
童
・
生
徒
に
、
こ
一

れ
を
読
ま
せ
る
と
し
た
ら
、
数
の
展
開
を
お
さ
え
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
詩
の
表
現
の
、
あ
ど
け
な
い
、
か
ざ
ら
な
い
美
し
き
を
、
味
わ
　
7
0

あ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
見
て
い
き
ま
す
と
、
一
才
五
カ
月
の
と
き
は
、
「
口
を
ポ
カ
ソ
と
あ
け
て
」
　
い
ま

す
。
「
三
才
の
私
」
は
、
「
え
く
ぼ
を
ち
ょ
こ
ん
と
だ
し
て
」
い
ま
す
。
「
五
つ
の
私
」
に
な
り
ま
す
と
、
「
顔
と
同
じ
大
き
さ
の
ヶ
ん

ご
を
持
っ
た
」
と
あ
り
ま
し
て
、
リ
ソ
ゴ
に
く
ら
べ
ら
れ
た
顔
か
た
ち
が
、
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
ロ
を
ポ
カ
ソ
」

か
ら
「
え
く
ぼ
を
ち
ょ
こ
ん
」
　
へ
。
こ
れ
を
へ
て
、
リ
ソ
ゴ
の
よ
う
な
顔
、
リ
ソ
ゴ
と
同
じ
大
き
さ
の
顔
。
こ
の
よ
う
に
、
展
開
が
認

め
ら
れ
ま
す
。
数
の
高
ま
り
に
平
行
す
る
展
開
で
あ
り
ま
す
。
表
現
内
容
を
高
め
て
い
く
よ
い
手
法
が
、
こ
こ
に
兄
い
だ
さ
れ
ま
す
。

こ
の
手
法
を
味
わ
う
こ
と
が
、
「
表
現
読
み
」
で
あ
り
ま
す
。
し
ぜ
ん
に
で
き
て
い
る
、
こ
の
お
も
し
ろ
さ
、
あ
る
い
は
、
こ
の
よ

さ
、
長
所
を
、
と
ら
え
さ
せ
る
よ
う
に
導
く
こ
と
が
、
読
み
の
情
的
鍛
練
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
一
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
実
例
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
で
す
。
朝
日
新
聞
社
編
『
働
く
日
本
人
』
と
い
う
書
物
の
な
か
の
百

目
鬼
恭
一
二
郎
氏
の
文
革
の
一
部
分
で
す
。
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雨
に
た
た
ら
れ
て
、
待
望
の
原
生
林
伐
採
場
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
山
に
は
い
っ
て
一
週
間
も
た
っ
て

か
ら
で
あ
っ
た
。

奈
良
二
月
堂
の
お
水
取
り
が
す
む
と
、
吉
野
川
の
渓
谷
は
い
っ
ぺ
ん
に
春
に
な
る
。
山
作
業
は
再
開
さ
れ
、
地
ご
し
ら
え
を
い

そ
ぎ
、
苗
木
を
植
え
つ
け
、
春
切
り
と
よ
ば
れ
る
本
格
的
な
伐
採
に
は
い
る
1
こ
れ
が
、
吉
野
杉
の
主
産
地
、
奈
良
県
川
上
村

の
林
業
の
あ
り
か
た
だ
。

い
か
だ
ば

と
こ
ろ
が
、
お
な
じ
川
上
村
で
も
、
最
奥
地
の
筏
場
で
は
ち
ょ
っ
と
事
情
が
ち
が
う
。
こ
こ
に
は
ま
だ
樹
齢
二
百
年
、
三
百
年

と
い
う
広
葉
樹
の
原
生
林
が
残
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
冬
も
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

や
っ
と
晴
れ
た
朝
、
七
時
前
に
わ
た
し
た
ち
は
筏
場
の
集
落
を
出
た
。
妻
帯
者
は
ほ
と
ん
ど
こ
こ
か
ら
毎
日
現
場
へ
通
う
。
従

っ
て
朝
は
早
い
の
だ
。
し
ば
ら
く
吉
野
川
の
源
流
ぞ
い
に
の
ぼ
り
、
や
が
て
右
に
折
れ
て
山
に
か
か
る
と
、
あ
と
は
た
だ
胸
つ
き

の
の
ぼ
り
道
で
あ
る
。
案
内
人
は
「
あ
そ
こ
の
岩
場
に
は
カ
モ
シ
カ
が
仰
山
お
る
」
と
か
、
「
ク
マ
に
よ
く
出
会
う
の
は
こ
の
辺

だ
」
な
ど
と
説
明
し
て
く
れ
る
。

い
ま
、
わ
た
し
た
ち
が
向
っ
て
い
る
黒
倉
又
の
伐
採
場
に
も
ク
マ
が
出
る
。
四
十
一
年
秋
、
樹
齢
三
百
年
を
こ
え
る
ト
ガ
の
大

木
を
チ
ェ
ー
ソ
ソ
ー
で
切
っ
て
い
る
と
、
木
の
ウ
ロ
か
ら
ク
マ
が
飛
出
し
て
逃
げ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
目
を
上
へ

や
れ
ば
、
山
は
い
よ
い
よ
け
わ
し
．
く
、
足
下
は
目
の
く
ら
む
よ
う
な
谷
で
あ
る
。
勇
を
鼓
し
て
足
を
ふ
み
だ
す
と
、
岩
は
ぼ
ろ
ぼ

ろ
と
か
け
て
、
足
も
と
か
ら
く
ず
れ
る
。
と
て
も
通
勤
な
ど
と
い
え
た
も
の
で
は
な
い
。
本
格
的
な
登
山
だ
。

二
時
間
か
か
っ
て
、
や
っ
と
現
場
へ
た
ど
り
つ
い
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
き
れ
て
立
ち
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
。
飯
場
の
あ

る
谷
の
両
側
に
は
、
岩
だ
ら
け
の
山
が
つ
い
た
て
の
よ
う
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
。
高
さ
は
い
ず
れ
も
谷
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル

は
あ
ろ
う
。
驚
く
の
は
、
そ
の
傾
斜
で
あ
る
。
ゆ
る
い
と
こ
ろ
で
四
十
五
度
。
急
な
と
こ
ろ
は
五
十
度
を
こ
え
る
だ
ろ
う
。
「
あ

の
上
で
切
っ
て
い
ま
す
」
と
、
そ
の
巨
大
な
聴
壁
の
上
部
を
指
さ
さ
れ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
思
わ
ず
う
な
っ
た
。
慣
れ
な
い
目
に

71
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は
衝
い
て
い
る
人
の
姿
は
識
別
で
き
ず
、
す
で
に
切
ら
れ
て
騎
た
わ
っ
て
い
る
数
十
メ
ー
ト
ル
の
巨
木
が
、
下
か
ら
は
、
つ
ま
よ

う
じ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
し
か
見
え
な
い
。

と
に
か
く
、
あ
り
っ
た
け
の
カ
を
し
ぼ
っ
て
片
側
の
壁
を
よ
じ
の
ぼ
り
は
じ
め
た
。
登
山
グ
ッ
が
ず
る
ず
る
っ
と
す
べ
る
た
び

に
、
ヤ
ブ
の
根
っ
こ
に
し
が
み
つ
く
。
と
こ
ろ
が
、
先
導
を
つ
と
め
て
く
れ
た
伐
採
組
の
組
長
は
、
二
十
キ
ロ
近
い
わ
た
し
た
ち
の

荷
物
を
背
負
っ
て
い
る
の
に
、
地
下
ク
ビ
、
き
ゃ
ほ
ん
の
軽
い
足
ご
し
ら
え
で
、
ひ
ょ
い
ひ
ょ
い
と
飛
ぶ
よ
う
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。

尾
根
近
く
の
原
生
林
に
立
つ
と
、
下
は
ま
さ
に
垂
直
に
見
え
た
。
と
て
も
自
分
で
も
木
を
切
っ
て
み
る
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な

い
。
岩
に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
し
て
伐
採
の
さ
ま
を
見
守
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
の
青
年
が
チ
ェ
ー
ン
ソ
」
で

ま
ず
立
木
の
谷
側
に
切
り
こ
み
を
入
れ
、
次
い
で
山
側
か
ら
少
し
切
り
こ
み
よ
り
上
を
切
っ
て
ゆ
く
。
一
分
、
二
分
…
…
…
や
が

て
、
ろ
を
こ
ぐ
よ
う
な
ギ
イ
ギ
イ
と
い
う
き
し
み
と
と
も
に
、
木
は
こ
ず
え
を
ゆ
す
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
谷
側
へ
倒
れ
は
じ
め
一

る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
山
の
傾
斜
と
平
行
に
な
っ
た
瞬
間
、
三
十
メ
ー
ト
ル
の
巨
木
は
ま
る
で
生
あ
る
も
の
の
ご
と
く
谷
へ
ま
っ
　
m

L

ぐ

ら

に

飛

ん

で

ゆ

く

の

で

あ

っ

た

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

こ
の
文
章
に
つ
い
て
、
一
つ
、
段
落
の
結
び
か
た
を
だ
け
、
問
題
に
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
段
落
は
、
「
…
…
で
あ
っ
た
。
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。
第
二
段
落
は
、
「
…
…
だ
。
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
第
三
段
落
は
、
「
…
…
の
で
あ
る
。
」
、
第
四
段
落
は
、
「
…
…
し

て
く
れ
る
。
」
、
第
五
段
落
は
、
「
…
…
だ
。
」
、
第
六
段
落
は
、
「
…
…
見
え
な
い
。
」
、
第
七
段
落
は
、
「
…
…
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
」
、
第
八

段
落
は
、
「
…
…
の
で
あ
っ
た
。
」
で
す
。
今
、
と
く
に
、
「
二
時
間
か
か
っ
て
、
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
読
ん
で
い
き
ま
す
。
直
前
の
段
落

の
終
わ
り
は
、
「
本
格
的
な
登
山
だ
。
」
で
す
。
「
と
て
も
通
勤
な
ど
と
い
え
た
も
の
で
は
な
い
。
本
格
的
な
登
山
だ
。
」
、
こ
の
　
「
だ
。
」

の
言
い
切
り
は
、
用
意
の
心
も
ち
を
、
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。
．
さ
て
、
「
二
時
間
か
か
っ
て
、
」
　
の
段
落
で
は
、
終
わ
り
が
、
「
下

か
ら
は
、
つ
ま
よ
う
じ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
し
か
見
え
な
い
。
」
と
い
う
現
在
形
の
言
い
切
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
す
で
に
切
ら
れ
て

横
た
わ
っ
て
い
る
数
十
メ
ー
ト
ル
の
巨
木
が
、
下
か
ら
は
、
つ
ま
よ
う
じ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
し
か
見
え
な
い
。
」
、
こ
の
言
い
か
た
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は
、
登
山
が
ま
だ
ま
だ
続
く
と
い
う
気
も
ち
を
あ
ら
わ
す
の
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
の
段
落
の
、
組
長
が
「
ひ
ょ
い

ひ
ょ
い
と
飛
ぶ
よ
う
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
」
と
い
う
結
び
に
き
ま
す
と
、
そ
の
、
高
い
高
い
と
こ
ろ
ま
で
登
っ
て
行
く
さ
ま
が
、
手
に
と

る
よ
う
に
見
え
る
と
言
え
ま
す
。
か
く
て
、
つ
ぎ
の
段
落
の
は
じ
め
、
よ
う
や
く
「
尾
根
近
く
の
原
生
林
に
立
つ
と
、
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
て
、
「
下
は
ま
さ
に
垂
直
に
見
え
た
。
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
よ
く
き
い
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
は
「
岩
に
へ
ば
り
つ
く

よ
う
に
し
て
伐
採
の
さ
ま
を
見
守
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も
、
読
む
も
の
の
共
鳴
を
さ
そ
い
ま
す
。
そ
の
高
い

と
こ
ろ
か
ら
谷
へ
巨
木
が
落
ち
る
の
は
、
「
三
十
メ
ー
ト
ル
の
巨
木
は
ま
る
で
生
あ
る
も
の
の
ご
と
く
谷
へ
ま
っ
し
ぐ
ら
に
飛
ん
で
ゆ

く
の
で
あ
っ
た
。
」
と
形
容
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
こ
で
、
「
…
…
…
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
」
と
結
ん
で
あ
る
の
が
、
そ
れ
ま
で
の
、

「
…
…
…
大
き
さ
に
し
か
見
え
な
い
。
」
、
「
飛
ぶ
よ
う
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
」
と
い
う
、
い
き
い
き
と
し
た
現
在
形
の
表
現
に
く
ら
べ

て
、
ま
こ
と
に
対
比
の
妙
を
得
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
「
…
…
…
大
き
さ
に
し
か
見
え
な
い
。
」
、
「
飛
ぶ
よ
う
に
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
。
」
を

受
け
て
、
「
…
…
…
の
で
あ
っ
た
。
」
と
結
ん
で
い
る
の
で
、
高
さ
、
け
わ
し
さ
の
表
現
も
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

読
み
と
る
こ
と
の
で
き
る
、
段
落
結
び
の
手
法
、
あ
る
い
は
段
落
結
び
の
表
現
力
を
、
私
ど
も
が
、
き
っ
ち
り
と
と
ら
え
て
い
く
こ
と

が
、
こ
の
は
あ
い
の
、
一
つ
の
だ
い
じ
な
「
表
現
読
み
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
段
落
結
び
の
特
色
に
注
目
さ
せ
な
が
ら
、
作
者
の
、
す

ぐ
れ
た
表
現
力
に
よ
っ
て
き
ず
か
れ
た
独
特
の
世
界
に
参
入
さ
せ
る
こ
と
が
、
情
的
鍛
練
の
急
所
と
な
り
ま
す
。

以
上
の
ど
の
例
文
の
ば
あ
い
に
し
て
も
、
読
解
の
指
導
と
し
て
は
、
早
く
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
表
現
の
世
界
に
ひ
た
ら
せ
て
、

感
じ
う
る
も
の
を
つ
か
む
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
情
の
国
語
教
育
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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五
　
聞
く
こ
と
の
指
導
に
関
し
て

人
の
返
事
の
こ
と
ば
、
「
は
あ
。
」
と
い
う
の
と
、
「
は
い
。
」
と
い
う
の
と
を
聞
き
わ
け
て
、
「
は
あ
。
」
に
対
す
る
「
は
い
。
」
は
、
ど
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ん
な
心
情
を
ひ
れ
き
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
と
想
察
す
る
の
な
ど
、
す
な
わ
ち
、
理
と
情
と
を
こ
め
て
聞
く
、
理
に
加
え
て
情
を
こ
め

て
聞
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
、
情
に
も
し
た
が
い
、
情
を
生
か
し
て
聞
く
と
い
う
よ
う
に
さ
せ
る
指
導
を
、

重
ん
じ
た
い
の
で
す
。

相
手
の
こ
と
ば
を
終
わ
り
ま
で
聞
く
、
あ
る
い
は
、
相
手
の
こ
と
ば
が
一
切
り
つ
く
ま
で
、
よ
く
待
つ
と
い
う
こ
と
が
、
私
ど
も
の

聞
く
生
活
の
基
本
と
し
て
、
た
い
せ
つ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
忍
耐
づ
よ
い
聞
く
生
活
を
し
っ
け
る
こ
と
が
、
聞
く
生
活
の

情
的
鍛
練
と
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
人
の
話
し
を
聞
き
な
が
ら
も
、
す
で
に
、
み
ず
か
ら
発
言
す
る
用
意
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
聞
く

態
度
を
、
改
め
さ
せ
る
よ
う
に
し
む
け
る
い
っ
さ
い
の
指
導
が
成
功
す
れ
ば
、
聞
く
生
活
の
情
的
鍛
練
の
お
も
な
部
分
は
終
わ
っ
た
と

し
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

六
　
教
材
研
究

ま
っ
こ
う
か
ら
教
材
に
い
ど
み
、
こ
れ
を
、
分
析
し
、
総
合
し
て
い
く
教
材
研
究
の
不
可
能
な
は
あ
い
に
も
、
な
お
、
愛
情
の
教
材

研
究
が
で
き
る
と
、
私
は
、
考
え
ま
す
。
一
日
の
勤
務
に
疲
れ
て
自
宅
に
帰
り
、
帰
る
と
す
ぐ
に
家
事
に
つ
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い

婦
人
教
師
の
ば
あ
い
な
ど
、
本
格
的
な
教
材
研
究
の
余
裕
は
な
い
と
い
う
ば
あ
い
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
は
あ
い
、
私

は
、
台
所
仕
事
の
な
か
に
も
、
明
日
の
こ
れ
こ
れ
の
教
材
に
思
い
を
よ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
い
は
、
そ
の
こ
と
を
気
に
か
け
る

と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
も
誠
意
あ
る
教
材
研
究
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
思
い
を
よ
せ
、
気
に
か
け
、
つ
ま
り
は
心
配
す
る
と
い
う

こ
と
、
そ
れ
自
体
が
、
一
つ
の
教
材
研
究
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

理
の
方
法
に
よ
る
教
材
研
究
に
対
し
て
、
単
純
な
が
ら
、
情
の
方
法
に
よ
る
教
材
研
究
が
あ
り
う
る
と
、
私
は
、
考
え
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
に
ょ
っ
て
、
私
ど
も
は
、
み
ず
か
ら
、
自
己
の
不
行
き
と
ど
き
な
教
材
研
究
を
救
う
こ
と
が
で
き
、
教
育
者
と



儲三章　情の国語教育

し
て
、
明
日
の
カ
の
み
な
も
と
を
、
い
く
ぶ
ん
な
り
と
も
養
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

七
　
評
　
価

教
育
の
結
果
に
関
す
る
評
価
は
、
本
来
き
び
し
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
理
の
評
価
の
厳
然
た
る

も
の
が
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
し
か
し
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
き
び
し
い
評
価
も
、
ま
ず
は
、
教
育
者
自
身
に
向
け

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
自
身
に
向
け
て
、
み
ず
か
ら
、
自
身
に
む
ち
う
つ
こ
と
が
、
相
手
が
た
の
可
能
性
を
発
見
す
る
も
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
し
ら
じ
ら
し
い
点
数
計
算
か
ら
で
は
な
く
て
、
教
育
者
自
身
の
自
己
評
価
か
ら
し
て
兄
い
だ
し
う
る
、
相
手
が

た
の
発
展
可
能
性
と
い
う
も
の
を
、
正
し
く
と
ら
え
る
こ
と
が
、
教
育
評
価
と
し
て
、
い
か
に
も
す
ぐ
れ
た
評
価
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
よ
う
な
、
自
他
一
加
の
評
価
は
、
ま
さ
に
、
理
の
評
価
を
つ
つ
む
情
の
評
価
で
あ
る
は
ず
で
す
。

評
価
に
必
要
な
の
は
、
評
価
の
精
神
で
し
ょ
う
。
評
価
の
精
神
は
、
言
い
か
え
る
と
、
教
育
精
神
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
教

育
精
神
は
、
相
手
の
発
展
を
願
望
す
る
教
育
者
の
愛
情
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

相
手
が
た
が
、
何
に
好
奇
心
を
も
よ
お
す
か
、
そ
の
好
奇
心
を
も
よ
お
す
と
こ
ろ
を
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
教
育

評
価
の
だ
い
じ
な
点
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
好
奇
心
を
と
ら
え
る
力
は
、
教
育
者
の
愛
情
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

相
手
が
た
の
こ
と
ば
の
生
活
に
関
し
て
、
全
体
的
な
評
価
を
し
よ
う
と
す
る
さ
い
、
見
か
た
の
う
え
で
、
す
ぐ
に
考
え
な
く
て
は
な

ら
な
い
の
は
、
′
真
実
と
表
現
′
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
表
現
の
末
に
と
ら
わ
れ
て
、
真
実
を
見
あ
や
ま
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

熟
慮
す
べ
き
は
、
真
実
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
に
も
、
そ
の
直
下
に
、
そ
の
表
現
の
真
実
が
あ
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
表
現
ご
と
に
、
そ
れ
に
つ
つ
ま
れ
た
個
別
的
な
真
実
の
あ
る
こ
と
を
、
あ
た
た
か
く
と
り
あ
げ
る
こ
と

が
、
こ
と
ば
の
生
清
の
評
価
の
ぅ
ぇ
で
だ
い
じ
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
あ
た
た
か
く
と
り
あ
げ
る
ほ
た
ら
き
ほ
、
教
育
者
の
愛
情
の
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轟
　
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
ら
ぬ
は
ず
で
す
。

前



後

編



は
　
じ
　
め
　
に

「
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
」
を
、
前
編
で
は
、
主
と
し
て
方
法
論
上
の
こ
と
と
し
て
と
り
あ
つ
か
い
ま
し
た
。
「
理
的
方

法
・
情
的
方
法
」
を
言
う
こ
と
が
多
か
っ
た
し
だ
い
で
す
。

後
編
で
は
、
児
童
・
生
徒
な
い
し
教
育
対
象
の
「
理
」
を
養
い
高
め
、
「
情
」
を
養
い
深
め
る
こ
と
を
考
え
ま
す
。
「
理
の
国
語
教

育
と
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
主
題
は
、
一
方
で
、
さ
き
の
よ
う
に
方
法
の
原
理
を
考
え
し
め
る
と
と
も
に
、
他
方
、
こ
の
よ
う
に
、

教
育
目
的
を
考
え
し
め
ま
す
。

理
を
き
た
え
る
こ
と
を
、
情
を
ね
る
こ
と
を
、
以
下
に
考
え
て
い
き
ま
す
。
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後　　編

第
一
章
　
明
せ
き
　
（
明
晰
）
　
と
雅
じ
ゅ
ん
　
（
雅
醇
）

－
　
表
現
と
理
解
と
で
の
　
－

一
　
「
理
と
情
」
と
「
明
せ
き
と
雅
じ
ゅ
ん
」

理
に
対
応
す
る
も
の
が
、
明
せ
き
で
あ
り
ま
す
。
情
に
対
応
す
る
も
の
が
、
雅
じ
ゅ
ん
で
あ
り
ま
す
。

理
の
国
語
教
育
で
、
相
手
の
理
を
萩
が
く
こ
と
を
考
え
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
、
す
べ
て
の
は
あ
い
に
、
′
明
せ
き
を
求
め
さ
せ
る
教
育

に
な
り
ま
す
。
情
の
教
育
で
、
相
手
の
情
を
養
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
こ
の
仕
事
は
、
す
べ
て
の
は
あ
い
に
、
雅
じ
ゅ
ん
を
求
め
さ
せ

る
教
育
に
な
り
ま
す
。

相
手
の
理
と
情
と
を
ね
ら
う
国
語
教
育
（
　
－
　
相
手
の
、
理
を
み
が
き
、
情
を
養
う
国
語
教
育
）
の
論
は
、
「
明
せ
き
と
雅
じ
ゅ

ん
」
　
の
論
に
な
り
ま
す
。
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二
　
明
せ
き

言
語
表
現
も
、
言
語
理
解
も
、
明
せ
き
で
あ
る
こ
と
が
理
想
的
で
す
。
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こ
こ
に
、
小
学
校
二
年
女
子
の
書
い
た
詩
が
あ
り
ま
す
。

ち
ゅ
う
し
ゃ

か
ぜ
を
　
ひ
い
た
の
で

し
ん
り
ょ
う
し
ょ
う
へ

い
っ
た
。

ね
つ
を
　
は
か
っ
た
ら

七
ど
五
ぶ
あ
っ
た
。

先
生
が
　
ち
ゅ
う
L
や
き
を
　
も
っ
た

ひ
や
っ
と
し
た
。

わ
た
し
は
　
ち
か
ら
い
っ
ぱ
い

手
を
　
に
ぎ
っ
て
、

目
を
　
つ
ぶ
っ
た
。

ち
く
っ
と
　
は
り
が
　
は
い
っ
た
。

い
た
か
っ
て
　
な
き
そ
う
だ
っ
た
。

そ
お
っ
と
　
目
を
　
あ
け
た
ら

先
生
が
　
わ
ら
い
な
が
ら

手
を
　
も
ん
で
く
れ
た
。

（
『
う
し
お
』
第
一
六
二
号
）

よ
く
書
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
表
現
が
明
せ
き
で
す
。
－
　
し
ん
り
ょ
う
し
ょ
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
先
生
が
手
を
も
ん
で
く
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編
　
だ
さ
り
た
と
こ
ろ
ま
で
、
こ
と
が
ら
が
、
順
序
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
乱
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
全
編
の
船
級
が
、
き
ち
ん
と
し
て
い

後
　
ま
す
。お

と
な
の
書
い
た
セ
ン
チ
ソ
ス
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。

学
習
の
容
易
と
か
、
表
現
の
明
確
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
美
的
価
値
も
亦
、
語
彙
構
成
の
基
準
と
し
て
、
こ
れ
に
参
加
せ
し
め

ら
れ
て
初
め
て
、
語
彙
批
判
の
問
題
に
手
を
染
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
一
文
の
表
現
を
、
い
く
ど
も
読
み
か
え
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
明
せ
き
な
表
現
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
読
め
ば
読
む

ほ
ど
、
表
現
の
混
雑
を
感
じ
る
く
ら
い
で
す
。
つ
ぎ
の
例
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

所
謂
平
板
俗
語
の
中
か
ら
拾
い
と
っ
た
言
葉
に
研
き
を
か
け
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
来
た
特
性
よ
り
も
遥
か

に
豊
か
な
確
か
な
機
能
を
付
与
せ
ら
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
、
さ
う
し
た
一
般
的
な
言
葉
の
使
用
が
、
却
っ
て
適
当
で
あ
る
と

い
う
場
合
も
考
え
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

こ
の
例
の
は
あ
い
、
長
い
セ
ソ
テ
ン
ス
の
末
尾
に
、
と
く
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
「
所
謂
」
か
ら
、
順
次
、
読
み
と

お
し
て
き
て
、
読
む
も
の
の
胸
に
う
か
ぶ
感
じ
か
ら
す
る
と
、
終
わ
り
が
、
意
外
と
も
思
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
セ
ソ
テ
ン

ス
の
表
現
で
、
そ
の
明
せ
き
を
ま
っ
と
う
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
文
の
決
着
の
つ
け
か
た
に
、
最
後
の
注
意
が
い
り
ま
す
。
こ
こ
一
つ
の

決
め
か
た
で
、
そ
こ
ま
で
保
て
た
明
せ
き
も
、
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。
右
の
例
の
は
あ
い
、
「
考
え
得
ら
れ
な
い
こ
と
は

な
い
」
と
結
ば
れ
た
の
で
、
け
っ
き
ょ
く
、
明
せ
き
度
の
よ
わ
い
文
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

書
く
の
に
対
し
て
、
話
す
ば
あ
い
を
問
題
に
し
ま
し
ょ
う
。
か
つ
て
、
私
は
、
中
等
学
校
の
生
徒
と
し
て
、
飛
行
機
乗
り
さ
ん
の
体

験
談
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
校
の
講
堂
で
の
お
話
し
で
し
た
。
そ
の
当
時
で
は
、
飛
行
枚
を
操
縦
す
る
こ
と
は
、
じ
つ
に
、

ぬ
き
ん
で
て
特
異
な
こ
と
で
あ
り
、
飛
行
機
乗
り
さ
ん
を
目
の
前
に
見
る
こ
と
な
ど
は
、
な
か
な
か
、
望
ん
で
得
に
く
い
こ
と
で
し

た
。
さ
て
、
そ
の
と
き
、
若
い
飛
行
機
乗
り
さ
ん
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。
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○
殺
す
と
あ
ぶ
な
い
と
思
っ
た
の
で
…
…
…
。

着
陸
し
ょ
う
と
し
て
、
前
方
を
見
つ
め
る
と
、
進
行
方
向
に
、
小
さ
な
子
ど
も
が
見
え
た
の
で
、
あ
わ
て
て
進
路
を
か
え
よ
う
と

し
た
と
い
う
話
し
で
し
た
。
私
ど
も
は
、
「
殺
す
と
あ
ぶ
な
い
の
で
」
と
い
う
の
を
聞
い
た
と
た
ん
に
、
ど
っ
と
わ
ら
っ
た
の
で
す
。

殺
せ
ば
、
も
は
や
、
あ
ぶ
な
い
も
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
簡
単
な
例
で
す
が
、
一
般
に
、
話
す
こ
と
に
明
せ
き
を
求
め
る
と
な

っ
た
ら
、
表
現
の
す
じ
を
正
す
こ
と
に
、
大
い
に
意
を
用
い
る
べ
き
で
す
。
会
の
あ
い
さ
つ
な
ど
で
、
長
々
と
話
し
た
あ
と
、
「
一
言
、

ご
あ
い
さ
つ
申
し
あ
げ
ま
し
た
。
」
と
結
ぶ
例
は
、
ず
い
ぶ
ん
多
い
で
し
ょ
う
。
聞
き
手
が
、
す
で
に
、
退
屈
し
た
り
、
飽
き
飽
き
し
た

り
し
て
い
る
の
に
、
簡
単
な
が
ら
と
か
、
ひ
と
こ
と
と
か
言
わ
れ
る
と
、
聞
き
手
は
、
む
し
ろ
が
っ
か
り
し
ま
す
。
何
が
ひ
と
こ
と
な

の
か
を
知
る
こ
と
が
、
明
せ
き
の
手
は
じ
め
で
し
ょ
う
。
日
本
語
で
は
、
話
し
こ
と
ば
の
ば
あ
い
、
セ
ソ
テ
ソ
ス
、
セ
ソ
テ
ソ
ス
の
終

わ
り
が
、
と
か
く
も
つ
れ
が
ち
で
す
。
さ
き
の
書
き
こ
と
ば
の
は
あ
い
の
、
お
と
な
の
例
も
、
ま
た
、
セ
ソ
テ
ソ
ス
の
末
尾
の
や
や
も

つ
れ
た
例
で
し
た
。
書
き
こ
と
ば
に
し
ろ
、
話
し
こ
と
ば
に
し
ろ
、
セ
ソ
テ
ソ
ス
の
表
現
の
決
定
は
文
末
で
お
こ
な
わ
れ
ま
す
の
で
、

表
現
者
は
、
こ
の
と
こ
ろ
へ
さ
し
か
か
る
と
、
も
は
や
表
現
を
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、
そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
、
動
揺

し
た
り
、
ま
ご
つ
い
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
私
は
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
で
始
め
な
が
ら
、
そ
の
セ
ソ
テ
ソ
ス
の
終
わ
り

で
は
、
い
っ
こ
う
に
、
「
私
は
」
に
対
応
す
る
結
び
こ
と
ば
が
出
せ
な
い
で
、
〝
私
は
・
…
…
＝
必
要
で
あ
り
ま
す
。
″
と
い
っ
た
よ
う

な
セ
ソ
テ
ソ
ス
を
表
現
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
、
す
く
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。

用
意
が
よ
い
と
、
表
現
が
明
せ
き
に
い
き
ま
す
。
明
せ
き
は
、
内
容
の
磐
と
ん
か
ら
、
と
言
え
ま
す
。
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
ば
あ

い
に
し
ま
し
て
も
、
内
容
の
整
と
ん
さ
れ
た
読
み
も
の
は
、
明
せ
き
、
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

話
さ
れ
る
の
を
聞
く
は
あ
い
に
し
ま
し
て
も
、
す
じ
の
と
お
っ
た
話
し
、
つ
ま
り
明
せ
き
な
話
し
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
す
じ
の
と
お
っ
た
話
し
で
は
、
こ
と
ば
づ
か
い
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
の
区
切
り
が
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
ま
し
ょ
ケ
。

書
き
こ
と
ば
で
言
う
と
、
句
読
法
で
す
。
そ
の
句
読
法
、
区
切
り
が
、
り
っ
ば
に
で
き
て
い
る
よ
う
な
話
し
は
、
明
せ
き
に
表
現
さ
れ
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編
　
た
話
し
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
明
せ
き
、
明
確
に
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

後
　
　
読
み
も
の
や
話
し
の
、
明
せ
き
に
で
き
て
い
な
い
も
の
、
つ
ま
り
悪
い
例
の
ば
あ
い
は
、
そ
の
悪
さ
を
見
ぬ
く
こ
と
が
、
明
せ
き
な

受
け
と
り
か
た
、
理
解
の
し
か
た
と
な
り
ま
す
。
悪
文
を
、
み
ず
か
ら
正
し
て
読
む
力
は
、
明
せ
き
に
読
む
力
で
あ
り
ま
す
。
ま
が
り

く
ね
っ
た
話
し
を
、
と
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
正
し
く
聞
き
と
る
力
は
、
明
せ
き
に
聞
く
力
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
に
、
言
語
の
、
表
現
と
理
解
と
に
関
し
て
、
明
せ
き
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
　
表
現
の
明
せ
き

表
現
、
あ
る
い
は
書
き
も
の
や
話
し
が
、
簡
単
明
り
ょ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
明
せ
き
な
も
の
と
言
え
ま
す
。
簡
潔
明
白
で
あ
る

も
の
も
、
す
な
わ
ち
明
せ
き
な
も
の
で
す
。

や
や
こ
み
い
っ
た
表
現
の
ば
あ
い
に
も
、
そ
れ
が
組
織
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
は
、
明
せ
き
と
言
わ
れ
ま
し
ょ
う
。
組
織
的

で
あ
る
こ
と
は
、
は
か
の
こ
と
ば
で
言
う
と
、
論
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
論
理
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
を
、
論
理
明

快
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
明
せ
き
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

す
べ
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
の
は
あ
い
に
も
せ
よ
、
表
現
全
体
に
、
ひ
ず
み
が
な
く
て
、
い
わ
ば
均
衡
が
と
れ
て
い
れ
ば
、
表
現
は

明
せ
き
だ
と
言
え
ま
す
。
均
衡
が
と
れ
て
い
る
と
は
、
要
素
の
、
対
応
、
緊
張
の
関
係
が
、
む
り
な
く
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
均
衡
と
い
う
こ
と
は
、
「
比
例
均
衡
」
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

対
応
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
た
い
せ
つ
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
要
素
の
問
に
対
応
が
あ
り
、
要
素
と
全
体
と
の
間
に
対
応
が
あ

り
、
全
体
と
他
の
全
体
と
の
問
に
対
応
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
一
大
全
体
は
、
明
せ
き
な
表
現
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

右
の
よ
う
な
、
対
応
の
整
っ
た
表
現
を
、
合
理
的
表
現
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
明
せ
き
な
表
現
は
、
合
理
的
な
表
現
で
あ
り

84
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ま
す
。
表
現
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
理
が
と
お
っ
て
お
り
、
組
成
が
合
理
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
表
現
は
、
申
し
ぶ
ん
な
く
明
せ

き
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

明
せ
き
の
根
源
は
何
か
と
言
え
ば
、
真
実
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
真
実
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
明
せ
き
は
期
待
さ
れ
ま
せ
ん
。
人

が
、
真
実
に
即
し
て
表
現
に
つ
と
め
る
と
き
、
明
せ
き
な
表
現
が
も
た
ら
さ
れ
ま
す
。
真
実
に
即
応
す
る
態
度
が
合
理
的
で
あ
る
な
ら

ば
、
当
然
、
表
現
は
明
せ
き
と
な
る
は
ず
で
す
。

言
語
表
現
、
あ
る
い
は
文
章
表
現
は
、
要
す
る
に
、
伝
達
を
目
標
と
す
る
も
の
で
し
ょ
う
。
相
手
が
た
（
聞
き
手
・
読
み
手
）
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
ま
す
。
伝
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
表
現
は
誕
生
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
理
解
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
が
、
第
一
条
件
で
す
。
そ
の
理
解
の
た
め
に
は
、
も
の
が
明
せ
き
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
の
通
交
手
段
と
し
て
の
言
語
で
は
、
表
現
の
明
せ
き
と
い
う
こ
と
が
、
前
提
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
、

と
。明

せ
き
は
、
私
ど
も
が
、
右
の
よ
う
な
要
請
に
答
え
て
、
ぜ
ひ
と
も
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
前
に
述
べ

た
よ
う
に
、
明
せ
き
は
、
合
理
的
手
法
に
よ
っ
て
獲
得
し
う
る
も
の
ゆ
え
、
「
手
段
を
つ
く
し
て
、
そ
こ
に
達
し
う
る
も
の
」
と
さ
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
明
せ
き
は
、
「
手
段
を
つ
く
し
て
成
し
う
る
も
の
」
で
す
。

85

四
　
雅
じ
ゅ
ん

言
語
の
表
現
も
理
解
も
、
雅
じ
ゅ
ん
で
あ
る
こ
と
が
理
想
的
で
し
ょ
う
。

小
学
校
二
年
生
男
子
の
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。
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お
か
あ
さ
ん
の
手

お
か
あ
さ
ん
の
手
は
が
さ
が
さ
で
ひ
び
が
い
て
る
。

一
日
に
に
お
い
が
な
ん
べ
ん
も
か
あ
る
。

お
か
あ
さ
ん
の
手
。

な
ん
ば
が
さ
が
さ
し
て
い
て
も
。

く
つ
し
た
や
ズ
ボ
ソ
を
つ
ぎ
あ
て
て
く
れ
る
と
き
は

ど
ん
な
事
で
も
う
れ
し
い
。

（
『
う
し
お
』
第
一
六
二
号
）

こ
の
詩
を
読
み
ま
す
と
、
た
ち
ま
ち
、
「
一
日
に
に
お
い
が
な
ん
べ
ん
も
か
わ
る
。
」
に
行
き
あ
た
っ
て
、
私
ど
も
は
、
は
っ
と
し
一

ま
す
。
「
一
日
に
に
お
い
が
な
ん
べ
ん
も
か
わ
る
．
」
と
は
、
働
く
母
の
手
を
、
よ
く
も
描
い
た
も
の
と
、
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
　
8
6

ん
。
な
ん
ら
た
く
む
こ
と
な
く
、
ご
く
す
な
お
に
、
作
者
は
、
こ
の
一
つ
の
表
現
を
な
し
と
げ
ま
し
た
。
表
現
の
「
雅
じ
ゅ
ん
」
と
ー

言
う
べ
き
も
の
を
、
こ
こ
で
読
み
と
ら
さ
れ
ま
す
。
「
く
つ
し
た
や
ズ
ボ
ソ
を
つ
ぎ
あ
て
て
く
れ
る
」
と
、
純
稚
な
言
い
か
た
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
も
、
私
ど
も
は
、
作
者
の
思
い
の
発
展
を
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
、
ほ
ほ
え
み
を
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
「
ど

ん
な
事
で
も
う
れ
し
い
。
」
と
結
び
た
い
の
も
、
道
理
で
し
ょ
う
。
「
う
れ
し
い
」
と
い
う
感
情
語
の
結
び
に
、
私
ど
も
は
、
共
感
を
禁

じ
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
い
た
い
け
な
心
情
、
そ
っ
と
つ
つ
ん
で
あ
げ
た
い
よ
う
な
心
ね
、
そ
れ
を
、
さ
ら
り
と
、
私
ど
も
に
見
せ

て
く
れ
る
こ
の
詩
は
、
純
情
の
詩
で
あ
る
と
と
も
に
、
雅
じ
ゅ
ん
の
詩
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

話
す
こ
と
ば
に
も
、
雅
じ
ゅ
ん
が
望
ま
し
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
望
み
た
く
な
っ
た
例
で
す
が
、
汽
車
の

車
掌
の
検
札
の
こ
と
ば
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
し
た
。

す

l
＼

○
ド
チ
ラ
ト
　
ゴ
イ
ッ
シ
ョ
デ
ス
　
カ
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こ
の
と
き
、
二
枚
の
切
符
を
さ
し
だ
し
た
女
性
は
、
男
性
と
並
ん
で
膜
か
け
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
、
そ
の
男
性
は
、
か
の
女
の
夫

で
す
。
車
掌
か
ら
言
え
ば
、
に
わ
か
に
は
、
こ
の
ふ
た
り
が
夫
婦
で
あ
る
こ
と
が
、
判
断
し
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に

し
て
も
、
「
あ
な
た
は
、
ど
ち
ら
と
ご
い
っ
し
ょ
で
す
か
。
」
は
、
あ
ま
り
に
も
し
ら
じ
ら
し
い
問
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
か
。
い
ま
す
こ
し
う
る
お
い
の
あ
る
問
い
が
ほ
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
車
掌
の
こ
と
ば
に
は
、
雅
じ
ゅ
ん
が
望
ま

し
い
し
だ
い
で
す
。
幼
児
の
あ
ど
け
な
い
言
語
表
現
に
耳
を
す
ま
し
て
い
ま
す
と
、
こ
の
車
掌
の
は
あ
い
と
は
、
大
い
に
こ
と
か
あ

っ
て
、
聞
く
だ
に
あ
ど
け
な
い
、
そ
れ
だ
け
に
、
雅
じ
ゅ
ん
と
も
言
う
べ
き
も
の
の
あ
ふ
れ
た
こ
と
ば
を
、
随
時
、
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

○
オ
刺
キ
ク
　
刃
可
テ
刈
ラ
　
ト
可
ウ
ユ
ッ
テ
、
ワ
刃
項
目
イ
タ
　
ノ
。

こ
れ
は
、
三
才
の
童
女
が
、
電
車
み
ち
で
見
つ
け
た
「
つ
く
し
」
を
、
「
も
っ
と
大
き
く
な
っ
て
か
ら
取
ろ
う
と
言
っ
て
、
取
ら
な
い

で
お
い
た
の
よ
。
」
と
パ
。
ハ
、
マ
マ
に
報
告
す
る
こ
と
ば
で
す
。
こ
の
「
取
ら
な
い
で
お
い
た
の
よ
。
」
と
言
う
つ
も
り
の
、
「
ワ
可
の
自
　
8
7

イ
タ
　
ノ
。
」
と
い
う
言
い
か
た
が
、
い
か
に
も
ほ
ほ
え
ま
し
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
と
な
が
努
力
し
て
も
は
た
せ
な
い
よ
う
な
表
－

現
を
、
童
女
は
、
神
性
を
も
っ
て
、
し
ぜ
ん
に
し
は
た
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
ワ
l
利
巧
〓
イ
タ
　
ノ
。
」
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
こ
こ

に
、
表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
と
い
う
も
の
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
を
、
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〇
月
タ
コ
ト
ガ
　
列
ル
ヨ
ウ
ナ
　
オ
刊
叫
ダ
l
。

こ
れ
は
、
四
才
近
く
の
童
女
が
述
べ
た
こ
と
ば
で
す
。
食
卓
で
、
一
つ
の
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
味
わ
い
を
味
わ
っ
て
述
べ
た
の
が
、
右
の
こ

と
ば
で
す
。
「
月
タ
コ
ト
ガ
　
刊
ル
ヨ
ウ
ナ
」
と
は
、
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
、
と
い
う
意
味
で
し
た
。
お
と
な
は
、
い
ま

や
、
「
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
」
な
ど
と
、
む
ず
か
し
い
こ
と
ば
を
使
っ
た
表
現
を
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
て
、
や
さ
し
い
平

易
選
言
い
か
た
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
幼
児
は
、
そ
れ
こ
そ
、
自
分
の
経
験
の
範
囲
の
な
か
の
こ
と
ば

を
願
侵
し
て
、
「
月
タ
コ
ト
ガ
　
ア
ー
ル
ヨ
ウ
ナ
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
創
作
し
て
い
る
の
で
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
い
か
に
も
お
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も
し
ろ
い
言
い
か
た
で
あ
り
ま
す
。
（
　
－
　
お
と
な
に
あ
て
て
言
え
ば
、
着
想
で
あ
り
ま
す
。
）
お
の
ず
か
ら
、
私
ど
も
の
徽
笑
を
詐
う

後
　
と
い
う
点
に
、
こ
の
表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
が
あ
り
ま
す
。

㌧

○
マ
ー
マ
、
ア
シ
列
力
．
刊
サ
マ
デ
　
ヮ
刺
可
ト
イ
テ
　
ネ
。

同
じ
童
女
が
、
ほ
ど
経
て
迎
え
た
お
正
月
に
述
べ
た
こ
と
ば
が
、
右
の
一
文
の
こ
と
ば
で
す
。
お
正
月
に
は
き
も
の
を
着
る
と
い
う
約

束
で
し
た
。
し
か
し
、
つ
い
た
ち
も
ふ
つ
か
も
、
着
な
い
で
過
ぎ
ま
し
た
。
ふ
つ
か
の
日
の
こ
と
、
近
所
の
友
だ
ち
が
き
も
の
を
着
て

い
る
の
を
、
こ
の
童
女
は
、
見
か
け
ま
し
た
。
そ
の
晩
の
こ
と
で
す
。
「
あ
し
た
は
、
き
も
の
を
着
せ
て
ね
。
」
と
母
お
や
に
い
く
ど
も

頼
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
寝
る
と
き
に
は
、
か
さ
ね
て
念
を
お
し
て
、
右
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
す
。
こ
れ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

㌧

「
ワ
別
可
ト
イ
テ
　
ネ
。
」
　
と
い
う
の
は
、
「
お
ぼ
え
と
い
て
ね
。
」
と
い
う
意
味
で
し
た
。
子
ど
も
は
、
「
お
ぼ
え
る
」
と
い
う
単
語

は
知
ら
な
い
で
㌔
る
い
は
、
。
の
と
き
は
使
う
。
と
が
で
き
な
い
で
、
－
そ
の
程
度
の
知
識
と
経
験
で
も
の
を
言
っ
て
、
「
ワ
一

利
可
ト
イ
テ
　
ネ
。
」
と
表
現
し
た
の
で
す
。
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
い
か
に
も
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
わ
か
っ
て
お
け
ば
、
た
し
　
8
8

か
に
い
い
こ
と
で
す
。
「
お
ぼ
え
と
い
て
ね
。
」
と
言
わ
れ
た
の
で
は
、
ふ
ん
ふ
ん
と
聞
き
過
ご
し
た
か
も
し
れ
な
い
母
お
や
も
、
「
ワ
ー

㌧

刈
可
ト
イ
テ
　
ネ
。
」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
は
っ
と
な
り
、
よ
く
覚
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
と
な
か
ら
言
い
ま
す
と
、
表
現

の
発
明
と
も
言
え
る
よ
う
な
、
こ
の
言
い
か
た
で
す
。
わ
か
り
や
す
く
て
、
問
く
だ
に
ほ
ほ
え
ま
し
く
な
る
こ
と
ば
で
す
。
′
雅
じ
ゅ

ん
の
で
き
ノ
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
の
話
し
を
聞
く
生
活
に
し
ま
し
て
も
、
う
る
お
い
の
心
で
、
雅
じ
ゅ
ん
の
心
で
聞
く
こ
と
の
よ
さ
は
、
多
く
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
す
ま
い
。
雅
じ
ゅ
ん
の
心
で
聞
け
ば
、
う
る
お
い
の
あ
る
応
答
も
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
か
つ
て
、
私
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

こ
と
を
経
験
し
ま
し
た
。
方
言
調
査
で
い
な
か
を
歩
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
秋
の
、
稲
の
実
る
こ
ろ
の
こ
と
で
し
た
。
行
っ
た

さ
き
は
、
ダ
ム
の
建
設
で
、
や
が
て
、
水
の
底
に
沈
も
う
と
す
る
土
地
で
し
た
。
そ
こ
の
部
落
で
、
そ
の
夜
や
ど
っ
た
宿
の
人
か
ら
、

世
に
あ
る
と
お
り
の
、
ダ
ム
工
事
事
件
の
話
し
を
聞
か
さ
れ
、
私
は
、
現
地
の
人
た
ち
の
苦
し
い
気
も
ち
に
う
た
れ
た
の
で
し
た
。
つ
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ま
り
、
こ
の
と
き
は
、
う
る
お
い
の
心
で
も
の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
だ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
私
は
、
思
わ

ず
、
〃
あ
ん
な
に
よ
く
稲
が
で
き
て
い
ま
す
の
に
ね
え
。
〃
と
申
し
た
の
で
す
。
す
る
と
、
相
手
の
人
は
、
〝
こ
こ
へ
来
て
、
稲
の

こ
と
を
は
め
て
く
れ
た
人
が
、
ま
だ
一
人
も
い
な
い
。
″
と
、
か
つ
は
喜
び
、
か
つ
は
嘆
い
た
の
で
す
。

書
か
れ
た
も
の
を
読
む
に
し
て
も
、
そ
の
も
の
に
感
大
し
て
、
そ
の
作
者
と
一
体
に
な
っ
て
読
む
読
み
か
た
も
、
は
な
は
だ
だ
い
じ

で
あ
る
こ
と
は
、
明
り
ょ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
も
の
が
論
文
で
あ
る
は
あ
い
に
も
、
私
ど
も
は
、
批
判
読
み
と
と
も
に
、
感
情
移

入
読
み
を
も
重
ん
ず
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

言
語
の
、
表
現
と
理
解
と
で
の
雅
じ
ゅ
ん
は
、
た
だ
の
感
情
ご
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
情

の
世
界
の
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
、
理
の
さ
さ
え
が
、
そ
こ
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
今
は
、
一
本
の
植
物
が
そ
の
い
た
だ

き
に
花
を
咲
か
せ
る
よ
う
に
、
雅
じ
ゅ
ん
の
花
を
、
つ
ね
に
、
表
現
と
理
解
と
に
咲
か
せ
て
い
く
こ
と
の
だ
い
じ
で
あ
る
こ
と
を
思
う

の
で
す
。

89

五
　
表
現
の
雅
じ
ゅ
ん

表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
は
、
つ
き
つ
め
て
言
え
ば
、
表
現
美
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

表
現
の
、
組
織
の
美
し
さ
、
つ
ま
り
組
織
美
が
、
す
な
わ
ち
表
現
美
と
な
り
ま
す
。
一
つ
の
表
現
の
な
か
で
の
要
素
の
対
応
が
か
も

す
組
織
の
美
し
さ
、
そ
れ
が
、
や
が
て
表
現
美
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
組
織
の
美
し
さ
は
、
科
学
菜
だ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
組
織
の
美
し
さ
は
、
私
ど
も
が
、
表
現
者
と
し
て
、
う
ち
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
努
力

し
て
い
け
ば
、
う
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
組
織
美
は
、
均
衡
美
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
、
比
例
美
と
も

言
う
こ
と
が
で
き
、
均
斉
美
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
（
こ
れ
ら
の
背
後
に
、
科
学
美
と
い
う
こ
と
ば
を
お
い
て
み



編
　
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
）

後
　
　
表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
、
す
な
わ
ち
表
現
美
は
、
き
よ
ら
か
な
美
し
さ
、
あ
る
い
は
き
よ
ら
か
な
上
品
さ
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ

う
。
組
織
の
美
し
さ
は
、
明
せ
き
の
美
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
い
か
に
も
清
浄
の
美
と
言
え
る
も
の
で
す
。
清
浄
ゆ
え
に
、
き
よ
ら
か

な
上
品
さ
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
私
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
を
、
表
現
の
周
密
な
実
現
に
よ
っ

て
、
う
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。
言
い
か
え
る
と
、
私
ど
も
は
、
明
せ
き
な
表
現
に
つ
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
よ
ら

か
な
上
品
さ
を
、
つ
ま
り
表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
を
、
に
じ
み
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ノ

組
織
だ
て
る
と
か
、
組
織
づ
け
る
と
か
、
均
衡
を
は
か
る
と
か
、
比
例
・
均
斉
に
つ
と
め
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
私
ど
も
が
、
心
の

調
和
的
活
動
に
つ
と
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
調
和
の
活
動
か
ら
、
美
が
成
立
し
ま
し
ょ
う
。

均
斉
美
、
調
和
美
は
、
澄
み
き
っ
た
美
し
さ
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
調
和
、
す
な
わ
ち
明
せ
き
の
極
は
、
澄
明
の
美
を
か
も
す
で
一

し
ょ
ぅ
。
人
間
の
ま
な
こ
を
見
て
も
、
こ
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
と
に
、
み
ど
り
ご
の
目
を
見
ま
す
と
、
ま
さ
に
、
澄
　
9
0

明

の

美

を

嘆

ぜ

ざ

る

を

え

な

い

の

で

あ

り

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

表
現
の
雅
じ
ゅ
ん
、
あ
る
い
は
表
現
美
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
私
ど
も
の
努
力
に
よ
っ
て
、
表
現
活
動
の
な
か
で
う
ち
出
す
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
一
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
人
が
、
そ
の
感
情
で
受
け
と
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
ど
も
は
、
う
る
お
い

を
感
得
し
、
雅
じ
ゅ
ん
を
看
取
し
ま
す
。
明
せ
き
な
表
現
は
、
そ
れ
を
、
読
ん
だ
り
、
聞
い
た
り
し
た
と
き
、
す
ぐ
に
よ
く
わ
か
り
、

私
ど
も
は
、
そ
こ
で
、
感
情
的
な
喜
び
に
ひ
た
り
ま
す
。
感
情
的
な
喜
び
に
ひ
た
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
、
表
現
の
う
る
お
い
な
り
雅

じ
ゅ
ん
な
り
が
あ
る
と
、
認
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
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六
　
明
せ
き
即
雅
じ
ゅ
ん

明
せ
き
と
雅
じ
ゅ
ん
と
は
、
一
如
の
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
ま
す
。
明
せ
き
を
求
め
て
、
自
覚
的
に
努
力
し
て
い
け
ば
、
そ
の
徹

底
し
た
と
こ
ろ
に
、
お
の
ず
か
ら
、
明
せ
き
美
、
ノ
雅
じ
ゅ
ん
が
う
ま
れ
ま
す
。
雅
じ
ゅ
ん
が
う
ま
れ
て
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
明
せ
き
で

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
明
せ
き
を
へ
て
こ
そ
、
雅
じ
ゅ
ん
も
、
ほ
ん
と
う
の
雅
じ
ゅ
ん
な
の
で
す
。
明
せ
き
と
雅
じ
ゅ
ん
と

は
、
二
に
し
て
一
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
表
現
の
論
理
が
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
（
第
一
原
理
の
明
せ
き
が
、
第
二

原
理
の
雅
じ
ゅ
ん
を
う
む
と
こ
ろ
に
、
表
現
論
理
の
実
質
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
）

島
崎
藤
村
の
『
飯
倉
だ
よ
り
』
に
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
モ
ウ
バ
ツ
サ
ソ
論
』
を
読
む
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
な
か
に
、
　
　
一

ト
ル
ス
ト
イ
の
『
モ
ウ
バ
ツ
サ
ソ
諭
』
は
こ
の
作
者
の
天
才
を
認
め
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。
彼
は
ま
こ
と
の
芸
術
に
欠
く
　
9
1

こ
と
の
出
来
な
い
も
の
と
し
て
三
つ
の
性
質
を
挙
げ
た
。
第
一
、
…
…
…
。
第
二
、
表
現
の
的
確
と
美
（
こ
の
二
つ
は
一
致
す
－

る
）
。
第
三
、
…
…
…
。
．
ト
ル
ス
ト
イ
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
の
三
つ
の
う
ち
で
モ
ウ
バ
ツ
サ
ソ
に
第
二
と
第
三
と
が
あ
っ
て
、

と
あ
っ
て
、
「
表
現
の
的
確
と
美
（
こ
の
二
つ
は
一
致
す
る
）
」
と
あ
り
ま
す
。
表
現
の
的
確
と
美
と
の
一
致
は
、
す
な
わ
ち
、
明
せ

き
と
雅
じ
ゅ
ん
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
章
の
表
現
の
ば
あ
い
、
　
－
　
話
し
の
表
現
の
は
あ
い
も
で
す
が
、
表
現
者
は
、
そ
の
表
現
を
せ
め
て
せ
め
て
せ
め
ぬ
く
と
い
う

こ
と
が
、
道
と
さ
れ
ま
す
。
書
く
と
は
、
あ
る
い
は
話
す
と
は
、
要
す
る
に
、
そ
の
言
語
表
現
を
せ
め
て
せ
め
て
せ
め
ぬ
く
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
せ
め
る
の
は
、
知
的
に
せ
め
て
は
じ
め
て
、
「
せ
め
る
」
で
あ
り
ま
す
。
知
的
に
せ
め
き
っ
た
極
限
に
お
い
て
、

雅
じ
ゅ
ん
の
美
が
、
正
確
に
花
開
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
然
科
学
に
つ
い
て
も
、
私
は
、
科
学
的
芸
術
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
ま
す
。
西
欧
の
さ
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る
理
絵
物
理
学
者
が
ニ
ー
S
i
m
p
F
i
t
y
i
s
b
e
a
u
t
y
．
。
と
言
っ
た
そ
う
で
す
が
、
ゆ
え
あ
る
か
な
と
、
私
は
思
う
の
で
す
む
き
き
に
は
、

後
　
「
科
学
美
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
科
学
に
見
ら
れ
る
立
体
美
、
均
斉
美
、
こ
れ
は
、
科
学
の
当
然
の
帰
結
だ
と
思
う
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
美
を
認
識
し
ま
す
と
、
す
ぐ
れ
た
科
学
は
、
科
学
的
芸
術
に
な
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
同
様
に
し
て

ま
た
、
芸
術
も
、
芸
術
的
科
学
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
科
学
と
芸
術
と
の
一
如
性
を
、
こ
こ
で
見
た
い
の
で
す
。
科
学

と
芸
術
と
の
一
如
性
は
、
す
な
わ
ち
、
明
せ
き
と
雅
じ
ゅ
ん
と
の
一
知
性
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

科
学
も
、
哲
学
も
、
そ
の
、
言
語
に
よ
る
表
現
は
、
文
芸
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
な
る
は
ず
だ
と
、
私
は
、
ま
た
、
考
え

ま
す
。
科
学
、
哲
学
の
、
内
容
の
よ
さ
、
高
さ
が
、
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
、
言
語
に
よ
る
表
現
を
、
文
芸
た
ら
し
め
る
で
し
ょ
う
。
こ

こ
に
も
、
明
せ
き
即
雅
じ
ゅ
ん
の
論
理
を
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

七
　
日
本
語

表
現
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
、
内
を
外
に
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
、
人
間
の
生
の
い
と
な
み
と
し
て
考
え
る
と

き
、
表
現
の
目
的
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
、
表
現
の
目
的
性
と
い
う
の
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
明
せ
き
を
目
的
と
す
る
と
い
う
底

の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
明
せ
き
は
、
結
果
と
し
て
の
雅
じ
ゅ
ん
を
発
揮
し
ま
す
。

日
本
語
は
、
こ
の
点
で
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
従
来
、
し
ば
し
ば
、
「
日
本
語
は
、
論
理
的
表
現
に
適
し

な
い
。
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
言
い
か
た
に
従
お
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
論
理
的
な
表
現
を
め
ざ
し
て

の
き
た
え
か
た
が
お
ろ
そ
か
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
、
認
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
論
理
的
な
表
現
を
め
ざ
し
た
、
日
本
語
の

き
た
え
か
た
が
、
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
、
き
た
え
よ
う
と
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
嘆
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。
日
本
語
の
表
現
法
の
特
質
を
見
つ
め
、
こ
れ
と
対
決
し
っ
つ
、
日
本
語
の
表
現
法
の
発
展
を
は
か
っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
、
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弁
証
法
蘭
な
努
力
は
、
は
な
は
だ
し
く
欠
け
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
と
ば
ノ
に
と
っ
て
根
本
的
に
重
要
な
も
の
は
、
論
理
性
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
な
く
て
は
、
こ
と
ば
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
そ
の
、
根
本
の
論
理
性
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
国
語
と
、
そ
の
国
語
に
属
す
る
民
族
の
た
め
に
、
た
い
せ
つ
で
あ

り
ま
す
。
国
語
に
根
ざ
す
国
文
学
と
い
う
よ
う
な
文
芸
も
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
大
局
的
見
地
と
見
識
と
に
つ
な
い
で
、
育
て
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
は
、
国
文
学
、
あ
る
い
は
国
文
学
の
は
た
け
の
日
本
文
芸
に
は
、
論
理
性

の
鍛
練
な
ど
が
欠
乏
し
て
い
た
と
、
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
鍛
練
を
お
こ
た
っ
た
ま
ま
で
、
「
日
本
語
は
論
理
的
表
現
に

適
せ
ぬ
。
」
な
ど
と
言
う
の
は
、
お
か
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
明
せ
き
即
雅
じ
ゅ
ん
の
論
理
を
日
本
語
に
ひ
き
あ
て
て
、
私
ど
も
は
、

自
己
の
日
本
語
生
活
を
、
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
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第
二
章
　
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育

一
　
「
人
間
の
力
」
の
教
育

理
の
国
語
教
育
は
、
相
手
の
思
考
力
の
養
成
を
目
的
と
す
べ
き
も
の
で
す
。
思
考
力
は
、
明
せ
き
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で

す
。

94

思
考
力
が
、
国
語
教
育
あ
る
い
は
教
育
の
、
一
口
口
標
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
思
考
力
が
、
教
育
な
い
し
は
国

語
教
育
の
、
基
本
目
標
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
す
。
前
者
『
国
語
教
育
の
技
術
と
精
神
』
で
は
、
考
え
さ
せ
る
国
語
教

育
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
と
い
う
こ
と
を
、
述
べ
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま

す
。教

育
の
核
心
は
、
相
手
に
も
の
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
考
え
さ
せ
る
こ
と
の
無
限
性
を
、
人

は
、
よ
く
認
識
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
教
育
に
た
ず
さ
あ
る
も
の
が
、
こ
と
に
よ
る
と
、
教
育
の
方
法
の
末
端
に
あ
そ
ん
だ
り
し
て

は
い
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
国
語
教
育
の
領
野
に
つ
い
て
見
ま
し
て
も
、
思
考
力
軽
視
の
ふ
う
が
見
ら
れ
ま
す
。
読
解
の
指
導
に
関

し
て
も
、
考
え
な
が
ら
読
む
と
い
う
こ
と
を
、
否
定
は
し
な
い
ま
で
も
、
つ
よ
く
は
重
じ
な
い
ふ
う
が
、
と
き
に
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
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私
は
、
考
え
な
い
読
み
、
あ
る
い
は
考
え
な
い
筑
み
の
狩
導
を
、
否
定
し
た
い
の
で
す
。
考
え
な
が
ら
読
む
と
言
う
と
、
人
墜
そ
れ

が
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
読
み
に
な
る
こ
と
を
憂
え
た
り
し
ま
す
。
も
と
よ
り
、
こ
の
忙
し
い
世
の
中
の
読
書
で
は
、
読
み
が
速
い
の
に

こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
考
え
な
が
ら
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
L
も
、
ゆ
っ
く
り
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
と
は

か
ぎ
ら
な
い
は
ず
で
す
。
考
え
る
こ
と
も
速
く
、
読
む
こ
と
も
違
い
と
い
う
よ
う
な
読
み
を
重
ん
じ
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

書
く
生
活
と
し
た
ら
、
考
え
な
が
ら
書
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
考
え
る
こ
と
の
必
然
性
が
、
あ
ま
り
に
も
は

っ
き
り
と
し
て
い
ま
す
。

聞
く
生
活
に
関
し
ま
し
て
も
、
考
え
な
が
ら
聞
く
こ
と
が
だ
い
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

話
す
生
活
に
し
ま
し
て
も
、
考
え
な
が
ら
話
す
の
で
な
か
っ
た
ら
、
話
し
の
無
軌
道
は
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ま
い
。
無
軌
道

な

話

し

か

た

か

ら

は

、

文

化

は

う

ま

れ

て

き

ま

せ

ん

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

話
す
生
活
に
関
し
て
も
、
聞
く
生
活
に
関
し
て
も
、
読
む
生
活
に
関
し
て
も
、
書
く
生
活
に
関
し
て
も
、
文
化
生
産
の
国
語
教
育
　
9
5

を
、
私
ど
も
は
、
大
き
な
眼
目
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
化
生
産
の
国
語
教
育
、
そ
れ
は
、
考
え
る
人
間
を
育
て
る
教
育
－

で
あ
る
は
ず
で
す
。
理
性
カ
の
つ
よ
い
人
間
を
育
て
を
教
育
で
す
。
考
え
る
人
間
の
考
え
る
力
に
は
、
こ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
は

な
い
で
し
ょ
う
。
考
え
る
力
は
、
か
ぎ
り
な
く
伸
ば
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
す
。
考
え
る
力
を
か
ぎ
り
な
く
伸
ば
し
て
い
く
人
が
、
文

化
を
生
産
し
う
る
と
思
い
ま
す
。
哲
学
者
、
西
田
幾
多
郎
先
生
は
、
ま
冬
で
も
、
そ
の
思
索
の
生
活
で
は
、
汗
が
流
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
偉
大
な
哲
学
者
の
ま
こ
と
に
は
げ
し
い
思
考
の
生
活
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
思
考
力
を
深
め
る
こ
と
、
高
め
る
こ
と
、
み
が
く

こ
と
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

国
語
教
育
の
思
潮
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
も
、
考
え
る
力
を
高
め
る
と
い
う
基
本
目
標
は
、
動
揺
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し

あ
し

ょ
う
。
古
来
、
人
間
は
考
え
る
葦
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
考
え
な
く
て
は
、
人
間
で
あ
り
え
ま
せ
ん
。
考
え
る
生
活
の
能
率
を
よ
く

し
て
、
現
代
に
つ
よ
く
生
き
る
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
う
い
う
人
を
養
う
よ
う
に
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。



後　　編

思
考
力
の
教
育
は
、
「
人
間
の
力
」
の
教
育
で
す
。
人
間
形
成
の
教
育
で
す
。
其
の
自
主
的
人
格
を
育
て
る
教
育
で
す
。
す
べ
て
の

教
育
が
、
思
考
力
の
教
育
を
目
標
と
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
学
校
教
育
の
諸
教
科
の
活
動
が
、
大
き
く
統
合
さ
れ
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
統
合
の
め
や
す
は
、
こ
の
思
考
力
の
教
育
に
お
い
て
し
か
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
特
別
教
育
活
動
な

ど
も
、
思
考
力
の
教
育
を
念
頭
に
お
い
て
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
い
っ
さ
い
の
ク
ラ
ブ
活
動
に
関
す
る
指
導
も
、
思
考
力
の
教
育
の
見

地
で
な
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
。
図
書
館
・
図
書
室
の
経
営
、
こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
思
考
力
の
教
育
と
い
う
眼
目
に
し
た
が
っ
て

な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
校
の
諸
行
事
も
、
こ
れ
を
児
童
・
生
徒
に
自
主
的
に
計
画
さ
せ
、
運
営
さ
せ
る
な
ど
、
そ

こ
に
、
思
考
力
の
教
育
の
眼
目
を
お
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
新
鮮
な
読
書

思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
に
は
（
1
思
考
力
を
高
め
る
教
育
に
は
）
、
教
師
の
考
え
る
力
が
、
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
ま
す
。

「
考
え
さ
せ
る
教
育
」
　
の
た
め
に
は
、
教
師
が
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
深
く
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
に
、
教
師
の
思
考
力
の
か
ん
　
（
滴
）
義
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。

思
考
力
の
か
ん
養
・
養
成
の
た
め
に
は
、
新
鮮
な
読
書
を
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
、
私
は
、
考
え
ま
す
。
前
年
の
、
い
わ
ゆ
る

大
学
紛
争
の
な
か
で
の
こ
と
で
す
が
、
私
ど
も
も
、
た
が
い
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
発
言
し
あ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
発
言
の
席
で
痛

感
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
人
び
と
の
思
考
の
表
現
が
、
だ
ん
だ
ん
に
う
す
い
内
容
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
密
度
の
低

い
、
淡
い
内
容
の
表
現
が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
思
考
の
生
活
が
低
調
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
原

因
は
何
に
あ
る
か
と
考
え
た
と
き
、
新
鮮
な
読
書
の
欠
乏
と
い
う
こ
と
が
、
す
ぐ
に
思
い
う
か
べ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
新
鮮
な
読

書
は
、
私
ど
も
の
思
考
の
生
活
を
は
げ
ま
し
て
く
れ
ま
す
。
考
え
る
力
を
つ
け
て
く
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
の
と
き
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
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は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
思
考
の
生
活
の
た
め
に
、
新
鮮
な
読
書
を
し
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
旦
二
十
分
読
書
な
ど
と

い
う
目
標
も
立
て
て
み
ま
し
た
。
や
や
難
解
な
書
物
を
座
右
に
そ
な
え
て
お
い
て
、
毎
日
、
す
く
な
く
と
も
三
十
分
は
そ
れ
に
目
を
さ

ら
す
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
三
十
分
が
む
り
な
ら
、
十
五
分
で
も
と
い
う
よ
う
な
つ
も
り
で
い
ま
す
が
、
あ
る
特
定
の
書
物
を
そ
な

え
て
、
毎
日
、
継
続
的
に
、
十
五
分
ず
つ
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
す
ら
も
、
私
は
、
な
か
な
か
実
行
し
え
な
い
の
で
す
。
で
す
が
、

そ
う
い
う
自
分
を
か
え
り
み
れ
ば
か
え
り
み
る
ほ
ど
、
思
考
の
た
め
の
新
鮮
な
読
書
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
わ
き
ま
え
ら
れ

て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
般
に
、
世
の
中
の
人
た
ち
は
、
心
に
か
け
て
、
新
鮮
な
読
書
を
い
と
な
ん
で
い
る
で
し
ょ
う
か
。
型
に
は
ま
っ
た
書
物
の
多
く
お

こ
な
わ
れ
る
現
状
な
ど
か
ら
し
ま
す
と
、
お
お
か
た
の
、
読
書
へ
の
意
欲
は
、
思
考
力
を
養
う
た
め
、
あ
る
い
は
思
考
の
生
活
を
つ
よ

め
る
た
め
に
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
の
読
書
と
い
う
、
型
に
は
ま
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
世

の
中
に
は
、
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
ズ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
っ
く
り
出
さ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
型
に
は
ま
っ

た
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
ズ
の
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
人
び
と
の
、
思
考
力
を
養
う
た
め
の
新
鮮
な
読
書
の
心
が
け
が
、
お
う

（
旺
）
盛
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

新
鮮
な
読
書
は
、
か
な
ら
ず
L
も
、
新
刊
書
に
つ
く
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
新
刊
で
あ
ろ
う
と
旧
刊
で
あ
ろ
う
と
、
自
分

が
は
じ
め
て
そ
れ
を
発
見
し
て
手
に
と
っ
た
な
ら
ば
、
そ
こ
で
の
主
体
的
な
読
書
が
、
自
分
に
と
っ
て
の
新
鮮
な
読
書
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
読
み
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
書
物
の
形
を
と
っ
た
も
の
に
限
ら
な
い
で
、
広
く
、
い
ろ
い
ろ
な
読
み
も
の
を
採
っ
て
よ
い
わ
け

で
す
。
た
と
え
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
読
ま
れ
る
も
の
は
、
こ
と
ば
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
改
め
て
注
意
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ

に
、
そ
の
著
者
の
考
え
が
、
そ
の
著
者
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
ば
を
、
私
ど
も
は
、
追
求
し
て
い
き
ま

す
。
こ
と
ば
に
ょ
っ
て
、
私
ど
も
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
書
物
の
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
こ
と
に
応
じ
て
、
私
ど
も
の
考
え
る
力
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霜
　
も
つ
い
て
き
ま
す
。
？
ぎ
の
よ
う
な
文
革
が
あ
り
ま
す
e

文
学
は
言
葉
で
出
来
て
い
る
。
言
語
の
な
い
と
こ
ろ
に
文
学
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
は
な
い
の
だ

が
、
し
か
し
こ
れ
ほ
ど
無
視
さ
れ
て
来
た
真
理
も
少
な
い
。
そ
う
言
う
と
、
多
く
の
作
家
た
ち
は
、
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、

少
な
く
と
も
私
は
妄
一
句
を
も
大
切
に
し
て
来
た
、
言
葉
が
文
学
の
す
べ
て
で
あ
る
と
考
え
て
来
た
、
と
答
え
る
か
も
知
れ

な
い
。
過
去
の
ぼ
く
も
、
そ
う
答
え
た
ろ
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
数
年
来
、
フ
ラ
ソ
ス
文
学
の
第
一
線
で
行
わ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
探
究
や
実
験
を
見
る
と
、
そ
の
程
度
の
言

語
尊
重
で
は
、
文
学
が
言
葉
で
出
来
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
真
に
認
識
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ら
し
い
。

（
平
岡
篤
顔
氏
　
昭
和
四
十
四
年
六
月
五
日
　
朝
日
新
聞
）

こ
の
文
章
の
い
ち
い
ち
の
こ
と
ば
を
、
著
者
の
こ
と
ば
と
し
て
見
つ
め
て
い
き
ま
す
。
し
ぜ
ん
、
こ
ち
ら
の
考
え
る
力
も
つ
い
て
き

ま
す
。
つ
ま
り
、
著
者
に
さ
そ
わ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
、
自
分
の
考
え
る
生
活
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う

し
て
、
右
の
引
用
の
お
し
ま
い
の
「
…
…
…
ら
し
い
。
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
く
る
と
、
「
ら
し
い
」
了
と
、
こ
こ
に
、
私
ど
も
は
、
い
ち

だ
ん
と
、
思
考
の
く
び
を
つ
っ
こ
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
ぜ
ん
に
、
何
か
を
、
こ
こ
で
つ
よ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
始
め
ま

す
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
い
く
と
、
し
ぜ
ん
に
、
つ
よ
く
考
え
る
生
活
も
活
動
を
始
め
、
し
た
が
っ
て
、
考
え
る
力
が
だ
ん

だ
ん
に
つ
い
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

新
鮮
な
読
書
は
、
私
ど
も
の
日
常
生
活
の
、
ど
こ
で
で
も
、
い
つ
で
も
可
能
な
は
ず
で
す
。
週
刊
誌
の
新
開
広
告
の
け
ば
け
ば
し
い

文
字
、
こ
れ
な
ど
は
、
と
き
に
人
が
軽
べ
つ
も
す
る
も
の
で
し
ょ
う
が
、
見
か
た
、
考
え
か
た
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
も
、
内
容
・
形

式
と
も
に
、
つ
ね
に
、
多
く
の
こ
と
を
私
ど
も
に
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
の
特
異
な
こ
と
ば
づ
か
い
一
つ
に
し
て

も
、
そ
れ
が
、
私
ど
も
の
新
鮮
な
読
書
を
さ
そ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
は
、
読
書
材
料
と
し
て
、
じ
つ
は
、
か
ず
多
く
の
週
刊
誌
広

告
に
、
一
つ
の
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
し
だ
い
で
す
。

98
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新
鮮
な
読
書
を
児
童
・
生
徒
に
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。
思
考
力
の
教
育
の
た
め
に
。
図
書
館
や
図
書
室
は
、
新
鮮
な
読
書
の
部
畳
と

考
え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
考
え
か
た
に
も
と
づ
く
、
書
物
の
配
列
、
書
だ
な
の
配
置
、
室
内
の
整
と
ん
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
読
書
指
導
と
い
う
こ
と
も
、
「
新
鮮
な
読
書
の
指
導
」
と
い
う
ね
ら
い
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
思
い
ま
す
。
新
鮮
と
は
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
自
分
で
真
に
発
見
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
自
分
で
真
に
発
見
し

う
る
よ
う
に
、
児
童
・
生
徒
を
導
く
こ
と
が
、
読
書
指
導
で
し
ょ
う
。
図
書
館
・
図
書
室
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
自
己
発
見
を
さ
せ

る
部
屋
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
、
考
え
さ
せ
る
部
星
と
な
り
ま
す
。
　
－
　
′
児
童
・
生
徒
が
、
み
ず
か
ら
た
の
し
く
自
己
の
思

考
力
を
高
め
て
い
く
部
屋
ノ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

0
〇

三
　
思
考
力
の
も
と

思
考
力
の
も
と
は
、
感
じ
る
力
で
し
ょ
う
。
私
は
、
か
ね
て
、
敏
感
第
一
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
相
手
の
思
考
力
を
育

て
る
た
め
に
は
、
感
覚
教
育
の
必
要
な
こ
と
が
、
ま
ず
言
え
ま
す
。
新
鮮
な
読
書
の
た
め
に
も
、
求
書
感
覚
が
い
り
ま
す
。
書
物
へ
の

き
ゅ
う
（
嗅
）
覚
が
、
は
や
く
も
は
た
ら
く
の
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
感
覚
は
、
「
見
る
目
」
と
言
っ
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
。
そ
の
見
る
目
か
ら
、
考
え
る
心
が
う
ま
れ
る
と
思
う
の
で
す
。
感
じ
る
力
は
、
見
る
目
と
も
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
、

見
る
目
か
ら
考
え
る
心
が
う
ま
れ
る
の
で
、
こ
の
感
じ
る
力
を
、
思
考
力
の
も
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
と
ば
に
対
し
て
も
、
私
ど
も
は
、
こ
れ
を
ま
ず
見
ま
す
。
見
る
気
も
ち
に
な
る
と
き
、
「
感
じ
る
」
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
見
る
力

は
、
感
じ
る
力
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
流
行
語
が
あ
る
と
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
バ
カ
ソ
ス
」
と
い
う
の
が
、
以
前
に

は
、
は
や
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
は
じ
め
て
聞
く
と
、
お
や
っ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
、
「
見
る
」
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
私
の
経
験
を

申
し
ま
す
と
、
「
バ
カ
ン
ス
」
と
い
う
の
を
聞
い
て
、
お
や
っ
と
思
う
と
と
も
に
、
な
ん
の
こ
と
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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わ
か
ら
な
い
の
で
、
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
そ
こ
で
、
わ
か
ろ
う
と
す
る
努
力
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
考
え
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
－
　
「
バ
カ
ソ
ス
」
に
つ
い
て
考
え
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
ば
を
「
見
つ
め
る
」
で
あ
り
ま
す
。
「
ム
ー
ド
」

と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
今
も
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
見
つ
め
て
い
る
最
中
で
す
。

と
も
か
く
、
「
感
じ
る
・
見
る
」
か
ら
「
考
え
る
」
が
始
ま
り
ま
す
。
考
え
て
い
く
と
、
じ
っ
く
り
と
そ
の
も
の
を
見
す
え
る
こ
と

が
で
き
、
し
っ
か
り
と
そ
の
も
の
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ひ
と
た
び
と
ら
え
る
と
、
な
お
改
め
て
、
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考

え
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
思
考
が
深
化
し
ま
す
。
私
ど
も
は
、
話
す
こ
と
、
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
、
開
く
こ
と
、
す
べ
て
の
生
活

で
、
思
考
を
深
化
さ
せ
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
に
さ
せ
る
の
が
、
考
え
さ
せ
る
、
考
え
さ
せ
て
い
く
国
語
教
育
で
あ
り
ま

す
。
亨
見
さ
せ
て
い
く
国
語
教
育
、
つ
ま
り
、
相
手
の
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。

こ
と
ば
に
つ
い
て
の
、
世
の
中
の
「
感
じ
な
い
」
生
活
、
「
考
え
な
い
」
生
活
を
、
作
家
が
な
じ
っ
た
一
文
章
が
あ
り
ま
す
。
参
考

ま
で
に
、
お
借
り
し
て
、
こ
こ
に
掲
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

＜
作
家
の
限
＞
　
　
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス

川
　
村
　
　
　
晃

＜
バ
カ
ソ
ス
＞
と
い
う
流
行
語
は
腹
だ
た
し
い
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
バ
カ
ソ
ス
、
バ
カ
ソ
ス
と
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
何
が
バ
カ

ソ
ス
か
、
と
言
い
返
し
た
く
な
る
。
バ
カ
ソ
ス
と
呼
ぶ
に
た
る
長
い
休
暇
を
楽
し
ん
で
い
る
人
も
た
し
か
に
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
は
極
く
一
部
の
人
で
、
世
を
あ
げ
て
の
バ
カ
ソ
ス
騒
ぎ
は
正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
。
附
和
雷
同
は
い
い
か
げ
ん
に
や
め
た
ら
ど

う
か
、
と
私
は
思
う
。

（
『
新
潮
』
　
第
六
十
巻
第
九
号
　
昭
和
三
十
八
年
九
月
）

乗
り
物
や
電
気
製
品
そ
の
他
の
は
や
り
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
こ
と
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
世
の
中
の
思
考
力
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。
生
活
に
根
ざ
し
た
、
堅
実
な
思
考
力
よ
、
と
声
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を
呼
び
求
め
た
く
な
り
ま
す
。
自
己
を
生
か
す
こ
と
の

100
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む
ず
か
し
さ
が
、
つ
く
づ
く
思
わ
れ
ま
す
0
人
は
、
社
会
で
押
し
流
さ
れ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
思
考
力
は
、
摩
減

す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
国
語
の
生
活
も
、
外
国
語
利
用
の
あ
り
さ
ま
な
ど
、
し
ま
り
の
な
い
こ
と
で
す
。
こ
と
ば

を
見
る
心
は
、
よ
わ
い
の
が
さ
だ
め
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

四
　
思
考
力
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
も
の

ー
　
こ
と
ば
に
対
す
る
誤
解
　
－

「
こ
と
ば
は
形
」
と
の
誤
解
が
あ
り
ま
す
。
な
か
み
と
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
誤
解
で
あ
り
ま
す
。

じ
っ
さ
い
は
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
、
内
を
外
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
内
外
一
つ
づ
き
な
の
が
こ
と
ば
で
す
。
あ
た
か
も
、
一

人
問
の
筋
肉
と
皮
膚
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
内
容
と
形
式
と
が
不
離
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
と
ば
で
す
。
私
ど
も
の
言
語
表
現
　
1
0
1

の
活
動
は
、
ま
っ
た
く
、
筋
肉
プ
ラ
ス
皮
膚
の
よ
う
に
、
内
容
プ
ラ
ス
形
式
と
し
て
、
一
体
的
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
事
－

実
、
こ
の
微
妙
な
事
実
に
、
目
を
見
は
っ
て
、
こ
と
ば
の
生
活
を
た
い
せ
つ
に
し
て
い
く
の
が
、
表
現
を
愛
す
る
生
活
だ
と
言
え
ま

す
。

「
こ
と
ば
は
形
」
と
い
う
ふ
う
に
思
う
と
、
人
は
、
内
容
か
ら
遊
離
し
た
こ
と
ば
を
、
ご
く
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
思
う
よ
う
に
な

っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
（
内
容
か
ら
離
れ
た
こ
と
ば
な
ど
は
、
ご
く
つ
ま
ら
な
い
も
の
の
は
ず
で
す
。
）
こ
と
ば
の
生
活
が
、
味
き
な

い
、
も
さ
も
さ
と
し
た
も
の
に
思
わ
れ
て
き
ま
す
。

外
形
だ
け
の
こ
と
ば
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
じ
つ
は
、
見
つ
め
る
に
価
し
な
い
も
の
で
す
。

つ
ぎ
に
、
人
び
と
の
心
の
な
か
に
は
、
こ
と
ば
を
飾
る
気
も
ち
が
巣
く
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
ば
は
、
飾
る
気
も
ち
で



扇
　
使
っ
て
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
お
う
お
う
そ
こ
に
誤
解
が
あ
っ
て
、
人
び
と
は
、
し
ば
し
ば
美
辞
麗
句
を
使
う
の
に
は
わ

後
　
を
お
り
ま
す
。
ま
た
、
い
つ
の
ま
に
か
、
′
美
文
′
を
尊
重
し
て
い
ま
す
。
′
演
説
ノ
と
い
う
も
の
が
、
わ
け
も
な
く
た
っ
と
ば
れ
た

り
す
る
の
も
、
い
呈
一
己
う
誤
解
か
ら
で
し
ょ
う
。
論
語
に
は
、
「
巧
言
令
色
鮮
臭
仁
。
」
と
あ
り
ま
す
。
注
釈
書
が
、
「
仁
鮮
奏
」
で
は
な

く
、
「
鮮
央
仁
」
と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
孔
子
は
、
「
巧
言
令
色
」
を
つ
よ
く
排
斥
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
現
代
の
人
が
、
依
然
と
し
て
、
や
た
ら
に
む
ず
か
し
い
漢
字
こ
と
ば
を
使
っ
た
り
す
る
の
は
、
な
お
、
こ

と
ば
を
飾
る
気
も
ち
を
捨
て
か
ね
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
と
ば
を
外
形
だ
け
の
も
の
と
し
て
考
え
る
よ
う
だ
と
、
し
ぜ
ん
、
こ
と
ば
を
飾
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
と
ば
を
、
あ
く
ま
で
実

質
本
位
に
考
え
た
い
も
の
で
す
。
な
か
み
本
位
に
、
こ
と
ば
を
考
え
る
こ
と
が
た
い
せ
つ
で
す
。
こ
と
ば
は
心
で
す
。
こ
と
ば
は
、
内

容
あ
っ
て
の
こ
と
ば
で
す
。
話
す
に
し
て
も
、
善
く
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
に
は
、
そ
の
人
の
心
の
ま
こ
と
が
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
出
　
l

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
敬
語
法
の
こ
と
ば
づ
か
い
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
を
使
う
人
の
心
の
ま
こ
と
が
出
る
な
ら
ば
、
敬
語
法
も
　
1
0
2

ま
こ
と
に
け
っ
こ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
お
こ
な
わ
れ
て
当
然
で
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
、
民
主
主
義
の
世
の
中
と
な
り
、
人
権
尊
重
－

が
言
わ
れ
れ
ば
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
対
人
表
現
上
の
敬
語
法
の
重
要
性
は
、
ま
す
ま
す
明
ら
か
と
な
っ
て
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
敬
語
法

が
、
形
の
飾
り
に
な
る
よ
う
だ
と
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
、
論
外
と
す
べ
き
も
の
で
す
。

実
質
本
位
に
、
と
考
え
れ
ば
、
話
す
の
に
も
、
書
く
の
に
も
、
余
分
の
こ
と
ば
を
飾
る
こ
と
に
心
を
使
う
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
ょ

う
。
実
質
本
位
の
こ
と
ば
の
社
会
生
活
が
、
理
想
的
な
社
会
言
語
生
活
で
す
。

こ
う
い
う
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
柳
田
国
男
先
生
は
、
少
年
に
語
り
か
け
て
い
ら
れ
ま
す
。

若
い
心
の
軽
い
よ
く
し
ゃ
べ
る
人
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
は
、
よ
っ
ぽ
ど
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
人
が
そ
う
言

ぅ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
の
に
口
ま
ね
を
し
て
は
い
け
な
い
。
つ
ね
か
ら
他
の
著
の
言
う
こ
と
に
注
意
を

し
て
、
い
い
こ
と
ば
と
、
い
や
な
こ
と
ば
と
を
聞
き
わ
け
る
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
、
自
分
で
、
物
を
言
う
ば
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あ
い
に
は
、
せ
め
て
は
、
作
文
の
と
き
く
ら
い
の
て
い
ど
に
、
ど
う
言
う
べ
き
か
を
考
え
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と

ば
は
、
私
た
ち
の
選
択
に
よ
る
よ
り
は
か
に
、
将
来
よ
く
な
っ
て
い
く
道
は
な
い
の
で
あ
る
。（

『
少
年
と
国
語
』
）

「
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
の
に
口
ま
ね
を
し
て
は
い
け
な
い
。
」
、
す
な
わ
ち
、
実
質
本
位
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
「
い
や
な
こ
と

ば
」
は
、
非
実
質
的
な
こ
と
ば
と
考
え
て
み
ま
す
。
「
ど
う
言
う
べ
き
か
を
考
え
て
」
、
実
質
本
位
に
こ
と
ば
を
選
ん
で
い
け
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
。

「
言
語
表
現
不
自
由
」
と
の
誤
解
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
表
現
は
、
自
由
だ
と
思
い
ま
す
。
自
由
に
し
て
い
く
の
が
、
国
語
：
」
と

は

に

生

き

る

心

だ

と

思

い

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

言
語
の
表
現
に
は
限
界
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
無
限
界
だ
と
思
い
ま
す
。
限
界
を
と
り
の
け
て
い
く
の
が
、
こ
と
ば
に
生
　
1
0
3

き

る

心

だ

と

言

い

た

い

の

で

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

人
間
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
生
き
る
し
か
生
き
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
と
ば
な
く
し
て
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
－
　
こ
と
ば
と

い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま
し
ょ
う
と
も
。
言
語
表
現
の
自
由
を
求
め
、
限
界
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
限
界
を
破
っ
て

い
く
こ
と
が
、
こ
と
ば
に
生
き
る
人
間
の
生
き
か
た
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
は
よ
く
な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
国
語
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
改
め
よ
う
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
の
風
刺
や

逆
説
と
し
て
な
ら
ば
い
ざ
し
ら
ず
、
ま
じ
め
な
議
論
と
し
て
は
、
こ
れ
は
、
受
け
と
れ
な
い
も
の
で
す
。
す
で
に
、
私
ど
も
が
日
本
人

で
あ
る
以
上
、
母
語
を
捨
て
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
日
本
人
と
日
本
語
と
の
相
関
関
係
は
、
宿
命
的
な
も
の
で
す
。
レ
オ
＝
ワ
イ

ス
ゲ
ル
バ
ー
が
、
『
母
語
と
精
神
形
成
』
と
言
う
と
お
り
で
す
。
母
語
は
、
人
間
が
こ
と
ば
に
よ
っ
て
生
き
て
い
く
う
え
の
、
定
ま
っ

た
す
じ
み
ち
な
の
で
あ
り
ま
す
。
す
じ
み
ち
に
、
不
自
由
や
不
如
意
が
も
し
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
を
開
瀕
し
て
通
る
し
か
あ
り
ま
せ
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ん
。
国
語
表
現
の
生
活
に
関
し
て
、
よ
そ
の
も
の
を
批
評
す
る
よ
う
な
態
度
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

後
　
　
私
の
知
っ
て
い
る
数
学
者
が
、
〃
日
本
語
は
論
理
的
で
な
い
か
ら
、
数
学
の
論
文
を
日
本
語
で
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
わ
れ
わ

れ
は
英
文
で
論
文
を
書
く
の
だ
。
〃
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
本
人
が
英
語
を
駆
使
す
る
さ
い
、
そ
れ
は
、
は
た
し
て

英
語
国
民
の
承
認
す
る
程
度
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
そ
の
点
に
疑
問
を
感
じ
ま
す
。
か
つ
て
、
私
の
も
の

を
、
友
人
に
英
訳
し
て
も
ら
っ
た
さ
い
も
、
私
は
、
そ
の
英
訳
を
珍
重
し
た
の
に
、
一
英
人
は
、
な
ん
の
こ
と
を
書
い
て
あ
る
の
か
て

ん
で
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
他
国
語
を
駆
使
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
は
、
ほ
と
ん
ど
自
明
で
し
ょ
う
。

英
国
人
が
、
た
く
み
に
ド
イ
ツ
語
を
使
っ
て
い
て
も
、
d
O
C
h
と
か
、
n
O
C
h
と
か
の
単
語
の
置
き
場
所
一
つ
で
、
ド
イ
ツ
人
は
、
す

ぐ
に
、
非
ド
イ
ツ
人
の
ド
イ
ツ
語
だ
と
知
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
ょ
せ
ん
、
人
は
、
そ
の
国
語
に
よ
っ
て
、
よ
り
自
由
な
表
現
の
生
活
を
求
め
て
い
く
ほ
か
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
し
て
み
れ
ば
、
す
一

で
に
、
「
表
現
不
自
由
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
問
題
と
す
べ
き
で
な
い
と
も
言
え
ま
す
。
こ
と
ば
・
国
語
は
、
つ
ね
に
そ
の
国
民
　
1
0
4

に
固
有
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
か
え
よ
う
も
な
け
れ
ば
、
か
え
て
な
ら
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
現
実
に
表
現
の
不
自
由
が
あ
る
と
　
l

き
、
私
ど
も
は
、
お
の
れ
に
固
有
の
こ
と
ば
の
生
活
の
な
か
で
、
そ
の
不
自
由
・
不
如
意
と
た
た
か
っ
て
い
く
は
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

本
来
、
「
表
現
自
由
」
あ
る
い
は
「
無
限
界
」
　
へ
の
努
力
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
と
ば
の
生
活
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と

ば
は
、
心
と
一
体
の
、
　
－
　
人
間
の
精
神
の
い
と
な
み
と
一
体
の
、
き
わ
め
て
動
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
生
の
い
と

な
み
に
密
着
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

限
界
を
破
る
こ
と
が
で
き
、
表
現
の
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
お
も
う
と
、
ま
た
、
私
ど
も
は
、
あ
ら
た
な
不
自
由
を

感
じ
、
あ
ら
た
な
限
界
に
で
く
わ
し
ま
す
。
人
間
の
精
神
が
発
達
し
て
い
き
、
思
考
力
が
進
化
し
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
当
然

の
こ
と
で
す
。
精
神
の
い
と
な
み
と
と
も
に
、
つ
ね
に
こ
と
ば
も
動
い
て
い
き
ま
す
。
心
と
と
も
に
動
い
て
い
く
も
の
、
心
と
と
も
に

育
っ
て
い
く
も
の
、
こ
と
ば
は
、
い
つ
の
は
あ
い
に
も
、
ど
の
次
元
で
も
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
で
は
な
い
も
の
、
自
由
で
は
な
い
も
の
で
あ
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h
ソ
ま
し
ょ
う
。
表
現
の
不
自
由
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
裏
が
え
し
て
言
う
と
、
自
己
の
精
神
な
り
思
考
力
な
り
の
発
展
を
自
覚
し
っ

つ
あ
る
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

五
　
思
考
力
を
高
め
る

「
思
考
刀
を
高
め
る
」
、
こ
の
た
め
、
思
考
訓
練
を
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
理
的
方
法
で
、
つ
ま
り
理
を
も
っ
て
お
こ
な
っ
て

い
き
ま
す
。
　
－
　
理
に
し
た
が
っ
て
、
理
を
養
っ
て
い
き
ま
す
。

思
考
力
養
成
の
国
語
教
育
は
、
理
の
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
理
の
国
語
教
育
は
、
小
学
校
・
中
学
校
二
両
等
学
校
・

大
学
を
通
じ
て
、
す
べ
て
の
国
語
教
育
の
場
で
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
一
貫
し
て
重
視
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
国
語
教
育
で
の
人
間
形
成
を
、
一
貫
し
た
、
す
じ
ぶ
と
い
い
と
な
み
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

思
考
力
に
富
ん
だ
人
間
を
形
成
す
る
こ
と
の
肝
要
で
あ
る
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
か
わ
り
が
な
い
で
し
ょ
う
。
人
間
形
成
に
関

す
る
議
論
を
、
こ
の
よ
う
に
思
考
力
陶
や
（
冶
）
と
い
う
限
目
で
、
し
め
く
く
り
た
い
も
の
で
す
。
局
部
的
な
人
間
形
成
論
の
錯
雑

す
る
の
を
見
る
と
き
、
い
っ
そ
う
、
思
考
力
教
育
本
位
の
、
大
局
的
な
人
間
形
成
論
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
ら
れ
ま
す
。
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六
　
思
考
力
と
は

1
思
考
力
の
教
育
の
た
め
に

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
思
考
力
と
い
う
も
の
を
こ
ま
か
く
考
え
て
み
ま
す
。
思
考
力
の
教
育
の
実
践
の
た
め
に
。
思
考
力
と
は
、
以

下
の
よ
う
な
諸
要
素
に
分
析
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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a
　
感
知
す
る
力
（
見
る
力
）

さ
き
に
、
「
感
じ
る
・
見
る
」
か
ら
、
「
考
え
る
」
が
始
ま
る
と
申
し
ま
し
た
、
「
思
考
力
の
も
と
」
と
し
て
、
ま
ず
感
知
カ
を
あ

げ
ま
す
。
感
知
す
る
カ
を
、
見
て
驚
く
カ
と
も
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
感
受
力
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

b
　
分
析
す
る
力

C
　
比
較
す
る
力

d
　
統
合
す
る
力

e
　
想
像
す
る
力

f
　
念
を
入
れ
る
力
（
粘
着
力
）

非
思
考
的
環
境
へ
の
反
発
力
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
こ
の
な
か
に
ふ
く
め
て
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

g
　
批
判
す
る
力

反
省
力
を
ふ
く
み
ま
す
。
内
面
へ
内
面
へ
と
は
い
っ
て
い
く
カ
で
す
。
だ
か
ら
、
沈
潜
力
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
で
言
え
ま
し
ょ

う
。
以
上
、
a
か
ら
g
ま
で
の
要
素
分
析
が
可
能
か
と
思
い
ま
す
。

思
考
力
を
高
め
る
の
に
は
、
a
か
ら
g
ま
で
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
に
き
た
え
、
ま
た
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
き
た
え
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
し
ょ
う
。
（
a
か
ら
g
ま
で
の
分
析
は
、
つ
ま
り
、
思
考
力
を
高
め
る
教
育
の
手
段
・
方
法
を
考
え
る
た
め
に
す
る
も
の
で

す。）
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思
考
力
一
般
と
、
国
語
科
で
の
思
考
力
と
を
く
ら
べ
て
み
ま
す
。

一
般
的
に
見
て
、
思
考
力
は
人
間
力
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
生
活
力
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
と
き
に
、
こ
れ
を
人
間
の
理
性
力
と
言

っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
見
か
た
の
上
で
、
た
と
え
ば
、
数
学
的
な
思
考
と
か
い
う
も
の
が
、
特
定
的
に
考
え
ら
れ
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ま
す
。
国
語
科
に
関
し
て
も
ま
た
、
国
語
科
思
考
と
で
も
言
っ
て
よ
い
も
の
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
国
語
科
思
考
に
、
一
定
の
特
質
が
あ

る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。

思
考
は
つ
ね
に
自
由
な
も
の
で
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
が
、
教
科
と
し
て
の
国
語
科
を
と
り
あ
げ
て
み
た
は
あ
い
、
こ
こ
は
、
も

っ
と
も
人
間
く
さ
い
思
考
の
は
た
ら
く
場
所
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
情
感
的
な
思
考
、
と
き
に
は
、
あ
ま
り
に
も
情
感
的
す
ぎ

る
と
さ
え
思
わ
れ
る
思
考
も
は
た
ら
く
と
こ
ろ
が
、
国
語
科
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
を
と
く
に
強
調
す
れ
ば
、
国
語
科
に

は
、
知
・
情
・
意
に
わ
た
る
、
の
び
の
び
と
し
た
思
考
の
天
地
が
あ
る
と
言
え
そ
う
で
す
。
こ
こ
で
、
豊
か
な
、
豊
潤
な
思
考
力
を
養

う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

七
　
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育

－
　
理
の
国
語
教
育
の
精
密
な
実
践
　
－
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思
考
過
程

①
ま
ず
驚
く

⑧
分
析

⑧
比
殴

④
統
合

⑤
推
考

こ
の
よ
う
に
、
思
考
過
程
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

国
語
科
の
ス
キ
ル
学
習
な
ど
と
い
う
も
の
も
、
こ
の
思
考
過
程
の
訓
縁
を
、
根
源
的
な
い
き
か
た
と
す
べ
き
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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国
語
朴
に
か
ぎ
り
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
は
国
語
秤
に
即
し
て
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
国
語
ス
キ
ル
は
、

1
　
分
析
力

2
　
比
較
力

3
　
統
合
力

の
三
力
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
い
わ
ば
根
源
的
な
ス
キ
ル
で
し
ょ
う
。

ス
キ
ル
が
、
単
な
る
技
能
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ス
キ
ル
は
、
人
間
の
生
活
力
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
言
え

ば
、
精
神
力
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ス
キ
ル
指
導
が
、
と
か
く
表
面
的
な
技
術
指
導
に
な
る
の
は
、
遺
憾
な
こ
と
で
す
。
そ
の

よ
う
な
技
術
指
導
は
、
人
間
形
成
に
つ
な
が
り
に
く
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ス
キ
ル
を
言
う
も
の
は
、
も
っ
と
内
面
化
し
た
考
え
か
た
を

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

読
解
教
育

内
面
化
さ
れ
た
ス
キ
ル
、
人
間
的
な
ス
キ
ル
の
指
導
を
、
こ
こ
で
目
標
と
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
、
私
と
し
て
は
、

私
の
申
し
ま
す
一
二
段
階
法
の
読
解
手
順
が
有
効
だ
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
三
段
階
法
は
、
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
で
の
、
読
解

の
、
精
密
で
手
が
た
い
実
践
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
三
段
階
法
以
上
に
複
雑
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
警
戒
し
て
い
ま

す
。
読
解
教
育
の
手
法
が
、
多
項
目
主
義
に
流
れ
ま
す
と
、
仕
事
が
浮
い
て
き
て
、
作
業
が
表
面
的
な
技
術
指
導
に
な
り
、
真
の
ス
キ

ル
の
教
育
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

三
段
階
読
み
は
、

l
　
素
材
読
み
…
…
…
素
材
は
あ
く
（
把
握
）
力
へ
（
分
析
力
）
）

2
　
文
法
読
み
…
…
…
文
法
＜
対
象
構
造
＞
は
あ
く
力
（
（
分
析
力
・
比
較
力
）
）
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3
　
表
現
読
み
…
…
…
表
現
は
あ
く
力
（
（
統
合
力
）
）

で
す
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。

危
険
な
山
に
立
ち
む
か
っ
た
先
駆
と
し
て
、
わ
た
し
は
昔
の
木
地
師
の
姿
を
思
い
浮
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
人
の
は

い
ら
ぬ
原
生
の
広
葉
樹
林
を
求
め
て
、
全
国
の
山
を
歩
き
回
っ
た
。
林
が
み
つ
か
れ
ば
、
そ
こ
に
小
屋
を
か
け
、
ロ
ク
ロ
で
お
わ

ん
や
お
ぼ
ん
を
作
る
。
林
が
つ
き
れ
ば
ま
た
は
か
を
求
め
て
移
動
す
る
の
で
あ
っ
た
。

（
朝
日
新
聞
社
編
『
働
く
日
本
人
』
の
百
目
鬼
恭
三
郎
氏
の
文
章
か
ら
）

こ
れ
を
読
む
と
、
「
危
険
な
山
」
、
「
木
地
師
」
、
「
原
生
の
広
葉
樹
林
」
、
　
「
全
国
の
山
」
、
　
「
林
」
、
　
「
小
屋
」
、
「
ロ
ク

ロ
」
、
「
お
わ
ん
」
、
「
お
ぼ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
素
材
が
見
つ
か
り
ま
す
。
右
の
文
章
を
分
析
し
て
、
こ
の
よ
う
な
素
材
を
と
ら
え

る
の
が
、
素
材
読
み
で
す
。
い
っ
た
い
に
、
素
材
読
み
は
容
易
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
な
に
げ
な
く
本
文
を
読
む
う
ち
に
も
、
素
材
は
、

し
ぜ
ん
に
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
ら
く
な
姿
勢
で
素
材
を
と
ら
え
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
が
、
素
材
読
み
指
導
の
こ
つ
で
す
。
素
材
読
　
1
0
9

み
の
段
階
で
、
読
者
は
、
そ
の
文
章
に
、
素
朴
な
が
ら
も
、
興
味
を
持
つ
は
ず
で
す
。
興
味
を
持
た
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
読
解
教
育
－

を
、
順
調
に
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

右
の
第
一
セ
ソ
テ
ソ
ス
を
見
ま
す
と
、
「
…
…
…
思
い
浮
べ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
」
と
あ
り
ま
す
。
第
二
セ
ン
テ
ン
ス
は
、
「
歩
き

回
っ
た
」
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
第
三
セ
ソ
テ
ソ
ス
は
、
「
…
…
…
作
る
。
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
後
の
セ
ソ
テ
ソ
ス
が
、
「
…
…
…

移
動
す
る
の
で
あ
っ
た
。
」
で
す
。
こ
の
セ
ソ
テ
ソ
ス
、
セ
ソ
テ
ソ
ス
の
結
び
の
変
化
推
移
を
と
ら
え
れ
ば
、
文
法
読
み
の
だ
い
じ
な
一

つ
が
で
き
た
と
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
見
つ
け
さ
せ
る
指
導
は
、
容
易
で
す
。
見
つ
け
さ
せ
れ
ば
、
や
が
て
、
〃
な
ぜ
こ
う
な

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
〃
と
問
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
で
に
、
素
材
読
み
で
、
一
種
の
興
味
を
お
ぼ
え
た
か
れ
ら
は
、
さ
ら
に
興

味
を
高
め
て
、
す
ぐ
、
そ
の
問
い
に
答
え
て
く
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
文
法
読
み
、
文
章
構
造
の
は
あ
く
の
、
お
も
し
ろ
い
探
求

が
進
也
ら
れ
ま
す
。
－
　
受
瀧
読
み
と
言
う
と
、
な
龍
か
、
こ
ち
こ
ち
の
仕
事
か
の
よ
う
忙
思
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ



偏
　
れ
は
、
文
法
と
い
う
こ
と
ば
の
受
け
と
り
か
た
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ク
て
、
文
章
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち

後
　
文
法
が
生
き
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
意
味
で
の
文
法
、
こ
れ
の
は
あ
く
を
、
今
は
、
重
視
し
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
表
現
読
み
は
、
文
章
表
現
の
味
わ
い
を
く
み
と
る
、
最
後
的
な
、
高
次
の
読
み
か
た
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
「
表
現
は
あ
く
」

の
読
み
と
さ
れ
ま
す
。
さ
き
の
文
法
読
み
で
、
「
作
る
」
と
い
う
現
在
形
終
止
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
（
「
林
が
み
つ
か
れ
ば
、
そ
こ

に
小
屋
を
か
け
、
ロ
ク
ロ
で
お
わ
ん
や
お
ば
ん
を
作
る
。
）
「
…
…
、
全
国
の
山
を
歩
き
回
っ
た
。
」
と
、
完
了
の
言
い
か
た
を
し
て
お
い

て
、
つ
ぎ
に
、
「
林
が
み
つ
か
れ
ば
、
…
…
…
作
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
す
な
わ
ち
、
や
が
て
ま
た
ど
こ
か
へ
移
動
す
る
こ
と
を
に
お
わ

せ
る
も
の
で
す
。
作
っ
て
は
移
動
し
、
作
っ
て
は
移
動
し
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
移
動
の
可
能
性
、
こ
と

が
ら
の
動
き
と
い
う
も
の
を
読
み
と
る
の
が
、
表
現
読
み
と
言
っ
て
よ
い
仕
事
で
す
。
「
…
…
…
作
る
。
」
と
言
っ
て
お
い
て
、
つ
ぎ

に
、
「
…
…
…
移
動
す
る
の
で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
あ
る
の
に
注
意
す
れ
ば
、
「
の
で
あ
っ
た
」
の
結
び
こ
と
ば
の
意
味
が
、
ま
た
、
よ
一

く
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
「
の
で
あ
っ
た
」
で
、
ふ
た
た
び
、
こ
と
は
過
去
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
　
1
1
0

は
づ
か
い
に
、
こ
の
文
章
作
者
の
、
こ
の
木
地
師
た
ち
の
移
動
生
活
に
寄
せ
た
思
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

読
解
力
は
、
読
解
思
考
力
で
す
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
解
釈
力
で
す
。
す
ぐ
れ
た
解
釈
人
の
養
成
が
、
読
解
教
育
の
目
標
と
な
り
ま

す
。
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
解
釈
人
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
読
解
の
指
導
が
、

人
間
ス
キ
ル
の
指
導
に
な
ら
な
い
よ
う
で
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

作
文
教
育

思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
で
の
、
作
文
教
育
の
、
精
密
で
手
が
た
い
実
践
手
順
を
、
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

0
　
感
じ
さ
せ
る
、
感
じ
と
ら
せ
る
　
（
（
書
き
た
い
！
）
）

1
　
素
材
を
は
あ
く
さ
せ
る
　
（
（
分
析
力
）
）
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ヽ

　

ヽ

書
く
も
の
を
確
実
に
と
ら
え
さ
せ
る
の
で
す
。

2
　
文
法
を
は
あ
く
さ
せ
る
、
関
係
を
は
あ
く
さ
せ
る
、
構
成
さ
せ
る
　
（
（
比
校
カ
）
）

素
材
間
の
文
法
を
と
ら
え
さ
せ
る
の
で
す
。
言
い
か
え
る
と
、
素
材
を
順
序
だ
て
さ
せ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
あ
ら
す
じ
を
立
て
さ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

3
　
表
現
を
は
あ
く
さ
せ
る
　
（
（
統
合
力
）
）

表
現
に
し
あ
げ
て
い
か
せ
る
こ
と
で
す
。
（
し
あ
げ
て
い
っ
て
、
表
現
を
と
ら
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
表
現
は
あ
く
力
と

い
う
こ
と
ば
を
、
こ
こ
で
も
使
っ
て
み
ま
す
。
）
　
表
現
を
、
は
あ
く
、
修
成
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

げ
っ
き
ょ
く
、
作
文
教
育
の
ば
あ
い
に
も
、
読
解
教
育
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
、
三
段
階
法
を
考
え
ま
す
。

じ
っ
さ
い
に
、
簡
単
な
一
文
を
書
く
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

あ
な
た
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
休
止
し
ま
す
。

け
さ
、
テ
レ
ビ
で
、
こ
の
よ
う
な
表
示
が
出
ま
し
た
。
重
大
放
送
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
き
な
の
で
、
「
あ
な
た
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
と

い
う
番
組
の
放
送
は
、
や
め
に
す
る
と
い
う
知
ら
せ
な
の
で
す
。
こ
れ
を
、
こ
う
書
く
ば
あ
い
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
の
に
、
今
、

「
文
法
は
あ
く
力
、
関
係
は
あ
く
力
、
構
成
力
」
の
段
階
で
、
こ
れ
を
話
題
に
し
ま
す
と
、
「
あ
な
た
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
と
い
う
の
へ
、

か
ぎ
か
っ
こ
を
つ
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
も
の
を
分
析
し
、
比
較
し
て
い
け
ば
、
お
の
ず
か
ら
、
か
っ
こ
づ
け
が
お
こ

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
つ
ま
り
、
考
え
た
ら
、
こ
こ
で
、
か
っ
こ
が
使
え
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
、
か
っ
こ
を
使
わ
せ
る

教
育
が
、
思
考
力
の
教
育
に
な
り
ま
す
。

作
文
カ
は
、
文
章
制
作
思
考
力
で
す
。
こ
れ
は
、
文
章
表
現
力
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
表
現
人
の
養
成
が
、

作
文
教
育
の
ね
ら
い
と
な
り
ま
す
。
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話
す
生
活
の
教
育

会
話
表
現
力
の
教
育
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
、
す
ぐ
れ
た
表
現
人
の
養
成
を
目
的
と
す
べ
き
で
す
。
′

こ
の
た
め
、
や
は
り
、

l
　
素
材
は
あ
く
力
指
導

2
　
文
法
は
あ
く
カ
指
導

3
　
表
現
は
あ
く
力
指
導

の
手
順
を
ふ
み
ま
す
。
素
材
は
あ
く
力
と
い
う
の
は
、
話
し
た
い
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
と
い
う
こ
と
、
話
し
た
い
こ
と
を
明
確
に
つ

か
む
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
文
法
は
あ
く
カ
と
い
う
の
は
、
そ
の
話
し
た
い
こ
と
が
ら
を
、
二
つ
以
上
の
こ
と
が
ら
を
、
組
織
づ

け
る
力
で
あ
り
ま
す
。
表
現
は
あ
く
力
と
い
う
の
は
、
組
織
づ
け
て
、
き
れ
い
に
表
現
す
る
力
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
表
現
は
あ
く
力
に

よ
っ
て
、
表
現
の
「
雅
じ
ゅ
ん
」
が
う
み
出
さ
れ
ま
す
。

2
の
「
文
法
は
あ
く
力
」
に
つ
い
て
例
説
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
人
の
話
し
こ
と
ば
に
、
〝
も
っ
と
も
痛
感
し
ま
し
た
。
〟
と
い
う
の

が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
「
痛
感
」
と
い
う
の
な
ら
ば
、
「
も
っ
と
も
」
は
、
い
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
が
話
し
を
す
る
と
き
に
、

「
も
っ
と
も
」
と
「
痛
感
」
と
を
早
く
も
く
ら
べ
て
、
「
も
っ
と
も
」
は
お
さ
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
の
、
分
析

力
、
比
較
力
が
、
文
法
は
あ
く
力
と
言
え
ま
す
。
ま
た
の
例
に
、
〝
か
れ
は
、
偉
大
な
思
想
界
の
巨
人
で
あ
り
ま
し
た
。
〟
と
い
う
の

が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
話
し
こ
と
ば
の
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
は
、
文
法
は
あ
く
力
の
、
あ
る
い
は
構
成
力
の
難
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
よ
く
考
え
た
こ
と
ば
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。
「
偉
大
な
」
は
、
ど
こ
に
か
か
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
分
析
し
、
他
の

こ
と
ば
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
一
つ
に
、
「
思
想
界
」
に
か
か
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
「
巨
人
」
に
で
す
。
さ
て
、

「
巨
人
」
に
か
け
て
み
ま
す
と
、
「
偉
大
」
と
「
巨
人
」
と
で
は
、
ダ
ブ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
わ
け
で
、
右
の
話
し
こ
と

ば
の
実
例
は
、
よ
く
で
き
た
美
し
い
表
現
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
も
っ
と
考
え
て
こ
と
ば
を
使
え
ば
、
美
し
い
表
現
と
な
る
の
で
す
が
。
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話
す
生
活
の
教
育
の
は
あ
い
に
も
、
1
、
2
、
3
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
、
内
面
的
な
訓
練
を
し
て
い
く
と
き
、
相
手
の
思
考
力

を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

聞
く
生
活
の
教
育

会
話
理
解
力
の
教
育
で
す
。
こ
の
ば
あ
い
、
す
ぐ
れ
た
理
解
人
（
解
釈
人
と
は
言
わ
な
い
で
）
を
、
ね
ら
い
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。教

育
手
順
と
し
て
は
、
や
は
り
、

l
　
素
材
は
あ
く
力
指
導

2
　
文
法
は
あ
く
力
指
導

3
　
表
現
は
あ
く
力
指
導

の
三
段
階
法
を
重
ん
じ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
相
手
が
こ
ち
ら
に
何
か
を
た
ず
ね
た
の
を
聞
い
て
、
返
事
を
す
べ
き
は
あ
い
に
、
よ
く
考
え
て
問
い
を
受
け
と
っ
て
、

ま
ざ
れ
な
く
答
え
る
の
は
、
す
ぐ
れ
た
素
材
は
あ
く
力
で
す
。
じ
つ
さ
い
に
は
、
い
か
に
と
り
違
い
の
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

人
の
問
い
に
答
え
て
、
す
ぐ
に
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
な
く
、
わ
き
の
こ
と
か
ら
話
し
を
始
め
、
あ
る
い
は
前
段
の
こ
と
か
ら
話
し
を

始
め
て
、
そ
の
ご
に
ょ
う
や
く
問
い
に
答
え
る
の
な
ど
は
、
聞
く
生
活
で
の
、
相
手
の
問
い
の
素
材
を
は
あ
く
す
る
力
の
よ
わ
さ
を
あ

ら
わ
す
も
の
で
し
ょ
う
。
〃
ひ
と
こ
と
で
言
っ
て
く
れ
。
〟
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
多
く
を
答
え
る
の
な
ど
も
、
聞
く
生
活
で
の
素
材

は
あ
く
力
の
よ
わ
き
を
見
せ
る
も
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を
聞
か
れ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
こ
と
か
ら
始
め
る
の
な
ど
も
、
そ
う

し
た
い
理
由
も
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
、
や
は
り
、
聞
く
生
活
で
の
素
材
は
あ
く
の
よ
わ
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
す
。
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八
　
論
理
的
思
考
の
国
語
教
育

さ
き
の
、
読
解
思
考
力
に
つ
い
て
も
、
文
章
表
現
力
に
つ
い
て
も
、
会
話
表
現
力
に
つ
い
て
も
、
会
話
理
解
力
に
つ
い
て
も
、
つ
ね

に
「
論
理
的
な
思
考
」
を
重
ん
じ
つ
つ
、
お
の
お
の
の
こ
と
を
申
し
述
べ
ま
し
た
。

思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
は
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
相
手
の
論
理
的
な
思
考
カ
　
ー
　
生
産
的
な
思
考
カ
　
ー
　
の
養
成
を
目
的
と
し
て

お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
も
、
方
法
上
、
指
導
者
の
生
産
的
思
考
を
も
っ
て
、
論
理
的
思
考
を
も
っ
て
、
お
こ
な
わ
れ
る
も
の

で
す
。論

理
的
思
考
力
の
重
要
性
は
、
今
日
、
と
く
に
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
情
報
化
社
会
は
、
人
間
の
思
考
力
を
、
う
す
一

く
、
よ
わ
く
し
つ
つ
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
は
、
あ
ま
り
に
も
多
い
情
報
の
量
に
圧
倒
さ
れ
つ
つ
あ
る
あ
り
さ
ま
で
す
。
情
報
と
　
m

い
う
こ
と
ば
の
、
無
制
限
な
乱
用
に
相
応
し
て
、
私
ど
も
の
思
考
力
は
、
ま
ひ
し
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
で
も
あ
。
ま
す
。
こ
の
さ
い
、
－

こ
と

人
間
回
復
を
言
う
と
と
も
に
、
論
理
的
思
考
力
の
回
復
を
言
あ
げ
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

論
理
的
思
考
力
養
成
の
国
語
教
育
の
重
要
性
を
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
そ
の
教
育
の
論
理
的
方
法
・
手
順
の
重
要
性
を
思
わ
ざ
る
を
え

ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
論
理
的
思
考
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
生
産
的
思
考
を
も
っ
て
な
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
見
に
よ
り
ま
す

れ
は
、
そ
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
、
上
釆
の
、

1
　
素
材
は
あ
く
力
の
指
導

2
　
文
法
は
あ
く
力
の
指
導

3
　
表
現
は
あ
く
力
の
指
導

が
考
え
ら
れ
る
し
だ
い
で
す
。
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こ
の
基
本
ル
ー
ル
に
加
え
て
、
つ
ね
に
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
指
導
上
、
「
考
え
さ
せ
る
こ
と
ば
」
を
つ
ね
に
重

ん
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
考
え
さ
せ
る
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
、
論
理
的
方
法
の
根
源
と
な
る
も
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

考
え
さ
せ
る
こ
と
ば
を
使
う
と
は
、

考
え
る
み
ち
す
じ
を
示
し
、

考
え
る
余
裕
を
与
え
、

考
え
る
の
に
よ
い
環
境
を
つ
く
り
、

考
え
る
興
味
を
お
こ
さ
せ
る
（
考
え
る
は
た
ら
き
を
よ
く
刺
激
す
る
）

よ
う
な
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
で
す
。
考
え
る
み
ち
す
じ
を
示
す
の
に
は
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
の
、
1
・
2
・
3
の
線
を
、
ゆ
っ
く
り
と
、
一

明
確
に
進
め
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
ゆ
っ
く
り
と
、
明
確
に
進
め
ば
、
し
ぜ
ん
に
、
相
手
に
考
え
る
余
裕
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
1
1
5

ま
た
、
考
え
る
の
に
よ
い
環
境
を
つ
く
っ
て
や
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
明
昔
を
重
ん
じ
る
「
考
え
さ
せ
る
こ
と
ば
」
－

が
、
お
の
ず
か
ら
、
雅
じ
ゅ
ん
の
効
果
を
う
ん
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
便
い
う
る
た
め
に
は
、
教
師
は
、
つ
ね
に
、
話
す
自
身
の
こ
と
ば
を
見
つ
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。
考
え
さ
せ
る
こ
と
ば
を
、
み
ず
か
ら
見
つ
め
な
が
ら
発
言
す
る
と
き
、
こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
相
手
に
浸
透
す
る
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
相
手
に
浸
透
す
る
こ
と
ば
が
、
教
育
の
こ
と
ば
で
す
。
こ
の
と
き
、
「
教
育
の
こ
と
ば
は
、
愛
の
こ
と
ば
」
と
言
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
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第
三
章
　
心
情
を
養
う
国
語
教
育

一
高
い
深
い
思
考
力
と
豊
か
な
心
情
と

思
考
力
と
心
情
と
を
ね
ら
う
の
が
、
国
語
教
育
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
さ
き
の
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
を
考
え
た
一

こ
と
に
合
わ
せ
て
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
、
心
情
を
養
っ
て
、
心
情
を
豊
か
に
し
て
い
く
国
語
教
育
を
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
　
1
1
6

ん

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

心
情
を
養
う
国
語
教
育
は
情
の
国
語
教
育
で
す
。
情
の
国
語
教
育
は
、
相
手
に
雅
じ
ゅ
ん
を
求
め
さ
せ
る
も
の
で
す
。

「
心
情
を
養
う
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
私
と
し
て
は
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
に
、
一
国
語
教
育
研
究
会
で
使
っ
て
み
ま
し
た
。
今

日
の
流
行
の
こ
と
ば
に
「
心
情
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
私
の
国
語
教
育
研
究
で
は
、
右
の
よ
う
な
時
点
で
こ
の
こ
と
ば
を
使

っ
た
の
が
、
こ
れ
の
使
い
は
じ
め
で
す
。

心
情
を
養
う
国
語
教
育
、
こ
の
方
向
も
、
じ
つ
に
た
い
せ
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
と
に
今
日
の
世
相
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
私

ど
も
は
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
の
か
く
べ
つ
の
重
要
さ
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
心
情
の
肌
は
、
今

日
、
荒
れ
に
荒
れ
て
い
ま
し
ょ
う
。
早
い
話
し
が
、
東
京
都
の
ま
ん
な
か
の
、
い
わ
ゆ
る
国
電
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
て
も
、
第
一
、

あ
の
乗
り
降
り
の
大
混
雑
は
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
情
を
、
は
な
は
だ
し
く
荒
ら
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
事
り
ょ
う
の
内
部
に
掲
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げ
ら
れ
た
か
ず
多
く
の
ど
ぎ
つ
い
広
告
は
、
ま
た
、
乗
り
降
り
す
る
人
び
と
の
心
情
を
か
き
み
だ
す
の
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
す
。
そ
う
い

う
状
況
の
車
内
に
あ
っ
て
、
ま
た
、
駅
に
あ
っ
て
、
多
く
の
人
び
と
は
、
週
刊
誌
な
り
、
新
聞
紙
な
り
に
、
あ
わ
た
だ
し
さ
の
感
情
も

ぬ
き
に
し
た
よ
う
な
目
を
走
ら
せ
て
い
ま
す
。
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
、
人
間
の
心
情
の
肌
の
ぬ
く
も
り
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
、
こ
う
い
う
心
情
減
却
の
一
大
る
つ
ぼ
の
な
か
か
ら
出
て
く
る
も
の
が
、
何
な
の
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
も
し
も
、
日
本
の
現
代
の
文
化
の
中
心
地
が
東
京
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
「
国
電
」
流
の
生
活
の
な
か
か
ら
、

国
の
文
化
が
う
ん
ぬ
ん
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
文
化
な
の
だ
ろ
う
と
、
深
く
考
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
心
情
を
問
題
に
し
て
、
現
代
の
東
京
の
一
斑
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て

も
、
私
ど
も
は
、
国
語
教
育
の
、
全
額
野
に
わ
た
っ
て
、
全
作
業
を
通
じ
て
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
－
心
情
教
育
－
の
振
起
を

考

究

せ

ざ

る

を

え

ま

せ

ん

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

さ
き
に
も
ふ
れ
ま
し
た
が
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
は
、
思
考
力
を
高
め
る
国
語
教
育
と
、
相
互
に
助
成
し
合
う
も
の
で
す
。
二
者
　
1
1
7

は
、
二
に
し
て
一
で
あ
。
ま
す
。
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
と
の
「
体
性
が
、
こ
こ
で
言
え
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
－

も
と
で
、
私
ど
も
は
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
を
実
践
し
て
い
っ
て
、
こ
れ
を
い
や
が
上
に
も
高
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
と
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
が
、
真
の
国
語
教
育
に
な
り
ま
す
。
其
の
国
語
教
育
に
な
る
べ
き
「
心
情
を
養
う
国
語
教
育
」
に
よ
っ

て
、
人
間
教
育
を
L
は
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ
い
人
間
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
　
心
情
と
い
う
も
の

心
情
と
い
う
の
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
で
申
せ
ば
、
「
こ
こ
ろ
ね
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
心
ね
は
ま
た
、
「
心
は
え
」
と
か
、
ま
た
、

「
心
ぶ
り
」
と
か
の
よ
う
に
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
「
心
ね
」
、
「
心
ば
え
」
、
「
心
ぶ
り
」
と



絹
　
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
総
合
的
に
と
ら
え
た
も
の
、
こ
れ
が
、
「
心
情
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

0

後
　
「
心
情
」
は
、
む
ぞ
う
さ
に
、
「
理
」
と
対
せ
し
め
て
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
情
は
、
ま
さ
に
「
心
情
」
で
あ
り
ま
す
。
理

的
な
も
の
を
も
、
お
の
ず
か
ら
ふ
ま
え
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
理
を
情
で
包
ん
だ
も
の
が
、
心
情
だ
と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う

か
。
と
も
か
く
、
心
情
は
、
も
っ
と
も
生
活
的
な
も
の
で
あ
り
、
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
た
た
か
み
も
あ
れ
ば
、
く
き
み
も

あ
る
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
人
品
と
い
う
も
の
も
、
つ
ま
り
は
、
そ
の
人
の
心
情
の
、
位
、
ね
う
ち
を
言
う
も
の
か
と
思
い
ま
す
。

心
情
を
養
う
こ
と
、
心
情
を
養
っ
て
、
こ
れ
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
た
っ
と
い
こ
と
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
国
語
教
育
は
、

当
然
、
そ
の
た
っ
と
さ
を
め
ざ
し
て
よ
い
は
ず
で
す
。

相
手
の
「
心
情
を
養
う
」
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
の
ご
と
に
感
動
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
な
に
か
と
想
像
力
を
は
た
ら
か
し
ヶ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
　
心
情
教
育

心
情
教
育
は
、
相
手
に
、
感
動
さ
せ
る
よ
う
に
、
想
像
さ
せ
る
よ
う
に
、
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
読
解
に
さ
い
し
て
も
、
作

文
に
さ
い
し
て
も
、
そ
の
他
、
何
の
は
あ
い
に
も
、
で
あ
り
ま
す
。

今
、
小
学
校
二
年
男
子
の
詩
の
例
を
か
り
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。

ひ
ま
わ
り

お
日
さ
ま
が

か
ん
か
ん

ひ
ま
わ
り
は

て
っ
て
　
い
て
も

花
び
ら
を
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い
っ
ぱ
い
　
ひ
ろ
げ
て

に
っ
こ
り
　
わ
ら
っ
て
　
い
る
。

は
ち
が
　
と
ん
で
　
き
て

花
び
ら
に
　
も
ぐ
っ
て
は

ま
た
　
と
ん
で
　
行
く
。

あ
つ
い
　
な
つ
だ
が

ひ
ま
わ
り
の
　
花
は

ま
い
に
ち
　
げ
ん
き
に

し
ん
き
ゅ
う
を
　
し
て
　
い
る
。

（
『
う
し
お
』
第
一
六
七
号
）

「
に
っ
こ
り
　
あ
ら
っ
て
　
い
る
。
」
と
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
幼
い
作
者
の
想
像
力
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
は
た
ら
い
て
い
る
と

見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
な
お
、
終
わ
り
に
行
っ
て
、
「
ま
い
に
ち
　
げ
ん
き
に
　
し
ん
き
ゅ
う
を
　
し
て
　
い
る
。
」
と
た
と
え
て
い

る
と
こ
ろ
に
は
、
作
者
の
お
う
盛
な
想
像
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
の
思
い
の
ほ
か
に
出
て
、
一
見
、
ふ
う
が
わ
り
な
た
と

え
を
と
り
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
作
者
の
特
異
な
想
像
力
を
認
め
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
な
詩
に
接
し
た
は

あ
い
、
そ
の
想
像
の
成
功
を
は
め
て
、
相
手
が
た
の
想
像
の
生
活
を
す
す
め
は
げ
ま
す
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
感
動
を
奨
励
す
る
教
育
の
ば
あ
い
を
考
え
て
み
ま
す
。
小
学
校
一
年
男
子
の
作
文
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。

う
れ
し
か
っ
た
こ
と

き
ょ
う
は
　
ぼ
く
の
　
う
れ
し
い
ひ
で
す
。
そ
れ
は
　
わ
か
し
お
で
　
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
て
　
く
る
ん
で
す
。

ひ
る
か
ら
、
や
す
く
ん
と
こ
へ
い
っ
と
っ
た
ら
、
「
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
と
る
よ
。
」
と
ね
え
ち
ゃ
ん
が
　
お
し
え
て
　
く

119
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れ
ま
し
た
。
ぼ
く
は
　
は
し
っ
て
　
か
え
る
と
、
ほ
ん
と
に
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
　
か
あ
ち
ゃ
ん
か

せ
な
か
へ
　
と
び
つ
き
ま
し
た
。
「
か
あ
ち
ゃ
ん
　
も
う
　
い
か
ん
で
も
　
え
え
ん
じ
ゃ
ろ
。
い
か
れ
ん
よ
。
」
と
　
ぼ
く
は
　
い

い
ま
し
た
。

か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
て
　
き
て
　
と
っ
て
も
　
う
れ
し
か
っ
た
。

（
『
う
し
お
』
第
一
六
七
号
）

「
ぼ
く
は
　
は
し
っ
て
　
か
え
る
と
、
ほ
ん
と
に
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。
」
、
こ
の
一
セ
ソ
テ
ン
ス
の
「
ほ
ん
と
に
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
よ
く
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
「
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
と
る
よ
。
」
と
い
う
、
ね
え
ち
ゃ
ん
の

こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
ね
え
ち
ゃ
ん
が
、
「
か
え
っ
と
る
よ
」
と
言
っ
て
、
「
か
え
っ
た
よ
」
と
伝
え
る
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
、
心
を

ひ
か
れ
ま
す
。
す
で
に
か
え
っ
て
い
る
よ
、
と
伝
え
た
の
が
ね
え
ち
ゃ
ん
の
こ
と
ば
だ
っ
た
と
し
ま
す
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
ぼ
く
は
、
一

！
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
ノ
と
、
と
ぴ
あ
が
ら
ん
ば
か
り
に
驚
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
ぼ
く
が
、
「
は
し
っ
て
　
か
え
る
と
、
　
1
2
0

ほ
ん
と
に
か
あ
ち
ゃ
ん
が
か
え
っ
て
い
ま
し
た
。
」
な
ん
と
思
い
の
深
い
「
ほ
ん
と
に
」
で
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
感
動
の
表
現
と
－

し
て
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
つ
づ
け
て
の
、
「
ぼ
く
は
　
か
あ
ち
ゃ
ん
の
　
せ
な
か
へ
　
と
び
つ
き
ま
し
た
。
」
も
、
ま

っ
た
く
あ
け
っ
ぴ
ろ
げ
の
感
動
で
あ
っ
て
、
私
ど
も
の
介
入
を
許
し
ま
せ
ん
。
や
が
て
、
「
も
う
　
い
か
ん
で
も
　
え
え
ん
じ
ゃ
ろ
。

い
か
れ
ん
よ
。
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
「
え
え
ん
じ
ゃ
ろ
。
」
　
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
上
げ
調
子
に
読
ん
で
、
推
量
の
気
も
ち
を
あ
ら
わ
す

の
が
適
当
な
と
こ
ろ
か
と
思
い
ま
す
。
い
い
ん
だ
ろ
う
（
い
い
ん
で
し
ょ
う
？
）
、
と
言
い
な
が
ら
も
、
い
く
ら
か
、
い
い
の
じ
ゃ
な
い

か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
不
安
の
気
も
ち
を
、
み
ず
か
ら
お
さ
え
る
よ
う
に
し
て
、
「
い
か
れ
ん
よ
。
」
と
た

た
み
か
け
た
気
も
ち
、
作
者
の
つ
ら
い
感
動
を
表
現
し
て
、
読
む
も
の
の
胸
を
う
ち
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
筆
者
は
、
素
朴
な
感
動

表
現
の
作
品
を
も
っ
て
、
私
ど
も
に
せ
ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
ど
も
は
、
こ
の
作
品
を
、
成
功
作
と
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な

い
の
で
す
。
最
後
に
、
「
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
て
　
き
て
　
と
っ
て
も
　
う
れ
し
か
っ
た
。
」
と
敬
体
ぬ
き
で
結
ん
で
い
る
の
も
、
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こ
の
さ
い
は
許
せ
ま
す
。
「
か
あ
ち
ゃ
ん
が
　
か
え
っ
て
　
き
て
　
と
っ
て
も
　
う
れ
し
か
っ
た
。
」
、
こ
れ
は
、
・
心
内
表
現
と
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ひ
と
え
に
自
分
の
思
い
を
述
べ
た
ー
自
分
の
た
め
に
述
べ
た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
と
思
い
ま

す
。
い
つ
も
な
ら
、
敬
体
と
常
体
と
が
混
在
し
て
い
る
と
か
言
っ
て
問
題
に
も
す
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
さ
い
は
、
い
わ
ゆ
る

敬
体
・
常
体
の
照
応
が
、
と
く
に
感
動
表
現
の
効
果
を
高
め
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
作
品
を
教
材
と
し
て
、
こ
れ
を
、
以
上
に
考
え
た
よ
う
な
考
え
か
た
で
、
児
童
・
生
徒
に
読
み
深
め
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
ら
、
こ
れ
ま
た
、
読
ま
せ
る
国
語
教
育
で
の
心
情
教
育
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
き
に
と
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な

わ
か
り
や
す
い
文
章
を
資
料
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
中
学
校
の
高
学
年
へ
こ
れ
を
持
ち
出
し
、
共
鳴
共
感
の
読
解
を
さ
そ
う
よ
う
に
指

導
す
る
こ
と
が
、
心
情
教
育
と
し
て
有
効
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

相
手
に
感
動
さ
せ
る
よ
う
に
、
相
手
に
想
像
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
仕
事
は
、
二
つ
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
仕
事
一

で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
言
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
両
者
の
か
ね
あ
い
を
重
ん
じ
て
、
か
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
徹
底
を
は
か
れ
ば
、
1
2
1

心
情
教
育
は
前
進
す
る
と
思
い
ま
す
。

四
　
「
感
動
」
　
と
「
想
像
力
」
　
と
の
背
後
に
あ
る
べ
き
も
の

感
動
を
、
感
激
と
言
い
か
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
激
す
る
ば
か
り
で
は
、
不
可
で
あ
り
ま
す
。
抑
制
も
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
抑
制

は
、
す
な
わ
ち
、
理
の
ほ
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
感
動
に
も
理
性
の
さ
さ
え
が
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

読
む
は
あ
い
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
て
も
、
感
動
し
て
、
パ
、
ッ
と
巻
を
お
お
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
深

い
読
み
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
巻
を
お
お
い
た
い
気
も
ち
を
な
お
押
え
て
、
改
め
て
そ
こ
を
見
る
と
き
、
や
が
て
、
深
い
読
み
に

は
い
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
ど
も
は
、
安
価
な
感
動
読
み
に
妥
協
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。



編
　
も
の
を
書
く
ば
あ
い
に
し
て
も
、
最
初
に
で
き
た
も
の
は
、
第
一
次
の
所
産
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
愛
惜
す
る
気
も
ち
が
私

後
　
ど
も
に
は
と
き
に
つ
よ
い
の
で
す
が
、
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
清
書
を
す
る
と
、
か
な
ら
ず
、
そ
の
書
き
も
の
が

洗
練
さ
れ
て
き
ま
す
。
第
一
次
の
所
産
は
、
第
二
次
の
所
産
と
な
り
ま
す
。
第
二
次
か
ら
第
三
次
へ
と
移
れ
ば
、
ま
た
、
よ
く
な
り
ま

す
。
こ
の
道
程
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
の
道
程
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
短
い
文
章
を
例
に
し
て
、
も
の
の
二
十
べ
ん
も
書
き
な

お
し
て
み
た
ら
と
、
人
と
考
え
合
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
二
十
ペ
ん
の
効
果
は
出
る
の
で
す
。
作
家
に
よ
れ
ば
、
最
初

に
い
っ
ぺ
ん
書
い
た
ら
、
も
は
や
な
に
も
手
を
入
れ
な
い
の
だ
と
、
公
言
す
る
人
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
す
く
な
く
と
も
、
国
語
教
育

の
見
地
で
は
、
こ
れ
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
、
一
に
も
明
せ
き
、
二
に
も
明
せ
き
、
三
に
も
明
せ
き
と

い
う
、
あ
の
明
せ
き
論
は
、
書
く
こ
と
で
の
単
純
な
感
動
を
、
む
し
ろ
こ
ろ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
次
元
の
表
現
へ
と
の
ぼ
る

べ

き

こ

と

を

示

唆

し

て

い

ま

し

ょ

う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

想
像
力
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
奔
放
で
あ
る
こ
と
が
た
っ
と
い
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。
夢
想
も
ま
た
可
な
り
で
あ
り
ま
す
。
が
、
で
　
1
2
2

き
る
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
想
像
力
の
は
た
ら
き
が
、
生
産
的
で
あ
る
の
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
想
像
力
を
実
に
し
て
い
く
ー

も
の
は
、
理
性
だ
と
思
い
ま
す
。

感
動
と
想
像
力
と
を
さ
さ
え
る
も
の
は
、
理
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
ま
す
。
一
つ
の
公
式
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
、
私
は
考
え
た
い

の
で
す
。
こ
の
公
式
を
あ
た
ま
に
お
い
て
、
心
情
教
育
に
あ
た
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
　
感
動
　
感
動
教
育

感
動
と
い
う
の
は
、
「
も
の
に
驚
く
こ
と
」
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
教
育
と
し
て
も
、
驚
か
せ
る
教
育
が
、
感
動
教
育
の
根
本
だ
と

言
え
ま
す
。
音
感
教
育
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
音
に
驚
か
せ
る
こ
と
だ
と
、
ま
ず
は
言
い
た
い
の
で
す
。
国
語
教
育
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の
音
楽
化
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
、
多
年
、
夢
に
描
い
て
い
る
テ
ー
マ
で
す
が
、
音
楽
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
を
、
も
の
に
驚

か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
い
え
ば
、
′
音
読
ノ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
し
か
も
、
教
室
で
多
く
の
も
の
が

い
っ
せ
い
に
音
読
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
と
か
く
、
た
だ
音
を
立
て
て
読
む
と
い
う
騒
が
し
さ
に
と
ど
ま
り
が

ち
で
す
。
み
ず
か
ら
の
音
読
の
声
に
、
自
身
驚
く
と
い
う
よ
う
な
音
読
が
ほ
し
い
も
の
で
す
。
音
読
も
、
そ
う
い
う
音
読
の
指
導
が
あ

っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
教
師
の
、
い
わ
ゆ
る
範
読
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の
、
い
ち
い
ち
の
読
み
が
、
音
声
に
よ
る
相
手
へ
の
訴
え
セ

あ
り
ま
す
か
ら
、
各
種
の
ば
あ
い
に
、
教
師
は
、
音
声
を
適
宜
に
運
用
し
て
、
あ
る
い
は
音
の
高
低
を
は
か
り
、
音
（
声
）
に
強
弱
大

小
を
つ
け
て
、
相
手
を
驚
か
せ
る
こ
と
、
相
手
の
注
意
を
ひ
く
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
教
師
自
身
も
、
そ
の
つ
ど
、
自
分
ゐ

読
み
の
声
に
驚
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
－
　
（
教
師
が
、
自
分
の
範
読
の
一
声
二
戸
に
驚
く
、
そ
う
い
っ
た
読
み
の
生
活
の
、
な

ん
と
高
雅
で
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
）

感
動
と
は
、

感
動
と
は
、

感
動
と
は
、

感
動
と
は
、

私
ど
も
は
、

よ
う
か
。
－

「
も
の
ご
と
に
目
を
見
は
る
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。

「
心
を
開
く
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。

「
は
っ
と
な
る
こ
と
、
う
た
れ
る
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。

「
な
に
げ
な
い
こ
と
、
な
ん
で
も
な
さ
そ
う
な
こ
と
に
意
味
を
兄
い
だ
す
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。

し
ば
し
ば
無
感
動
に
な
っ
て
い
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
感
動
の
刺
激
に
対
し
て
、
不
感
症
に
な
っ
て
は
い
な
い
で
し

ー
　
理
髪
店
の
入
口
に
、

123

八
時
閉
店

九
時
消
灯

ま
た
明
日
お
こ
し
く
だ
さ
い

と
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
な
に
げ
な
く
読
ん
で
過
ご
す
の
も
一
っ
の
生
活
で
し
ょ
う
。
が
、
′
お
や
？
J
と
思
っ
て
、
こ
れ
に
目
を



偏
　
見
は
り
、
心
を
開
い
て
こ
れ
を
読
み
と
お
す
と
、
一
つ
二
つ
と
、
う
た
れ
る
も
の
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
「
九
時
消
灯
」
と
い
う
こ
と
も

後
　
言
い
添
え
て
あ
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
お
も
し
ろ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

感
動
と
は
、
人
の
驚
き
そ
う
も
な
い
こ
と
に
驚
く
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
も
、
言
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
人
が
何
も
感
じ
な
い
こ

と
に
何
か
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
一
個
の
す
ぐ
れ
た
感
動
だ
と
思
い
ま
す
。
人
の
捨
て
て
い
る
も
の
を
拾
い
あ
げ
て
、
こ
れ
に
驚
く

こ
と
が
、
な
か
な
か
捨
て
が
た
い
感
動
で
あ
り
ま
す
。
感
動
と
は
、
あ
る
発
見
、
何
か
の
発
見
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
五
、

七
、
五
の
俳
句
と
か
、
五
、
七
、
五
、
七
、
七
の
和
歌
と
か
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
五
七
調
と
か
、
七
五
調

と
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
ど
も
は
、
そ
れ
へ
は
そ
れ
へ
な
り
に
注
意
を
し
て
き
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、

五
、
七
、
五
と
か
、
七
五
調
と
か
言
わ
れ
る
、
そ
の
七
音
と
五
音
の
差
が
、
二
音
と
い
う
偶
数
音
で
あ
る
こ
と
は
、
問
題
に
し
て
き
た

で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
人
が
捨
て
お
い
て
き
た
か
も
し
れ
な
い
、
こ
の
偶
数
音
と
い
う
も
の
に
驚
く
こ
と
も
、
日
本
の
詩
歌
の
韻
律
を

理
解
す
る
う
え
に
、
た
い
せ
つ
な
こ
と
か
と
思
う
の
で
す
。

先
生
が
、
目
前
の
児
童
・
生
徒
に
驚
く
こ
と
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
教
師
の
驚
く
生
活
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
だ
い
じ
な
の
は
、
教

育
対
象
へ
の
驚
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
感
動
教
育
は
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
ま
す
。

感
動
教
育
。
感
動
さ
せ
る
よ
う
に
、
材
料
を
整
と
ん
し
て
、
相
手
に
そ
れ
を
与
え
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
－
　
読
む
こ
と

の
指
導
で
、
書
く
こ
と
の
指
導
で
、
話
す
こ
と
の
指
導
で
、
聞
く
こ
と
の
指
導
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

私
ど
も
が
、
か
つ
て
受
け
た
中
等
教
育
で
は
、
国
語
の
時
間
に
、
先
生
が
た
く
さ
ん
の
紙
を
持
っ
て
こ
ら
れ
る
と
、
〃
あ
あ
、
ま
た
、

作
文
か
。
〃
と
言
っ
た
も
の
で
す
。
紙
を
見
た
だ
け
で
、
も
は
や
作
文
の
仕
事
の
や
っ
か
い
な
こ
と
を
思
い
か
え
す
の
で
し
た
。
先
生

は
、
′
感
動
の
う
ち
に
一
文
章
を
創
作
す
る
よ
う
に
。
′
と
の
お
考
え
で
、
用
紙
を
持
っ
て
こ
ら
れ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
す
で
に

紙
を
持
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
自
体
が
、
私
ど
も
の
す
べ
て
の
感
動
を
う
ち
消
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
感
動
さ
せ
る
よ
う
に
材
料
を

整
と
ん
す
る
こ
と
は
、
じ
つ
さ
い
は
、
至
難
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

124
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し
か
し
、
考
え
て
み
ま
す
と
、
私
ど
も
の
周
囲
に
は
、
感
動
に
価
す
る
材
料
が
い
く
ら
で
も
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
事
実
の
よ
う
で

す
。
感
動
教
育
は
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
可
能
で
あ
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
以
下
、
感
動
教
育
の
光
を
求
め
て
、
私
ど
も
の
周
囲
に
感

動
す
べ
き
材
料
の
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

1
　
私
が
経
験
し
た
、
あ
る
感
動
事
件
で
す
。
大
学
で
の
あ
る
日
の
こ
と
、
私
は
、
会
議
に
参
加
し
て
忙
し
く
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
〃
小
谷
さ
ん
が
面
会
に
来
ま
し
た
。
〟
と
事
務
の
人
が
告
げ
て
く
れ
た
の
で
す
。
′
今
ご
ろ
、
小
谷
く
ん
が
？
！
と

ヽ

　

ヽ

思
っ
て
、
廊
下
に
出
て
行
っ
て
み
ま
す
と
、
か
ど
っ
こ
に
、
小
谷
く
ん
が
立
っ
て
い
て
、
ひ
ど
く
恐
縮
し
な
が
ら
、
き
ち
ょ
う
め

ん
な
お
じ
ぎ
を
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
と
き
、
ふ
と
、
小
谷
く
ん
の
う
し
ろ
に
、
女
性
の
頭
髪
の
端
っ
こ
が
見
え
ま
し
た
。
そ
の

女
性
が
、
じ
つ
は
、
小
谷
く
ん
の
フ
ィ
ア
ソ
セ
だ
っ
た
の
で
す
。
〃
来
年
三
月
、
結
婚
式
を
し
ま
す
。
出
て
く
だ
さ
い
。
〟
こ
れ

が
、
小
谷
く
ん
の
こ
と
ば
で
し
た
。
長
い
つ
き
あ
い
の
小
谷
く
ん
か
ら
の
、
こ
の
こ
と
ば
が
、
私
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
開
き
が
　
l

い
の
あ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
は
む
ろ
ん
で
す
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
こ
の
小
谷
く
ん
の
う
し
ろ
で
、
頭
だ
け
を
す
こ
し
く
　
遁

の
ぞ
か
せ
た
フ
ィ
ア
ソ
セ
の
き
み
の
心
中
が
、
い
っ
そ
う
私
の
感
動
を
よ
び
ま
し
た
。
小
谷
く
ん
を
生
涯
助
け
よ
う
と
す
る
女
性
－

の
い
っ
さ
い
の
気
も
ち
を
、
そ
の
と
き
、
私
は
、
直
覚
し
え
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

ふ
た
り
の
き
み
に
信
兢
さ
れ
る
私
自
身
を
、
こ
の
と
き
即
座
に
自
覚
し
え
て
、
私
は
幸
福
で
し
た
。
教
員
と
し
て
の
生
活
の
な

か
で
、
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
絶
大
の
幸
運
に
遭
遇
し
う
る
の
は
、
じ
つ
に
感
動
す
べ
き
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き

の
両
く
ん
と
の
面
会
は
、
私
に
と
っ
て
、
生
涯
忘
れ
え
な
い
も
の
で
す
。
－
女
性
の
「
あ
わ
れ
」
、
小
谷
く
ん
に
つ
き
添
っ
た
、

そ
の
挙
措
の
あ
わ
れ
は
、
こ
と
に
深
く
、
私
の
む
ね
に
し
み
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
右
は
、
一
種
の
奇
縁
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
恩
か
え
し
て
み
ま
す
と
、
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
こ
と
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
私
ど
も
の
身
辺
に
お
こ
っ
て
い
る
と
言
え
ま

す
。苦

い
両
親
が
、
そ
の
お
き
な
子
を
つ
れ
て
、
動
物
園
に
布
き
ま
し
た
。
駅
で
動
物
園
行
き
の
バ
ス
に
乗
る
と
、
も
う
、
そ
の
お



後　　編

さ
な
子
は
歌
い
始
め
た
そ
う
で
す
。
動
物
の
歌
を
。
－
　
象
さ
ん
の
歌
な
ど
。

動
物
園
に
は
い
る
と
、
い
よ
い
よ
本
番
で
、
そ
の
幼
女
は
、
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
の
、
動
物
の
歌
を
口
ず
さ
み
ま
す
。
象
さ
ん

の
前
で
は
、
象
さ
ん
の
歌
を
歌
い
ま
し
た
。
う
さ
ぎ
さ
ん
の
前
で
は
、
う
さ
ぎ
さ
ん
の
歌
を
歌
い
ま
し
た
。
リ
ス
の
前
に
く
る

と
、
幼
女
は
、
マ
マ
に
〃
う
た
っ
て
。
〃
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
リ
ス
の
歌
を
知
ら
な
い
マ
マ
は
、
パ
パ
の
顔
を
見
て
、
そ
っ
と

笑
い
ま
し
た
。

歌
で
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
に
対
画
す
る
、
動
物
園
の
あ
そ
び
、
な
ん
と
清
純
な
あ
そ
び
で
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
幼
女
は
、
か

ね
て
、
絵
本
を
見
な
が
ら
、
象
さ
ん
の
歌
な
ど
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
本
物
の
動
物
を
見
に
行
っ
て
、
早
く
も
バ
ス
の

な
か
か
ら
、
歌
に
結
び
つ
け
つ
つ
動
物
を
考
え
た
心
情
は
、
か
れ
ん
と
申
す
は
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
思
う
と
、
私
は
、
感

動

せ

ざ

る

を

え

な

い

の

で

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

l

右
は
、
幼
女
に
ま
つ
わ
る
一
編
の
物
語
で
あ
り
ま
す
ゆ
え
、
－
　
つ
ま
り
、
素
材
が
よ
い
の
で
、
感
動
も
ひ
と
し
お
で
す
。
　
接

（
相
手
の
心
情
を
養
う
た
垣
に
は
、
素
材
を
選
ぶ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
。
ま
す
。
素
材
を
選
ぶ
の
は
、
教
　
l

育
感
覚
に
よ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
）

3
　
右
の
話
し
の
つ
づ
き
で
す
。
動
物
園
の
キ
リ
ソ
さ
ん
の
前
で
、
マ
マ
は
、
澄
み
き
っ
た
青
空
に
高
く
の
び
た
キ
リ
ソ
さ
ん
の
首

を
見
て
、
も
の
が
な
し
い
よ
う
な
感
じ
が
し
た
そ
う
で
す
。
帰
っ
て
き
て
、
か
の
女
が
、
夫
に
、
〝
そ
ん
な
感
じ
が
し
ま
し
た
ね

え
。
〃
と
言
っ
た
の
で
し
た
。
す
る
と
、
若
い
夫
は
、
〃
そ
う
だ
っ
た
か
な
あ
。
〃
と
答
え
ま
し
た
。
そ
ば
で
、
私
は
、
こ
の
夫

婦
ぶ
り
に
感
動
し
ま
し
た
。

私
ど
も
の
周
囲
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
感
動
す
べ
き
素
材
が
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
人
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
れ
ら
を
と
ら
え
て
、
ひ

っ
き
り
な
し
に
感
動
し
て
い
き
ま
す
。
一
方
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
い
う
人
は
、
理
で
も
っ
て
ひ
き
し
め
る
力
が
よ
わ
い
か
と
、
言
え
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
テ
レ
ビ
を
見
て
も
す
ぐ
に
一
次
と
い
う
の
は
、
笑
わ
れ
が
ち
で
も
あ
り
ま
す
。
が
、
感
動
す
る
こ
と
が
多
く
て
さ
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い
わ
い
、
感
動
の
涙
が
あ
っ
て
こ
そ
し
あ
わ
せ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
涙
の
な
い
教
師
は
、
理
想
の
教
師
像
に
は
遠

い
か
と
思
い
ま
す
。
涙
が
あ
っ
て
、
し
か
も
、
涙
を
ひ
き
し
め
る
こ
と
が
だ
い
じ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

教
師
に
と
っ
て
、
お
さ
な
い
子
弟
は
、
人
生
の
師
と
も
見
る
べ
き
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
来
、
こ
の
人
生
の
師
に
感
動
し
な
い

で
よ
い
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
き
い
き
と
し
た
感
動
、
純
粋
の
感
動
を
、
そ
こ
に
、
も
よ
お
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
じ
っ

く
り
と
か
れ
ら
に
対
面
す
れ
ば
、
相
手
が
た
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
は
、
洗
い
清
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
純
化
さ
れ
ま

す
。
児
童
・
生
徒
を
人
生
の
師
と
し
て
、
そ
の
師
に
感
動
し
、
師
に
よ
っ
て
純
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
、
感
動
教
育
を
お
こ

な
っ
て
い
け
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
　
－
　
相
手
を
師
と
見
る
と
こ
ろ
で
、
お
の
ず
か
ら
、
理
を
も
生
か
し
て
い
ま
す
。
　
－

六
　
想
像
力
　
恵
像
力
教
育

想
像
と
は
、
「
一
事
一
物
に
つ
い
て
、
す
ぐ
に
何
か
を
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
」
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
あ
も
、
こ
う
も
と
、
思
い
め
ぐ

ら
す
こ
と
で
す
。
思
い
め
ぐ
ら
し
て
、
ず
う
っ
と
、
心
を
と
ん
で
行
か
せ
る
こ
と
で
す
。

す
ぐ
れ
た
人
は
、
た
い
し
た
想
像
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
心
情
の
持
ち
主
は
、
す
ば
ら
し
い
想
像
力
の
持
ち
主
で
あ
り
ま

し
ょ
良
ノ
。

少
年
少
女
、
あ
る
い
は
幼
児
た
ち
は
、
元
来
、
豊
か
な
想
像
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
お
さ
な
い
人
た
ち
の
想
像
力
は
、
「
何
で
も
知

り
た
い
気
も
ち
」
と
も
な
っ
て
、
そ
の
気
も
ち
・
想
像
力
の
ま
に
ま
に
、
′
と
ん
で
も
な
い
′
質
問
を
し
ま
す
。
と
ん
で
も
な
い
質

問
、
す
な
わ
ち
、
大
き
な
想
像
力
の
産
物
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
根
は
り
菓
は
り
聞
く
の
は
、
縦
横
に
想
像
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
知
り
た
が
る
、
見
た
が
る
、
聞
き
た
が
る
、
い
わ
ゆ
る
求
知
心
は
、
想
像
力
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
す
。
お
さ
な
い
人
た
ち
の
、

そ
の
想
像
力
が
、
時
と
と
も
に
う
す
れ
て
、
や
が
て
ひ
か
ら
び
て
く
る
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
想
像
力
の
教
育
に
注
意



扇
　
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
作
文
に
し
ま
し
て
も
、
低
学
年
児
は
、
し
き
り
と
書
き
た
が
り
、
好
ん
で

後
　
書
く
銭
金
を
求
め
、
大
い
に
書
く
よ
ろ
こ
び
を
味
わ
い
ま
す
が
、
学
年
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
意
欲
が
し
だ
い
に
下
火
と
な
っ
て
き

ま
す
。
こ
れ
は
、
作
文
教
育
で
、
も
っ
と
も
注
意
を
は
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
関
連
さ
せ
て
、
想
像

力
の
教
育
を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

想
像
力
教
育
。
は
ね
を
ひ
ろ
げ
る
大
き
な
想
像
力
も
、
し
だ
い
に
し
ぼ
ん
で
い
く
の
だ
と
し
た
ら
、
私
ど
も
は
、
お
さ
な
い
こ
ろ

に
、
も
っ
と
も
力
づ
よ
く
、
想
像
力
を
か
き
た
て
る
教
育
を
し
て
い
く
べ
き
こ
と
に
な
り
ま
す
。
養
老
の
滝
の
酒
の
話
し
も
よ
い
で
し

ょ
う
。
北
斗
七
星
の
金
の
ひ
し
ゃ
く
の
話
し
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
素
材
を
求
め
に
求
め
て
、
想
像
力
教
育
に
う
ち
こ
ん
で
い
き
た
い

も
の
で
す
。

想
像
力
の
教
育
の
た
め
に
は
、
教
師
も
ま
た
、
た
え
ず
、
想
像
力
を
重
ん
じ
る
生
活
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
や
や
も
す
れ
ば
一

衰
え
が
ち
の
想
像
力
を
、
重
ん
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
お
と
な
の
教
師
の
悲
劇
が
あ
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
　
摺

そ
こ
は
宿
命
で
す
。
み
ず
か
ら
自
己
を
き
た
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
相
手
に
、
よ
い
教
育
を
L
は
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
　
－

「
想
像
」
は
、
「
創
造
」
に
か
よ
う
も
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
想
像
力
教
育
は
た
い
せ
つ
で
す
。
相
手
の
、
と
て
つ
も
な
い
想
像

を
、
笑
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
俗
に
言
う
、
一
笑
に
ふ
す
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
の
場
で
は
禁
物
で
あ
り
ま
す
。
一
笑
に

ふ
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
、
し
ん
け
ん
に
身
を
寄
せ
て
い
く
こ
と
、
ば
か
ば
か
し
い
よ
う
な
こ
と
に
、
し
ん
け
ん
に
身
を
寄
せ
て

い
く
こ
と
が
、
想
像
力
教
育
で
あ
り
ま
す
。
身
を
す
り
よ
せ
て
、
心
を
開
い
て
、
聞
き
耳
を
立
て
、
相
手
の
も
の
を
聞
き
入
れ
る
こ

と
、
こ
れ
が
想
像
力
教
育
の
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。
広
く
心
情
教
育
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
ば
か
に
し
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
心
情
教
育
の
た
い
せ
つ
な
心
得
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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七
　
心
情
を
さ
さ
え
る
理

心
情
を
さ
さ
え
る
も
の
は
、
理
で
す
。
心
情
の
底
に
は
、
理
が
あ
り
ま
す
。

心
情
を
重
ん
じ
る
は
あ
い
、
人
は
、
し
ば
し
ば
、
文
学
的
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
合
い
こ
と
ば
に
し
て
、
其
の
心
情
教
育
を
お
ろ

そ
か
に
し
が
ち
で
す
。
文
学
的
と
い
う
よ
う
な
思
い
と
り
か
た
は
、
し
ば
し
ば
、
人
を
自
己
満
足
に
お
ち
い
ら
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
深

い
い
と
な
み
を
捨
て
去
ら
せ
ま
す
。
よ
い
か
げ
ん
な
と
こ
ろ
が
、
′
文
学
的
ノ
で
あ
っ
た
り
し
た
の
で
は
た
ま
り
ま
せ
ん
。

文
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
人
は
、
当
然
、
そ
の
文
学
作
品
を
深
く
読
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
は
ず
で
す
。
読
む
こ
と
は
、

無
限
に
深
い
い
と
な
み
を
予
定
し
た
仕
事
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ま
こ
と
に
、
心
情
教
育
の
理
的
な
深
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
な
お
、
詩
文
を
作
る
ば
あ
い
に
例
を
か
り
て
申
し
て
み
ま
し
ょ
　
1
2
9

う
。
い
ち
ど
作
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
を
つ
き
放
し
享
。
古
く
は
、
こ
れ
を
、
筐
底
に
蔵
す
と
言
い
ま
し
た
。
つ
き
放
し
た
も
の
を
、
－

客
観
視
し
て
、
再
建
を
は
か
り
ま
す
。
（
さ
き
に
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
第
一
次
の
所
産
か
ら
第
二
次
の
所
産
へ
と
い
う
よ
う
な
こ

と
を
申
し
ま
し
た
。
）
　
文
芸
創
作
一
般
に
、
制
作
の
ロ
ゴ
ス
性
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
作
家
の
井
伏

鱒
二
氏
の
い
と
な
み
な
ど
を
見
て
い
ま
す
と
、
そ
の
こ
と
が
、
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
井
伏
鱒
二
氏
に
か
ぎ
っ
た

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
れ
た
多
く
の
例
が
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

話
し
の
は
あ
い
に
も
、
ど
の
よ
う
な
情
緒
て
ん
め
ん
た
る
話
し
に
も
せ
よ
、
そ
の
論
理
的
構
成
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
重

要
だ
と
思
う
の
で
す
。

す
べ
て
の
は
あ
い
に
、
理
的
藍
と
ん
は
欠
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
説
得
な
い
し
説
得
力
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
理
的
整
と
ん

を
重
ん
じ
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
不
要
の
こ
と
ば
で
さ
え
あ
り
ま
す
。



後　　編

八
　
心
情
教
育
の
方
向

純
粋
感
動
を
旨
と
す
る
こ
と
、
飛
躍
的
想
像
力
を
旨
と
す
る
こ
と
（
そ
の
二
つ
の
も
の
の
さ
さ
え
は
、
純
粋
の
理
性
で
す
。
）
、
こ
れ

が
、
心
情
教
育
の
方
向
で
あ
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

心
情
を
養
う
た
め
に
は
、
純
粋
感
動
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
目
標
に
し
た
い
の
で
す
。
ど
ん
な
の
が
、
純
粋
感
動
で
し
ょ
う
か
。
純

粋
感
動
の
条
件
と
し
て
、
「
き
よ
ら
か
さ
」
、
「
こ
ま
や
か
さ
」
、
「
愛
心
」
の
三
つ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
き
よ

ら
か
さ
の
あ
る
も
の
、
こ
ま
や
か
さ
の
認
め
ら
れ
る
も
の
、
愛
心
の
こ
も
っ
た
も
の
が
、
純
粋
感
動
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
き
よ
ら
か

で
あ
る
よ
う
に
、
こ
ま
や
か
で
あ
る
よ
う
に
、
愛
心
の
あ
る
よ
う
に
教
育
し
て
い
く
こ
と
が
、
純
粋
感
動
の
教
育
、
や
が
て
は
心
情
教
一

青
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
き
よ
ら
か
さ
の
た
め
に
は
、
清
潔
教
育
が
必
要
で
す
。
児
童
・
生
徒
に
、
身
ぎ
れ
い
に
さ
せ
る
　
1
3
0

こ
と
、
教
室
の
内
外
を
清
掃
さ
せ
る
こ
と
、
家
庭
へ
帰
っ
て
も
清
掃
に
つ
と
あ
さ
せ
る
こ
と
、
こ
う
い
う
清
撫
教
育
が
だ
い
じ
と
な
っ
ー

て
き
ま
す
。
こ
ま
や
か
さ
の
た
め
に
は
、
一
点
へ
の
心
づ
か
い
を
訓
練
す
る
こ
と
が
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
欲
ぼ
ら
ず
に
、
一
点
へ

で
あ
り
ま
す
。
教
室
の
飾
り
に
し
ま
し
て
も
、
総
花
的
に
で
は
な
く
、
一
点
的
に
飾
る
と
い
う
の
が
、
教
育
の
く
ふ
う
と
い
う
も
の
か

と
思
い
ま
す
。
世
の
美
談
に
、
一
少
女
が
、
あ
る
交
番
に
、
あ
る
い
は
い
な
か
の
小
さ
な
駅
に
、
日
を
き
め
て
、
毎
度
、
花
を
持
っ
て

行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
一
点
へ
の
心
づ
か
い
の
訓
練
が
、
し
ぜ
ん
に
で
き
て
い
る
は
あ
い
と
考
え
ら

れ
ま
し
ょ
う
。
私
が
電
車
で
登
校
す
る
途
中
の
こ
と
で
し
た
。
繁
華
街
を
と
お
っ
て
い
る
と
き
、
一
つ
の
大
き
い
建
物
の
、
高
い
と
こ

ろ
の
一
つ
の
窓
に
、
小
さ
な
花
鉢
が
一
つ
見
つ
か
り
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
混
み
合
っ
た
よ
う
な
繁
雑
の
視
界
の
な
か
で
、
こ
の

一
個
の
花
鉢
が
、
つ
よ
く
私
の
目
を
蘭
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
」
点
と
い
う
も
の
の
た
い
せ
つ
さ
は
、
こ
う
い
う
も
の
か

な
あ
。
′
と
、
思
わ
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。
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き
よ
ら
か
さ
を
き
た
え
、
こ
ま
や
か
さ
に
気
づ
か
せ
、
愛
心
を
つ
ち
か
う
、
こ
の
分
析
的
な
指
導
が
で
き
れ
ば
、
か
れ
ら
は
、
総
合

的
に
純
粋
感
動
を
経
験
し
う
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

つ
ぎ
に
、
飛
躍
的
想
像
力
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
条
件
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
；
に
は
、
「
大
胆
さ
」
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
二
▼
っ
に
は
、
「
夢
ご
こ
ろ
」
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
夢
ご
こ
ろ
の
教
育
の
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
、
童
話
と
い
う
よ
う

な
も
の
も
有
効
な
素
材
と
な
り
ま
す
。
ぐ
ん
ぐ
ん
と
こ
ち
ら
を
ひ
き
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
な
童
話
の
世
界
が
あ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
ょ

い
こ
と
で
し
ょ
う
。
大
胆
さ
は
、
と
き
に
、
′
無
鉄
砲
ノ
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
胆
さ
を
き
た
え
、
夢
ご
こ
ろ
を
育
て
る
、
こ
の
指
導
に
よ
っ
て
、
飛
躍
的
な
想
像
力
を
養
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

九
　
「
表
現
」
教
育
へ
の
努
力

0　0

国
語
教
育
上
、
心
情
教
育
の
世
界
と
し
て
、
も
っ
と
も
重
ん
じ
る
べ
き
は
、
言
語
表
現
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
－
表
現
教
妙
の
世

界
で
あ
り
ま
す
。
き
よ
ら
か
さ
、
こ
ま
や
か
さ
、
愛
心
の
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
あ
る
い
は
、
大
胆
さ
、
夢
ご
こ
ろ
の
あ
ら
わ
れ
る

の
は
、
じ
つ
に
、
表
現
微
妙
の
世
界
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
児
童
て
生
徒
に
読
ま
せ
、
開
か
せ
る
は
あ
い
、
表
現
に
つ
い
て
、
こ
の

こ
と
を
注
意
さ
せ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
書
か
せ
、
話
さ
せ
る
は
あ
い
に
も
、
も
の
は
そ
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
を
思
わ
せ
る

べ
き
で
す
。

国
語
教
育
上
で
は
、
つ
ね
に
表
現
皮
膜
の
世
界
を
重
ん
じ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
世
界
で
の
表
現
認
識
（
理
解
の
側
面
）
・

表
現
自
覚
（
表
現
の
側
面
）
の
教
育
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
、
言
に
、
表
現
教
育
と
、
今
は
言
っ
て
み
た
い
の

で
す
。右

の
よ
う
な
「
表
現
」
教
育
は
、
た
と
え
ば
読
解
指
導
の
は
あ
い
、
ど
の
よ
う
に
つ
よ
く
表
現
を
お
さ
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
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編
　
よ
う
か
。
実
例
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
。
こ
こ
に
、
「
子
馬
の
ア
オ
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。

よ
し
お
さ
ん
の
家
で
は
、
子
馬
の
ア
オ
を
、
こ
と
し
の
晶
び
ょ
う
会
に
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
と
う
さ
ん
は
、
よ
し
お
さ

ん
に
、

「
よ
し
お
。
ア
オ
の
せ
わ
を
よ
く
す
る
ん
だ
よ
。
晶
び
ょ
う
会
で
一
と
う
に
な
る
よ
う
に
な
。
」

と
い
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
毎
朝
、
よ
し
お
さ
ん
は
、
お
と
う
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、
ア
オ
を
、
神
社
の
う
ら
の
野
原
へ
、
運
動
に
つ
れ
て
行
き

ま
し
た
。

「
よ
う
し
、
行
け
。
」

と
、
よ
し
お
さ
ん
が
ア
オ
の
せ
な
か
を
た
た
く
と
、
ア
オ
は
、
い
き
お
い
よ
く
か
け
だ
し
ま
す
。
よ
し
お
さ
ん
も
、
あ
と
か
ら
か

け
て
行
き
ま
す
。

「
は
や
く
な
っ
た
ぞ
。
」

と
、
ア
オ
の
か
ら
だ
を
な
で
て
や
る
と
、
ア
オ
は
、
う
れ
し
そ
う
に
、
よ
し
お
さ
ん
に
頭
を
す
り
つ
け
ま
す
。

ア
オ
は
、
見
ち
が
え
る
ほ
ど
大
き
く
な
り
ま
し
た
。
毛
の
つ
や
も
よ
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
よ
し
お
さ
ん
は
、
と
き
ど
き
、
友

だ
ち
に
で
も
い
う
よ
う
に
、

「
ア
オ
。
晶
び
ょ
う
会
に
出
る
ん
だ
ぞ
。
よ
そ
の
子
馬
に
な
ん
か
負
け
る
な
よ
。
」

な
ど
と
、
ア
オ
に
い
い
ま
す
。
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。
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、
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「
よ
し
お
。
ア
オ
の
か
ら
だ
を
あ
ら
お
う
。
き
ょ
う
は
、
お
し
ゃ
れ
を
し
て
行
く
ん
だ
。
」

と
い
っ
て
、
せ
っ
け
ん
水
の
は
い
っ
た
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
来
ま
し
た
。
よ
し
お
さ
ん
は
、
お
と
う
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
、
ア
オ
の

か
ら
だ
を
力
い
っ
ぱ
い
あ
ら
っ
て
や
り
ま
し
た
。
ブ
ラ
シ
で
こ
す
る
と
、
ア
オ
の
か
ら
だ
か
ら
、
黒
い
水
が
た
ら
た
ら
落
ち
ま

す
。
毛
が
光
っ
て
き
ま
し
た
。
急
に
り
っ
ぱ
な
馬
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

「
が
ん
ば
れ
よ
。
一
と
う
取
る
ん
だ
ぞ
。
」

と
、
よ
し
お
さ
ん
は
、
ア
オ
の
た
て
が
み
を
な
で
て
や
り
ま
し
た
。

お
と
う
さ
ん
が
、
ア
オ
を
晶
び
ょ
う
会
に
つ
れ
て
行
き
ま
し
た
。
よ
し
お
さ
ん
も
、
ラ
ソ
ド
セ
ル
を
せ
お
っ
て
、
と
ち
ゅ
う
ま

で
つ
い
て
行
っ
て
や
り
ま
し
た
。
橋
の
所
で
、
も
う
一
度
ア
オ
の
た
て
が
み
を
な
で
て
や
っ
て
か
ら
、
学
校
へ
急
ぎ
ま
し
た
。

学
校
に
行
っ
て
も
、
よ
し
お
さ
ん
の
頭
は
、
ア
オ
の
こ
と
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
よ
し
お
さ
ん
は
、
何
べ
ん
も
、

「
ど
う
か
、
一
と
う
を
取
り
ま
す
よ
う
に
。
一
と
う
は
取
れ
な
く
て
も
、
二
と
う
は
取
り
ま
す
よ
う
に
。
」

と
、
心
の
中
で
く
り
か
え
し
て
い
ま
し
た
。

五
時
閉
め
が
お
わ
る
と
、
よ
し
お
さ
ん
は
、
急
い
で
学
校
を
出
ま
し
た
。
学
校
か
ら
家
ま
で
、
ず
っ
と
か
け
て
帰
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
に
わ
か
ら
、
大
声
で
さ
け
び
ま
し
た
。

「
ア
オ
、
何
と
う
だ
っ
た
。
」

す
る
と
、
土
間
の
方
か
ら
、
お
か
あ
さ
ん
が
、

「
二
と
う
だ
っ
た
よ
。
」

と
い
い
ま
し
た
。
よ
し
お
さ
ん
は
、
ラ
ソ
ド
セ
ル
を
え
ん
が
わ
に
は
う
り
出
し
て
、
馬
小
鼻
に
か
け
て
行
き
ま
し
た
。
お
か
あ
さ

ん
も
、
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
、
つ
い
て
釆
ま
し
た
。

「
よ
く
や
っ
た
ぞ
。
ほ
ん
と
う
に
よ
く
や
っ
た
。
」
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と
、
よ
し
お
さ
ん
は
、
ア
オ
の
か
ら
だ
を
何
度
も
な
で
て
や
り
ま
し
た
。（

『
あ
た
ら
し
い
こ
く
ご
』
3
年
下
）

こ
の
文
章
の
表
現
の
世
界
、
表
現
微
妙
の
世
界
を
、
お
さ
え
に
お
さ
え
る
と
し
た
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
最
初

に
、
お
と
う
さ
ん
の
こ
と
ば
と
し
て
、
「
よ
し
お
。
ア
オ
の
せ
わ
を
よ
く
す
る
ん
だ
よ
。
晶
び
ょ
う
会
で
一
と
う
に
な
る
よ
う
に
な
。
」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
よ
し
お
く
ん
の
こ
と
ば
と
し
て
、
「
ア
オ
。
晶
び
ょ
う
会
に
出
る
ん
だ
ぞ
。
よ
そ
の
子
馬
に
な
ん

か
負
け
る
な
よ
。
」
　
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
「
よ
そ
の
子
馬
に
な
ん
か
負
け
る
な
よ
。
」
　
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
一
等
を
期
待
し
た

こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
ま
だ
「
一
と
う
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
や
が
て
、
「
が
ん
ば
れ
よ
。

一
と
う
取
る
ん
だ
ぞ
。
」
　
（
′
一
と
う
取
れ
。
ノ
）
と
、
は
っ
き
り
呼
び
か
け
て
お
り
ま
す
。
つ
ぎ
の
方
へ
い
き
ま
す
と
、
「
ど
う
か
、

一
と
う
を
取
り
ま
す
よ
う
に
。
一
と
う
は
取
れ
な
く
て
も
、
二
と
う
は
取
り
ま
す
よ
う
に
。
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
心
で
祈
る
一

段
階
に
な
っ
て
、
「
一
と
う
を
取
り
ま
す
よ
う
に
。
」
と
念
願
し
、
か
つ
、
「
一
と
う
は
取
れ
な
く
て
も
、
二
と
う
は
取
り
ま
す
よ
う
に
。
」
　
Ⅲ

と
、
す
こ
し
要
求
を
や
わ
ら
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
絶
対
に
二
等
が
取
れ
る
と
は
、
神
な
ら
ぬ
人
間
は
、
だ
れ
し
も
思
う
こ
と
が
で
き
ー

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
よ
し
お
く
ん
に
も
、
「
一
と
う
は
取
れ
な
く
て
も
、
二
と
う
は
取
り
ま
す
よ
う
に
。
」
　
と
い
う
よ
う
な
、
哀

願
と
ま
で
は
い
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
お
ら
し
い
願
い
が
お
こ
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
「
学
校
か
ら
家
ま
で
、
ず
っ
と
か
け

て
帰
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
に
わ
か
ら
、
大
声
で
さ
け
び
ま
し
た
。
『
ア
オ
、
何
と
う
だ
っ
た
。
』
」
。
こ
う
問
う
て
い
る
の
は
、
い
か

に
も
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

今
、
「
一
と
う
」
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
会
話
の
だ
い
じ
な
こ
と
ば
を
順
に
た
ど
っ
て
み
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
「
一
と

う
」
を
め
ぐ
っ
て
の
表
現
上
の
微
妙
な
展
開
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
表
現
上
の
微
妙
な
展
開
は
、
す
な
わ
ち
、
よ
し
お
く
ん
の

心
理
の
微
妙
な
展
開
で
す
。
形
式
と
内
容
と
の
一
体
と
な
っ
た
、
こ
の
微
妙
な
展
開
を
お
さ
え
て
い
く
こ
と
が
、
表
現
微
妙
の
世
界
を

読
み
と
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
今
は
、
会
話
の
こ
と
ば
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
が
。
）
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お
し
ま
い
に
、
「
ア
オ
、
何
と
う
だ
っ
た
。
」
と
大
声
で
庭
か
ら
叫
ん
で
は
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
い
っ
た
い
だ
れ
に
問
う

た
の
で
し
ょ
う
。
だ
れ
に
と
も
な
く
問
う
た
の
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
家
の
も
の
に
向
か
っ
て
、
早
く
も
大
き
な
声
で
問

わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
心
情
が
、
こ
こ
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
読
み
と
れ
ま
す
。
表
現
面
の
微
妙
な
波
を
、
そ
の
う
ね
り
に
し
た
が
っ

て
、
お
さ
え
に
お
さ
え
て
い
け
ば
、
「
表
現
」
教
育
は
ま
っ
と
う
さ
れ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

表
現
の
世
界
は
、
人
間
の
生
活
の
世
界
で
す
。
－
　
「
人
間
」
の
表
現
さ
れ
る
、
ま
た
、
「
人
間
」
の
表
現
さ
れ
て
い
る
世
界
で

す
。
こ
の
世
界
に
あ
そ
ば
せ
て
、
相
手
の
心
情
を
き
た
え
ま
す
。
真
に
人
間
尊
重
の
教
育
と
言
え
る
も
の
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
思
い
ま

す
。



む

　

す

　

び

－
　
徹
底
的
に
書
か
せ
る
指
導
　
－

国
語
教
育
は
、
要
す
る
に
、
思
考
力
を
高
め
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
も
の
を
養
え

ば
、
た
り
ま
し
ょ
う
。
思
考
力
と
心
情
と
は
、
じ
つ
に
、
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
な
、
理
性
と
感
性
と
に
対
応
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
一

り
ま
す
。
思
考
力
を
高
め
、
心
情
を
養
う
国
語
教
育
は
、
生
活
を
深
め
さ
せ
、
生
活
力
（
人
間
力
）
を
つ
け
さ
せ
る
国
語
教
育
で
あ
り
　
1
3
6

ま

す

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－

生
活
を
深
め
さ
せ
る
た
め
に
は
、
な
に
か
と
書
く
仕
事
を
多
く
し
て
い
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
に
か
に
つ
け
、

書
く
こ
と
に
う
っ
た
え
る
、
あ
る
い
は
、
何
ご
と
も
書
く
仕
事
に
結
び
つ
け
る
、
つ
ま
り
、
徹
底
的
に
書
か
せ
る
こ
と
が
、
よ
く
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
（
こ
の
ば
あ
い
、
書
か
せ
る
と
言
っ
て
も
、
単
な
る
作
文
教
育
を
考
え
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
）
生
活
を
深
め
さ
せ
る
の
は
、
こ
と
ば
と
と
も
に
、
－
　
こ
と
ば
に
即
応
し
て
、
深
め
さ
せ
る
の
が
よ
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
書

け
ば
、
生
活
全
体
が
深
ま
り
ま
す
。
－
　
生
活
全
体
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
当
然
、
考
え
る
こ
と
も
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。

話
す
こ
と
や
聞
く
こ
と
、
あ
る
い
は
読
む
こ
と
に
く
ら
べ
て
、
書
く
こ
と
は
、
人
間
を
こ
と
ば
に
つ
よ
く
結
び
つ
け
ま
す
。
話
す

こ
と
な
ど
も
、
人
間
を
こ
と
ば
に
結
び
つ
け
る
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
通
常
は
、
そ
の
さ
い
、
結
び
つ
く
こ
と
が
よ
わ
い
あ
り
さ
ま

で
す
。
書
く
と
な
る
と
、
精
神
の
浮
動
が
し
ず
ま
っ
て
、
つ
ま
り
、
人
間
が
こ
と
ば
に
つ
よ
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
そ
の
生
活
が
深
ま



っ
て
い
き
ま
す
。
人
間
で
あ
る
こ
と
を
離
さ
な
い
方
法
と
し
て
は
、
書
く
こ
と
が
、
い
ち
ば
ん
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
ど
も
は
、
「
人
間
」
を
つ
か
ま
え
ま
す
。
人
間
を
つ
か
ま
え
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
生
活
を
深
め
て
い
く

こ
と
も
、
よ
く
で
き
る
し
だ
い
で
す
。

後
編
第
三
章
の
終
わ
り
で
、
「
『
表
現
』
教
育
へ
の
努
力
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
今
の
、
書
か
せ
る
教
育

へ
つ
な
が
る
こ
と
で
す
。

徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
、
こ
れ
を
、
今
、
私
は
主
張
し
て
い
ま
す
。
書
く
こ
と
か
ら
考
え
る
こ
と
が
う
ま
れ
ま
し
ょ
う
。
書

か
せ
て
考
え
さ
せ
、
書
か
せ
て
感
じ
さ
せ
ま
す
。
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
相
手
の
思
考
と
感
動
と
を
、
高
め
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
の
で
す
。

私
は
、
む
か
し
の
、
学
生
時
代
に
、
な
ん
の
ひ
ょ
う
し
で
か
、
が
む
し
ゃ
ら
な
書
く
生
活
に
は
い
り
ま
し
た
。
専
門
教
育
を
受
け
始
一

め
た
と
き
、
た
と
え
ば
中
国
文
学
の
講
読
の
時
間
に
も
、
そ
の
先
生
の
述
べ
ら
れ
る
こ
と
ば
の
い
ち
い
ち
を
、
も
ら
さ
な
い
よ
う
に
書
　
1
3
7

い
て
宣
し
た
。
わ
か
り
き
っ
た
よ
う
な
こ
と
の
は
あ
い
に
も
、
あ
え
て
、
そ
の
先
生
の
こ
と
ば
の
ま
ま
を
速
記
す
る
こ
と
に
つ
と
め
－

ま
し
た
。
す
べ
て
を
速
記
す
る
こ
と
が
善
だ
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
そ
う
い
う
生
活
は
、
模
範
生
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
ば

か
ば
か
し
い
ほ
ど
の
機
械
的
な
生
活
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
、
そ
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
に
、
書
く

生
活
に
し
た
が
っ
た
の
で
す
。
今
、
思
い
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
、
書
く
こ
と
へ
の
信
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
「
書
く
」
へ
の
信
頼
、
こ
れ

は
、
凡
才
の
道
と
し
て
、
是
認
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
1
今
は
、
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
書
か
な
か

っ
た
同
僚
た
ち
が
、
な
に
か
の
焼
金
に
は
、
私
の
ノ
ー
ト
を
利
用
し
ま
し
た
。
利
用
者
が
多
く
な
っ
て
、
な
か
の
一
友
人
も
、
そ
の
利

用
の
機
会
が
多
く
な
る
に
つ
れ
、
つ
い
に
は
、
書
く
こ
と
の
意
義
を
認
め
た
よ
う
で
す
。
け
な
し
な
が
ら
も
利
用
す
る
と
い
う
だ
け
で

は
す
ま
さ
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
て
も
、
書
く
こ
と
の
意
義
を
強
調
す
る
勇
気
も
見

識
も
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
書
く
こ
と
へ
ま
す
ま
す
ま
い
進
し
た
の
は
事
実
で
し
た
。
今
日
の
私
も
、
書
く
生
活
者
と
し
て



編
　
の
気
分
は
、
そ
の
当
時
の
気
分
の
ま
ま
と
申
し
て
も
よ
い
よ
う
で
す
。

後
　
　
私
は
私
な
り
に
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
し
え
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
書
く
こ
と
の
た
の
し
み
は
、
今
も
、
増
大
す
る
ば
か
り
で

あ
り
ま
す
。
書
く
こ
と
が
、
考
え
る
こ
と
、
感
じ
る
こ
と
と
、
も
っ
と
も
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
な
の
で
、
書
く
こ
と
が
、
人
の
発
展

を
も
た
ら
し
ま
す
。
ま
た
、
書
く
こ
と
が
、
人
に
た
の
し
み
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

日
常
の
こ
と
と
し
て
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
一
般
の
人
の
ば
あ
い
、
よ
く
考
え
た
つ
も
り
で
い
て
も
、
い
ざ
書
こ
う
と
し
て
み
る
と

書
け
な
か
っ
た
り
、
ま
た
、
書
い
て
も
そ
の
結
果
が
ま
ず
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
す
く
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
書
く
こ
と
ぬ
き
の
「
考

え
る
」
な
ど
は
、
考
え
の
あ
わ
い
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
や
が
て
ま
た
、
書
く
に
し
て
も
、
一
ぺ
ん
だ
け
書

い
た
の
で
は
足
り
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
一
度
の
も
の
は
二
度
書
き
、
二
度
め
の
も
の
は
三
度
め
に
も
改
め
て
い
く
と
い
う
書
く

生
活
が
、
自
己
の
思
考
力
を
高
め
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
。

徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
は
、
全
人
教
育
の
方
法
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
、
「
徹
底
的
に
書
か
せ
る
　
1
3
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国
語
教
育
」
は
、
も
と
よ
り
、
国
語
教
育
の
全
一
的
方
法
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

日
常
生
活
上
で
も
、
人
び
と
は
、
書
け
ば
、
空
虚
感
を
多
少
と
も
う
ち
消
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
空
虚
を
多
少
と
も
う
ず
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
書
け
ば
、
何
か
を
自
覚
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
何
か
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
書
け
ば
、
あ
や
ふ
や
な
言
い

か
た
に
だ
ん
だ
ん
気
づ
い
て
、
自
分
の
こ
と
ば
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
己
の
真
実
の
こ
と
ば
を
発
見
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
ま
す
。
や
せ
て
も
か
れ
て
も
、
自
分
に
は
自
分
の
こ
と
ば
が
あ
る
は
ず
で
す
。
い
っ
さ
い
の
虚
偽
と
虚
言
と
を
排
し
て
、
自
分

の
こ
と
ば
を
求
め
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
、
書
く
生
活
に
よ
っ
て
、
能
率
よ
く
な
し
と
げ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
そ

れ
か
ら
ま
た
、
書
け
ば
、
人
を
し
あ
わ
せ
に
す
る
こ
と
ば
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
こ
と
ば
を
発
見
し
、
自

己
の
真
実
の
こ
と
ば
を
発
見
し
て
い
き
ま
す
と
、
や
が
て
ま
た
、
人
を
し
あ
わ
せ
に
す
る
こ
と
ば
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い



で
し
ょ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
の
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
人
が
、
生
活
力
の
あ
る
人
間
だ
と
言

え
ま
す
。
自
己
の
生
活
を
深
め
え
た
人
間
だ
と
言
え
ま
す
。

学
校
教
育
上
、
徹
底
的
に
書
か
せ
る
の
に
は
、
何
を
、
ど
う
書
か
せ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
個
人
の
日
記
を
書
か
せ

ま
す
。
学
級
の
日
誌
を
書
か
せ
ま
す
。
随
時
の
メ
モ
を
つ
け
さ
せ
ま
す
。
用
事
用
件
を
伝
え
る
仕
事
の
文
章
、
伝
達
文
を
書
か
せ
ま

す
。
教
室
で
の
い
ろ
い
ろ
の
課
業
に
応
じ
て
、
そ
の
内
容
を
書
き
と
ら
せ
ま
す
。
そ
の
内
容
に
ち
な
む
自
己
の
応
用
的
な
考
察
を
書
き

つ
け
さ
せ
ま
す
。
要
す
る
に
、
児
童
・
生
徒
の
生
活
全
般
を
適
切
に
指
導
し
て
、
な
に
く
れ
と
な
く
書
か
せ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
広
範

な
書
く
生
活
の
指
導
で
は
、
書
く
用
具
を
つ
ね
に
持
っ
て
い
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
基
礎
と
し
て
納
得
さ
せ
て
お
か
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。書

か
せ
る
の
に
は
、
相
手
に
、
書
く
文
章
を
大
胆
自
由
に
創
作
す
る
こ
と
を
、
す
す
め
た
い
も
の
で
す
。
ど
ん
な
文
章
で
書
い
て
も
一

い
い
の
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
自
己
の
思
い
つ
き
の
文
章
を
ど
し
ど
し
書
く
よ
う
に
す
す
め
ま
す
。
用
件
を
伝
達
す
る
文
章
に
、
詩
の
形
　
闇

を
用
い
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
俳
句
一
つ
の
日
記
表
現
も
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
短
詩
型
な
ど
を
自
由
に
創
作
さ
せ

て
、
な
ん
ら
拘
泥
す
る
と
こ
ろ
な
く
、
そ
れ
ら
の
自
己
流
表
現
形
式
を
駆
使
す
る
よ
う
に
さ
せ
れ
ば
、
か
れ
ら
は
、
い
さ
ん
で
、
徹
底

的
に
書
く
生
活
に
は
い
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
し
作
文
と
い
う
あ
た
ま
で
言
う
な
ら
、
毎
日
、
あ
る
い
は
毎
度
、
な
ん
ら
か
の
作
文
を
す
る
よ
う
に
す
す
め
る
の
で
す
。
毎
日
毎

時
の
作
文
教
育
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
短
作
文
指
導
の
重
要
性
が
痛
感
さ
れ
ま
す
。
徹
底
的

に
書
か
せ
る
生
活
の
だ
い
じ
さ
に
正
比
例
し
て
、
短
作
文
指
導
の
重
要
性
が
、
大
き
く
う
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
す
。
徹
底
的
に
書
く
生

活
の
た
め
に
は
、
短
作
文
の
形
式
が
、
じ
つ
に
だ
い
じ
な
の
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ヶ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
短
作
文
と
い
う
形
式

が
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
よ
い
わ
け
で
す
。
こ
の
さ
い
、
短
い
ほ
ど
よ
い
の
だ
と
い
う
指
導
も
、
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
メ

モ
な
ど
ほ
、
生
き
た
作
文
の
代
表
形
式
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。



「
書
く
」
は
、
「
だ
れ
で
も
書
け
る
」
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
わ
か
り
き
っ
た
道
理
を
、
柏
手
が
た
に
納
得
さ
せ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
に
で
も
書
け
る
の
だ
と
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
、
愛
情
の
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。

徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
は
、
愛
情
の
国
語
教
育
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
し
い
て
書
か
せ
て
も
、
「
徹
底

的
に
書
か
せ
る
」
き
び
し
い
し
つ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
こ
れ
は
、
大
き
な
人
間
教
育
と
言
え
る
の
で
あ
り
、
愛
情
の
国
語
教

育
と
も
言
え
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
「
徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
」
は
愛
情
の
国
語
教
育
で
あ
る
と
、
つ
ね
に

簡
単
に
言
い
き
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

徹
底
的
に
書
か
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
、
書
く
生
活
の
指
導
に
さ
い
し
て
ほ
、
今
日
、
私
ど
も
の
将
来
の
　
「
書
く
生
活
」
を
考
慮

す
る
こ
と
も
、
指
導
者
の
た
い
せ
つ
な
注
意
事
項
と
な
り
享
。
今
の
世
代
に
の
音
を
や
っ
て
、
書
く
生
活
を
指
導
す
る
の
で
は
、
一

こ
と
が
た
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
日
進
月
歩
の
、
私
ど
も
の
社
会
の
現
実
を
見
れ
ば
、
未
来
社
会
の
書
く
生
活
が
ど
う
な
っ
て
い
く
か
を
　
1
4
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考
え
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
見
こ
し
た
、
書
く
生
活
の
指
導
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
だ
い
じ
と
な
っ
て
き
ま
す
。
記
号
－

と
し
て
の
言
語
が
、
将
来
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
言
語
を
表
記
す
る
方
法
が
、
将
来
ど
の
よ

ぅ
に
変
化
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
機
械
文
明
の
進
歩
と
と
も
に
、
言
語
と
言
語
の
表
記
法
と
は
、
大
い
に
動
い
て
い
く

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
推
移
へ
の
対
処
の
心
な
く
し
て
は
、
現
代
に
生
き
る
人
間
の
書
く
生
活
の
教
育
は
、
ま
っ
と
う
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

す
で
に
早
く
、
エ
ス
ベ
ラ
ソ
ト
そ
の
他
の
国
際
語
も
創
作
さ
れ
ま
し
た
。
整
備
さ
れ
た
言
語
の
合
理
性
と
い
う
も
の
を
、
私
ど
も

は
、
対
岸
の
火
災
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
私
ど
も
の
、
未
来
の
言
語
に
関
す
る
諸
考
察

を
、
よ
く
刺
激
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。



徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
は
、

▽
書
き
つ
つ
考
え
る
よ
う
に
　
（
　
－
　
も
の
を
考
え
深
め
る
よ
う
に
）
さ
せ
る

▽
書
き
つ
つ
心
情
を
養
う
よ
う
に
　
（
　
－
　
豊
か
に
す
る
よ
う
に
）
さ
せ
る

国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
活
を
深
め
さ
せ
、
生
活
力
を
高
め
さ
せ
る
国
語
教
育
で
あ
り
ま
す
。

思
考
力
の
教
育
と
心
情
の
教
育
と
を
結
び
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
r
徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
」
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
理
の

国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
と
の
相
関
合
一
の
裏
う
ち
と
し
て
、
「
徹
底
的
に
書
か
せ
る
国
語
教
育
」
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

国
語
教
育
を
、
他
教
科
の
教
育
と
連
関
せ
し
め
る
合
科
の
た
め
に
も
、
国
語
教
育
で
の
、
「
徹
底
的
に
書
か
せ
る
指
導
」
と
い
う
中

心
態
度
が
、
有
意
義
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。



録

「
理
の
国
語
教
育
と
．
情
の
国
語
教
育
」
と
い
う
主
題
に

即
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
に
三
編
の
拙
論
を
掲
げ
ま

す
。



工
　
国
語
教
育
上
で
の
　
「
新
鮮
な
読
書
」

一

教
師
は
、
つ
ね
に
生
活
を
深
め
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
心
情
も
豊
か
に
し
、
思
考
力
も
高
め
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
ら
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
は
、
新
鮮
な
読
書
だ
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l

一
般
人
と
し
て
も
、
今
日
は
、
ま
さ
に
新
鮮
な
読
書
の
必
要
な
と
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
ほ
ど
思
考
力
の
鈍
っ
た
と
き
は
　
捕

な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
代
人
の
多
く
は
、
思
考
し
な
い
人
か
、
思
考
し
て
い
る
ふ
う
を
す
る
人
か
、
思
考
に
疲
れ
－

て
い
る
人
か
、
思
考
し
な
く
て
も
自
分
は
相
当
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
か
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
だ
、
と
言
う
人
が
あ
っ
た
ら
、

私
ど
も
は
、
何
と
答
え
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
現
代
は
、
人
間
思
考
の
危
機
を
招
き
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
な

ど
も
、
毎
日
、
人
に
も
の
を
言
い
な
が
ら
、
じ
つ
に
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
ば
の
多
い
こ
と
を
な
げ
い
て
い
ま
す
。
思
考
は
、
ま
っ
た
く
粗
雑

な
思
考
で
し
か
な
く
、
鈍
い
思
考
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
思
考
力
の
貧
困
な
ど
と
言
う
の
も
お
ろ
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ

う
い
う
私
も
、
と
き
に
愛
読
の
二
芦
に
め
ぐ
ま
れ
た
と
き
、
に
わ
か
に
息
を
つ
く
思
い
が
し
て
、
や
や
思
考
力
の
よ
み
が
え
る
の
を
自

覚
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
『
矢
内
原
忠
雄
伝
』
と
い
う
よ
う
な
書
物
に
接
し
ま
す
と
、
こ
こ
に
、
「
新
鮮
な
読
書
」
が
可
能
と
な
っ

て
、
思
考
力
も
や
や
い
き
い
き
と
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。



思
考
の
た
い
せ
つ
さ
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
思
考
の
力
は
、
「
新
鮮
な
読
書
」
に
よ
っ
て
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
感
受
力
・
感
動
カ
の
た
い
せ
つ
な
こ
と
も
、
も
と
よ
り
明
ら
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「
新
鮮
な
読
書
」
が
、

そ
の
力
を
は
げ
ま
す
こ
と
も
、
ま
た
自
明
の
は
ず
で
す
。

三

「
新
鮮
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
自
己
に
と
っ
て
の
新
鮮
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
に
だ
い
じ
だ
と
思
い
ま
　
1
4
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す
。
い
わ
ゆ
る
古
典
も
、
そ
れ
ゆ
え
、
し
ば
し
ば
「
新
鮮
な
読
書
」
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
あ
の
、
読
み
ふ
る
し
た
『
徒
然
草
』
の
ば
ー

あ
い
で
す
ら
、
私
ど
も
は
、
と
き
に
そ
の
〓
早
を
読
み
か
え
す
と
き
、
驚
き
の
心
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
む
か
え
い
れ
る
こ
と
が
で
き
、

「
新
鮮
な
読
書
」
を
、
そ
こ
に
実
現
し
う
る
の
で
あ
り
ま
す
。

新
刊
書
の
書
店
に
、
「
新
鮮
な
読
書
」
を
求
め
て
い
く
こ
と
も
、
も
と
よ
り
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
が
、
ま
た
、
古
本
屋
に
、

「
新
鮮
な
読
書
」
を
求
め
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。
読
む
も
の
を
体
験
化
す
る
と
き
、
そ
こ
に
「
新
鮮
な
読
書
」
が
実
現
さ

れ
ま
す
。

四



I　国語教育上での「新鮮な読書」

書
か
れ
た
も
の
を
読
む
生
活
に
つ
い
て
二
新
鮮
な
読
書
」
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
新
刊
で
な
く
て

旧
刊
で
あ
っ
て
も
、
個
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
新
鮮
な
も
の
と
な
り
え
ま
す
。
体
験
化
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
も
の
は
、
自

己
に
と
っ
て
新
鮮
な
も
の
と
言
え
ま
す
。
書
物
は
、
読
み
か
え
す
た
び
に
、
新
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

認
識
の
進
歩
と
と
も
に
、
「
新
鮮
な
読
書
」
も
次
元
を
高
め
て
い
き
ま
す
。

読
書
生
活
上
、
「
発
見
の
書
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
幸
福
な
「
新
鮮
な
読
書
」
で
す
。
ま
た
、
「
念
願

の
書
」
に
出
あ
う
こ
と
が
で
き
た
ら
、
人
は
、
そ
こ
で
、
新
鮮
無
限
の
読
書
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
「
愛
惜
の
書
」
を
持

ち
え
た
ら
、
そ
の
人
は
、
あ
く
な
く
、
長
く
「
新
鮮
な
読
書
」
を
た
の
し
み
う
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
ら
の
書
が
、
座
右
の
書
と
し
て
、

自
己
の
読
む
生
活
を
は
げ
ま
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
座
す
る
「
読
む
人
」
は
、
お
の
れ
の
思
考
・
感
動
の
力
を
（
思
考
力
と
心

情
と
を
）
、
ま
す
ま
す
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

私
は
、
去
年
、
一
学
生
か
ら
、
高
橋
健
二
氏
著
の
『
グ
リ
ム
兄
弟
』
と
い
う
一
書
を
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
私
に
と
っ
て
、
ま
　
1
4
7

さ
に
「
発
見
の
書
」
だ
っ
た
の
で
す
。
（
学
生
、
位
藤
邦
生
く
ん
に
教
え
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
私
は
、
こ
の
受
身
的
な
発
見
に
つ
い
　
l

て
、
位
藤
く
ん
に
感
謝
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
）
私
は
、
こ
の
書
物
の
な
か
で
、
と
く
に
、
あ
の
ド
イ
ツ
語
辞
典
編
集
に
関
す
る
く

だ
り
を
、
愛
読
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
、
学
問
上
の
う
る
わ
し
い
兄
弟
愛
が
措
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
か
れ
ら

の
辞
書
制
作
の
ね
は
り
づ
よ
さ
が
措
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
辞
書
は
、
や
が
て
、
多
く
の
後
継
者
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
ま
し
て
、
ド

イ
ツ
語
の
国
語
辞
書
と
し
て
大
成
さ
れ
ま
す
。
そ
の
あ
い
受
け
あ
い
継
ぐ
活
動
の
、
伝
統
－
学
統
－
創
造
と
も
言
う
べ
き
、
高
潔

の
共
同
活
動
の
あ
と
を
、
私
は
、
賛
嘆
の
気
も
ち
で
読
み
進
み
ま
し
た
。
さ
て
、
今
日
に
い
た
っ
て
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
辞
典
が
ひ
と
ま

ず
完
成
さ
れ
た
か
と
お
も
う
と
、
た
だ
ち
に
こ
れ
の
改
訂
の
活
動
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
ド
イ
ツ
魂
に
は
、
ま
た
、
う
た
れ
ま

し
た
。
そ
の
他
、
ド
イ
ツ
語
辞
典
に
関
す
る
だ
け
で
も
、
な
お
多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
こ
の
書
物
は
、
私
に
と
っ
て
、
や
が
て

「
愛
惜
の
書
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
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『
矢
内
原
忠
雄
伝
』
が
出
る
と
い
う
予
告
を
見
た
と
き
、
私
は
、
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
ま
し
た
。
ぜ
ひ
読
み
た
い
と
い
う
念
膜

が
、
う
つ
ぽ
っ
と
し
て
わ
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
は
、
ま
っ
た
く
、
私
の
「
念
願
の
書
」
で
七
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
、

私
の
「
愛
惜
の
書
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

『
坂
本
繁
二
郎
の
道
』
　
（
谷
口
治
達
氏
著
）
と
い
う
書
物
は
、
そ
の
出
版
を
知
っ
た
と
き
か
ら
、
す
で
に
、
私
に
と
っ
て
の
「
愛
惜

の
書
」
で
し
た
。
や
が
て
、
こ
れ
を
手
に
と
っ
て
み
ま
す
と
、
は
た
し
て
、
そ
こ
に
は
、
美
の
真
を
追
求
す
る
坂
本
先
生
の
超
自
然
人

と
し
て
の
生
活
が
輝
い
て
い
て
、
私
は
い
た
く
う
た
れ
た
の
で
す
。
先
生
を
、
私
の
学
問
の
師
と
仰
ぐ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
人
生
の
師

と
仰
ぐ
気
も
ち
が
深
い
こ
と
を
、
私
は
、
こ
こ
に
告
白
し
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

以
上
、
か
り
に
、
私
の
生
活
の
な
か
か
ら
、
「
発
見
の
書
」
　
「
念
額
の
書
」
　
「
愛
惜
の
書
」
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
「
新
鮮
な
読

書
」
を
忘
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
座
右
の
書
の
顔
を
見
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
私
と
し
て
は
。

五

つ
ぎ
に
、
聞
く
生
活
に
つ
い
て
、
「
新
鮮
な
読
書
」
を
考
え
て
み
ま
す
。

人
の
言
う
こ
と
、
話
す
こ
と
を
受
容
す
る
と
き
、
新
し
い
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
新
鮮
な
読
書
」
で
す
。
思
い
を

あ
ら
た
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
新
鮮
な
読
書
」
で
す
。
ひ
ら
き
な
お
っ
て
聞
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
も
「
新
鮮
な
読
書
」

で
す
。
要
す
る
に
、
体
験
化
が
、
「
新
鮮
な
読
書
」
　
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
自
分
が
、
か
ね
が
ね
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
問
に
つ
い
て
、
あ
る
も
や
も
や
と
し
た
感
想
を
持
っ
て
い
る
と
し
ま
す
か
。
偶

然
の
機
会
に
、
英
国
の
学
問
に
つ
い
て
す
ぐ
れ
た
知
識
を
持
っ
て
い
る
先
輩
が
、
〝
き
み
、
イ
ギ
リ
ス
の
学
問
は
こ
う
だ
よ
。
〃
と
説

明
し
て
く
れ
る
の
を
聞
い
て
、
′
あ
あ
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
。
ノ
と
さ
と
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
新
鮮
な
読
書
」
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
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ん
。
聞
く
生
活
で
の
「
新
鮮
な
読
書
」
で
す
。

先
年
、
私
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
し
を
聞
き
ま
し
た
。
比
叡
山
の
浄
土
院
で
、
こ
も
っ
て
修
行
す
る
特
定
の
修
行
僧
を
、
「
侍
真
」

と
言
う
そ
う
で
す
。
そ
の
「
侍
其
」
と
は
、
「
真
に
侍
る
」
で
す
。
－
浄
土
院
で
、
真
に
そ
こ
に
生
き
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
開
山
の
最

澄
法
師
に
侍
る
が
ご
と
き
心
で
、
そ
の
お
堂
を
守
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
話
し
を
聞
い
て
、
私
は
、
「
侍
真
」
と

い
う
こ
と
ば
に
つ
よ
く
ひ
か
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
、
私
は
私
な
り
に
、
「
新
鮮
な
読
書
」
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

旅
の
道
す
が
ら
、
私
は
、
背
の
高
い
、
老
西
洋
人
夫
婦
に
会
い
ま
し
た
。
聞
い
て
み
ま
す
と
、
そ
の
夫
く
ん
は
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
の
教
授
で
、
H
i
s
t
O
r
y
O
f
T
e
c
h
n
0
－
O
g
y
（
技
術
史
）
の
教
授
で
し
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
工
科
大
学
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
私
は
、
言
語
学
者
の
ノ
ア
ム
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
さ
ん
の
こ
と
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
教
授

は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
つ
い
て
、
p
O
E
c
a
ニ
c
t
i
壬
y
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
開
い
て
、
私
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
一

に
、
私
な
り
の
；
の
「
新
鮮
な
読
書
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
老
教
授
は
、
技
術
史
の
教
授
と
し
て
、
真
理
探
究
者
と
　
1
4
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し
て
の
お
の
れ
の
姿
勢
を
整
え
て
い
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
姿
勢
の
も
と
で
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
つ
い
て
、
p
O
－
i
t
i
c
巴

a
c
t
i
蔓
y
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
老
教
授
の
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
に
対
す
る
一
種
の
批
判
意
識
が
存

在
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
味
わ
い
と
る
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
身
の
た
め
で
す
。
私
は
こ
こ
で
、
「
新
鮮
な
読
書
」
の
深
い
仕
事
を

お
こ
さ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

六

書
き
も
の
を
読
ん
で
も
、
話
し
を
聞
い
て
も
、
真
実
を
読
み
と
る
こ
と
が
読
書
だ
と
思
い
ま
す
。
「
新
鮮
な
読
書
」
の
つ
よ
さ
は
、

真
実
を
読
み
と
る
こ
と
の
つ
よ
さ
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
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真
・
善
・
美
・
聖
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
真
実
な
る
も
の
に
帰
一
し
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
善

付
　
も
、
善
で
あ
れ
ば
ノ
、
其
の
は
ず
で
す
。
美
も
、
美
で
あ
れ
ば
、
真
で
あ
る
は
ず
で
す
。
聖
な
る
も
の
も
、
真
で
あ
る
は
ず
で
す
。
い
ろ

い
ろ
な
書
物
、
い
ろ
い
ろ
な
話
し
、
そ
れ
ら
か
ら
、
真
・
善
・
美
・
聖
が
読
み
と
れ
る
と
し
ま
し
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
、
一
元
的
な
真

実
を
読
み
と
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
広
汎
で
あ
っ
て
よ
い
「
新
鮮
な
読
書
」
を
、
ひ
き
し
め
る
も
の
は
、
こ
の
真
実
を

読
み
と
る
と
い
う
考
え
か
た
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

七

教
育
の
現
場
は
、
「
新
鮮
な
読
書
」
の
現
場
で
す
。
教
育
活
動
こ
そ
は
、
「
新
鮮
な
読
書
」
と
言
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一

教
師
に
な
ろ
う
と
し
て
、
訓
練
を
受
け
る
、
い
わ
ゆ
る
教
生
が
、
右
の
こ
と
を
痛
感
し
ま
す
。
教
育
実
習
の
現
場
に
立
っ
て
、
教
生
　
1
5
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諸
く
ん
は
、
そ
の
現
場
が
、
い
か
に
「
新
鮮
な
読
書
」
を
す
す
め
る
現
場
で
あ
る
か
を
、
よ
く
理
解
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
－

私
の
経
験
で
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

教
育
実
習
か
ら
帰
っ
て
き
た
諸
く
ん
が
、
こ
も
ご
も
感
想
を
述
べ
て
く
れ
た
の
で
す
。
〝
い
い
か
げ
ん
な
気
も
ち
で
の
ぞ
ん
だ
自
分

が
、
じ
つ
に
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
〃
　
〝
ち
ょ
っ
と
の
か
っ
て
も
、
許
さ
れ
な
い
。
〃
　
〃
ひ
と
こ
と
ば
も
、
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
と

思
い
ま
し
た
。
〃
　
〃
ひ
と
り
ひ
と
り
を
生
か
す
な
ど
と
言
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
現
実
に
、
そ
れ
が
、
い
か
に
む
ず
か
し
い
こ
と
で

あ
る
か
を
痛
感
し
ま
し
た
。
〃
多
く
の
諸
く
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
述
懐
を
し
て
、
あ
る
い
は
教
員
失
格
で
は
な
い
か
と
な
げ
き
、
あ
る

い
は
、
教
員
を
志
望
し
て
じ
つ
に
さ
い
わ
い
で
あ
る
と
、
蹟
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
た
り
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
れ
ら
の
、
こ
の
よ
う

な
述
懐
は
、
教
育
現
場
で
の
「
新
鮮
な
読
書
」
　
の
報
告
に
は
か
な
り
ま
せ
ん
。

（
い
き
い
き
と
し
た
こ
と
ば
で
語
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
「
新
鮮
な
読
書
」
を
し
え
た
と
き
‥
に
は
、
す
ぐ
に
、
実
行
し
う
る
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も
の
の
よ
う
で
す
。
）八

「
新
鮮
な
読
書
」
は
、
ま
ず
、
新
鮮
な
驚
き
で
あ
っ
て
も
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
自
己
の
全
生
活
の
な
か
で
、
「
新
鮮
な
読
書
」

は
、
無
限
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
き
ま
す
。
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Ⅱ
　
自
分
は
一
教
員
と
し
て
相
手
を
幸
福
に
し
つ
つ

あ
る
だ
ろ
う
か

1

　

私

は

「

教

員

と

し

て

人

を

幸

福

に

し

つ

つ

あ

る

だ

ろ

う

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
教
員
（
…
…
教
師
）
が
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
反
省
事
項
だ
と
思
い
ま
す
。
教
育
は
、
相
手
の
ひ
と
り
ひ
と
　
1
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り
を
幸
福
に
し
て
い
く
仕
事
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ば
あ
い
、
幸
福
と
は
、
主
と
し
て
精
神
的
幸
福
を
言
い
ま
す
。
（
人
を
幸
福
－

に
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
人
を
し
あ
わ
せ
に
す
る
こ
と
ば
を
」
と
い
う
こ
と
を
、
さ
き
に
申
し
ま
し
た
。
）

幸
福
に
し
て
い
く
の
に
は
、
相
手
を
甘
や
か
し
て
は
お
か
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
を
幸
福
に
し
て
い
く
民
主
教
育
の

き
び
し
さ
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
主
教
育
、
言
い
か
え
れ
ば
、
個
々
人
に
対
す
る
人
格
教
育
は
、
本
来
、
反
省
力
の
あ
る
人
問
を

育
て
る
と
い
う
、
き
び
し
い
教
育
で
あ
る
は
ず
で
す
。

さ
て
一
方
で
、
私
ど
も
の
教
育
界
に
は
、
ま
だ
、
形
式
主
義
と
と
も
に
、
古
い
権
威
主
義
が
、
い
く
ら
か
巣
く
っ
て
は
い
な
い
で
し

ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
校
長
、
教
頭
と
い
う
よ
う
な
職
務
の
お
こ
な
わ
れ
る
な
か
に
も
、
形
式
に
こ
だ
わ
る
権
威
主
義
が
、
な
お
、
よ

わ
い
と
は
言
え
な
い
あ
り
さ
ま
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
権
威
主
義
の
あ
る
の
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
私
ど
も
は
、
「
自
分
は
、
一

教
師
と
し
て
、
人
を
幸
福
に
し
つ
つ
あ
る
だ
ろ
う
か
。
」
と
、
自
己
に
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
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2
　
個
性
教
育

ヽ

　

ヽ

す
ぐ
れ
た
で
L
は
、
み
な
、
師
に
そ
む
い
て
い
く
と
言
わ
れ
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
で
L
が
、
独
創
的
な
研
究
を
う
ち
だ
し
て
い
け
ば
、

そ
れ
は
、
そ
の
先
生
に
す
ら
理
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
私
ど
も
は
、
教
師
と
し
て
、
相
手
に
、
の
び
の
び
と
そ
む
か
せ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
こ
と
に
よ
る
と
、
従
わ
せ
て
ば
か
り
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、
個
性
教
育
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
各
人
の
分
に
し
た
が
っ
て
伸
び
さ
せ
る
こ
と
が
個
性
教
育
で
あ
る
な
ら
ば
、
じ
つ
は
、
か
れ
ら
に
大
い
に
そ
む
か
せ
な
く
て
は
な

ら
な
い
は
ず
で
す
。

教
室
で
、
多
く
の
も
の
を
い
っ
せ
い
に
指
導
し
て
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
、
い
っ
せ
い
個
別
指
導
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
教

師
が
、
相
手
全
員
を
掌
握
し
な
が
ら
も
、
そ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
む
か
せ
て
い
く
の
が
個
性
教
育
で
す
。
集
団
思
考

と
は
、
何
な
の
で
し
ょ
う
。
私
は
、
「
集
団
の
な
か
で
個
人
個
人
が
思
考
し
、
ま
た
、
集
団
の
な
か
で
、
個
人
が
そ
の
思
考
を
は
げ
ま
一

さ
れ
、
ま
た
、
集
団
と
と
も
に
、
個
人
が
思
考
し
て
い
く
こ
と
」
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
む
ぞ
う
さ
な
′
集
団
思
考
ノ
と
い
う
こ
と
ば
　
1
5
3

に
は
、
に
わ
か
に
は
つ
い
七
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

3
　
指
導
と
は
何
か

指
導
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
功
罪
あ
い
な
か
は
し
て
い
き
ま
す
。
私
は
、
自
分
の
過
去
の
教
員
体
験
を
か
え
り
み
て
、
こ
の
こ
と
を
痛

感
す
る
も
の
で
す
。
私
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
研
究
者
の
世
話
を
す
る
は
あ
い
な
ど
、
以
前
も
、
今
日
も
、
こ
と
に
こ
の
感
を
深
く
し

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
人
の
方
言
研
究
者
を
′
指
導
ノ
す
る
と
し
ま
す
か
。
相
手
は
、
私
の
′
指
導
′
に
よ
っ
て
、

ぐ
ん
ぐ
ん
と
研
究
能
率
を
あ
げ
ま
す
。
調
査
法
の
う
え
で
の
カ
ー
ド
法
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
し
ま
し
て
も
、
私
が
み
ず
か
ら
開
拓
に
努

力
し
て
十
年
を
要
し
た
こ
と
を
、
か
れ
は
、
二
年
、
ま
た
は
三
年
で
な
し
と
げ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
方
か
ら
言
え
ば
、
め
ざ
ま
し

い
進
歩
を
か
れ
は
示
す
の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
他
方
で
、
か
れ
は
し
ぜ
ん
に
私
の
わ
く
に
は
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
か

れ
が
一
つ
の
研
究
を
学
会
で
発
表
し
た
は
あ
い
に
も
、
あ
と
の
単
純
な
質
問
に
、
ふ
と
、
と
ま
ど
い
ま
す
。
あ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
、
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な
ん
で
、
と
私
は
も
ど
か
し
く
思
い
ま
す
が
、
か
れ
は
ど
ぎ
ま
ぎ
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
、
し
ぜ
ん
に
私
の
池
の
中
に
は
い
っ
て

き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
で
暮
ら
す
う
ち
に
、
私
の
当
然
と
す
る
こ
と
を
（
長
い
間
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
す
が
）
、
す
こ

し
も
労
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
当
然
と
心
得
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的
に
当
然
と
決
誓
し
ん
で
い
る
こ
と

に
、
質
問
の
矢
が
放
た
れ
る
と
、
か
れ
は
、
わ
け
な
く
参
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
と
き
、
私
は
、
か
れ
を
不
幸
に
し
て
い
る
な

と
、
つ
よ
く
反
省
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

私
が
大
き
な
教
え
を
受
け
た
、
広
い
意
味
で
の
師
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
大
き
い
益
を
受
け

て
い
る
反
面
、
そ
の
人
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
よ
く
な
い
こ
と
を
も
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
く
な
い

こ
と
と
は
、
そ
の
人
の
型
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ
て
、
動
き
が
と
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
は
、
私
の
人
生
観
・
社
会
観
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
′
指
導
′
す
る
こ
と
の
お
そ
ろ
し
さ
を
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
思

う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
平
素
、
′
指
導
ノ
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
を
避
け
て
い
ま
す
。

4
　
機
会
が
教
育
す
る

絵
を
か
い
て
い
る
子
ど
も
が
、
先
生
に
ひ
と
こ
と
は
め
ら
れ
た
ひ
ょ
う
L
に
、
や
が
て
、
の
び
の
び
と
絵
筆
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
り

ま
す
。
つ
づ
り
か
た
が
不
得
手
と
思
い
こ
ん
で
い
た
生
徒
が
、
新
し
い
担
任
の
先
生
の
ひ
と
こ
と
で
、
書
く
こ
と
の
大
好
き
な
子
ど
も

に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
「
機
会
が
教
育
す
る
」
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
偶
然
が
教
育
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人

を
教
育
し
て
幸
福
に
し
て
い
く
た
め
に
は
　
－
相
手
を
真
に
幸
福
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
、
こ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

私
ど
も
は
、
「
機
会
」
、
あ
る
い
は
「
偶
然
」
の
発
見
の
た
め
に
、
身
と
心
と
を
活
発
に
動
か
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
相
手
を
幸
福

に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
「
放
会
」
や
「
偶
然
」
の
発
見
に
忠
実
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

わ
ず
か
な
こ
と
、
わ
ず
か
な
微
妙
な
こ
と
が
、
偶
然
の
機
会
に
、
ぞ
ん
が
い
、
鋭
い
教
育
力
を
発
揮
し
ま
す
。
あ
る
人
に
、
こ
う
い
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う
述
懐
が
あ
り
ま
す
。
か
れ
は
、
自
己
の
書
き
も
の
に
つ
い
て
、
一
つ
の
発
表
を
し
た
さ
い
、
「
序
言
」
を
意
味
す
る
p
r
e
f
a
c
e
を
、

プ
リ
フ
ェ
イ
ス
と
発
音
し
ま
し
た
。
あ
と
で
、
英
語
の
専
門
家
か
ら
、
あ
れ
は
プ
レ
フ
ィ
ス
だ
と
注
意
さ
れ
ま
し
た
。
プ
リ
フ
ェ
イ
ス

と
言
っ
た
か
れ
の
赤
面
は
、
た
い
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
、
発
音
の
微
妙
な
こ
と
一
つ
が
、
か
れ
を
大
い
に
べ
ん
た
つ

し
ま
し
た
。
か
れ
は
、
そ
の
発
音
の
し
あ
や
ま
り
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
英
語
の
勉
強
に
熱
中
し
ま
し
た
。
み
ず
か
ら
誤
っ
て
発
音

し
た
結
果
の
プ
リ
フ
ェ
イ
ス
は
、
や
が
て
、
鋭
い
教
育
力
を
発
揮
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

5
　
教
育
の
死
活

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
り
過
ぎ
る
と
、
そ
の
こ
と
は
、
形
式
化
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
教
育
は
死
に
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
と
、
教
育

は
、
と
か
く
形
式
化
し
や
す
い
よ
う
に
で
き
て
い
ま
す
。
形
式
化
し
て
、
教
育
が
死
ね
ば
、
相
手
を
不
幸
に
す
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ

ん
。
形
式
化
を
救
う
、
時
の
刺
激
が
、
こ
こ
に
た
っ
と
ば
れ
る
わ
け
で
す
。

6
　
試
験
・
評
価

′
試
験
′
は
、
相
手
を
し
ば
し
ば
不
幸
に
し
、
′
評
価
ノ
は
、
相
手
を
し
ば
し
ば
不
し
あ
わ
せ
に
し
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
評
価
に
関
し

て
、
最
近
、
聞
い
た
話
し
が
あ
り
ま
す
。
一
中
学
校
で
の
、
三
年
級
の
こ
と
で
す
。
な
か
の
一
つ
の
組
を
受
け
持
っ
て
い
る
、
か
な
り

年
の
い
っ
た
女
先
生
は
、
受
け
持
ち
の
中
学
三
年
生
た
ち
が
高
等
学
校
に
進
学
す
る
に
つ
い
て
の
個
人
的
な
希
望
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、

み
ん
な
聞
き
と
ど
け
ま
し
た
。
〃
あ
な
た
は
、
そ
の
学
校
は
む
り
だ
か
ら
、
こ
こ
に
し
て
お
き
な
さ
い
。
〃
と
か
、
〝
そ
こ
を
や
め
て
、

こ
の
学
校
に
す
る
の
な
ら
、
合
格
ほ
う
け
あ
い
ま
す
。
〃
と
か
言
っ
て
、
こ
ち
ら
が
、
相
手
の
念
願
を
、
あ
る
い
は
そ
の
父
兄
の
願
望

を
、
押
え
た
り
、
曲
げ
た
り
す
る
こ
と
は
い
っ
さ
い
せ
ず
、
自
由
に
、
か
れ
ら
の
望
み
ど
お
り
に
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ

れ
を
、
も
っ
と
も
当
然
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
学
校
で
の
結
果
は
ど
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
さ
い
わ
い
に
も
、
そ
の
女
先
生

の
組
の
も
の
が
、
わ
け
て
も
多
く
、
高
等
学
校
に
入
学
し
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
生
は
、
書
類
上
の
評
価
は
と
も
か
く
も
、
そ

な
ま

の
生
の
人
間
を
評
価
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
寛
大
で
あ
り
、
謙
虚
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
か
れ
ら
の
志
望
を
こ
と
ご
と
く
丑
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録
　
記
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
こ
こ
に
、
柏
手
を
幸
福
に
す
る
評
価
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

付
　
い
っ
た
い
、
評
価
は
、
ま
ず
、
教
師
自
身
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
試
験
も
、
ま
た
、

第
一
に
は
、
教
師
が
自
己
に
課
す
べ
き
も
の
で
す
。
自
己
に
試
験
を
課
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
教
室
の
毎
時
間
毎
時
間
が
、
き
び
し

い
試
験
で
す
。
相
手
に
試
験
を
受
け
さ
せ
る
と
き
も
、
ま
た
、
教
師
は
、
自
己
を
も
試
験
し
て
い
る
の
だ
と
解
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
自
己
を
む
ぞ
う
さ
に
点
数
で
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
は
か
り
た
く
も
な
い
で
し
ょ
う
。
で
あ
れ
ば
、
ま
た
、
人
に

対
し
て
も
、
に
わ
か
に
そ
の
実
質
を
点
数
化
す
る
こ
と
は
ひ
か
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
で
は
、
点
数
の
魔
も
の
が
、
し
ば
し

ば
、
人
を
不
幸
に
お
と
し
い
れ
て
い
ま
し
ょ
う
。

1
　
幸
福
と
い
う
も
の
ー
ー
（
ひ
じ
ょ
う
に
き
び
し
い
も
の
）

ヒ
ル
テ
ィ
と
い
う
人
に
、
『
幸
福
論
』
と
い
う
著
述
が
あ
り
ま
す
。
今
、
岩
波
文
庫
本
『
幸
福
論
』
　
（
ヒ
ル
テ
ィ
著
　
草
間
平
作
氏

訳
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
部
を
と
り
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
七
八
ペ
ー
ジ
に
、
「
時
間
の
つ
く
り
方
」
と
い
う
標
題
が
見
ら
れ
ま
す
。

幸
福
へ
の
道
に
関
し
て
、
「
時
間
の
つ
く
り
方
」
と
言
わ
れ
て
み
る
と
、
す
で
に
、
幸
福
と
い
う
も
の
は
ひ
じ
ょ
う
に
き
び
し
い
も
の

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ヒ
ル
テ
ィ
は
、
「
時
間
の
つ
く
り
方
」
に
関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

（
一
）
　
時
間
を
つ
く
る
最
も
よ
い
方
法
は
、
一
週
に
六
日
　
－
　
五
日
で
も
七
日
で
も
な
く
　
ー
、
一
定
の
昼
の
（
夜
で
な
い
）

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

時
間
に
、
た
だ
気
ま
ぐ
れ
で
な
く
、
規
則
正
し
く
働
く
こ
と
で
あ
る
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
二
）
　
規
則
正
し
い
仕
事
を
い
ち
じ
る
し
く
容
易
に
す
る
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
一
定
の
職
業
で
あ
る
。
職
業
は
必
ず
、
き
ま
っ

た
仕
事
の
義
務
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
＜
以
下
略
＞
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ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
三
）
　
今
日
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
仕
事
の
た
め
に
一
日
の
時
間
を
ど
う
区
分
す
る
か
で
あ
る
。
＜
以

下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
四
）
　
次
ぎ
に
大
切
な
点
は
、
あ
ま
り
自
分
自
身
を
大
事
が
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
時
間
、
場
所
、
位
置
、

気
乗
り
や
気
分
な
ど
の
準
備
に
長
い
暇
を
か
け
な
い
こ
と
だ
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
五
）
　
こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
の
は
、
小
さ
い
時
間
の
断
片
の
利
用
で
あ
る
。
多
く
の
人
は
仕
事
に
と
り
か
か
る
前
に
、
な

ヽ

　

ヽ

に
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
な
い
無
限
の
時
間
の
大
平
原
を
目
の
前
に
持
ち
た
い
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
彼
等
は
時
間
を
持
た
な
い
の

だ
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
六
）
　
そ
れ
か
ら
ま
た
、
時
間
節
約
の
お
も
な
方
法
の
一
つ
は
、
仕
事
の
対
象
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
仕
事
の
変
化
は
ほ
と

ん
ど
完
全
な
休
息
と
同
様
の
効
果
が
あ
る
。
こ
の
方
法
に
あ
る
程
度
ま
で
熟
達
す
る
と
き
は
　
－
　
そ
れ
は
熟
慮
よ
り
も
練
習
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
も
の
だ
が
　
ー
、
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
一
日
じ
ゆ
う
働
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
七
）
　
も
う
一
つ
の
点
は
、
手
早
く
仕
事
を
す
る
こ
と
、
そ
し
て
単
な
る
外
形
を
あ
ま
り
気
に
せ
ず
、
あ
く
ま
で
内
容
に
重
き

を
お
く
こ
と
で
あ
る
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
八
）
　
も
う
一
つ
の
有
効
な
時
間
節
約
法
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
た
だ
「
仮
に
」
あ
る
い
は
一
時
的
に
で
は
な
く
、
す
ぐ
に
き

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ち
ん
と
や
る
こ
と
で
あ
る
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

（
九
）
　
こ
れ
と
外
面
的
に
つ
な
が
る
の
は
、
秩
序
と
原
本
を
読
む
こ
と
と
で
あ
る
。
秩
序
が
よ
け
れ
ば
、
物
事
を
探
し
て
、
そ

の
た
め
に
、
だ
れ
で
も
経
験
す
る
よ
う
に
、
時
間
ば
か
り
で
な
く
、
仕
事
の
興
味
ま
で
も
失
わ
な
く
て
も
済
む
し
、
ま
た
研
究
対

象
を
次
ぎ
次
ぎ
に
片
づ
け
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
＜
以
下
略
＞

ヽ

　

ヽ

ヒ
ル
テ
ィ
は
、
さ
ら
に
、
「
し
か
し
、
時
間
を
つ
く
る
技
術
の
要
点
は
、
以
上
で
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

あ
ら
ゆ
る
無
益
な
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
の
生
活
か
ら
追
い
出
す
こ
と
で
あ
る
。
l
」
主
一
口
い
、
以
下
、
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
あ
げ
て
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付　　録

、

、

ヽ

、

ヽ

ヽ

い
ま
す
。
「
第
一
に
無
益
な
の
は
、
時
間
か
ま
わ
ず
に
飲
む
ビ
ー
ル
で
あ
る
子
…
・
「
次
ぎ
に
は
、
ひ
ろ
く
行
わ
れ
る
新
聞
の
読
み
す

ぎ
で
あ
る
。
今
日
『
教
養
あ
る
』
人
た
ち
で
、
新
聞
以
外
は
何
も
読
ま
ず
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
有
り
う
べ
き
あ
る
い
は
有
り
う
べ
か
ら
ざ

る
様
式
で
建
て
ら
れ
設
備
さ
れ
た
家
の
中
に
、
一
ダ
ー
ス
の
良
書
も
持
た
ぬ
と
い
う
人
が
あ
る
。
彼
等
は
自
分
の
思
想
の
要
求
を
も
っ

ぱ
ら
新
聞
雑
誌
に
仰
ぎ
、
そ
こ
で
新
聞
雑
誌
は
、
ま
す
ま
す
こ
の
よ
う
な
読
者
を
目
当
て
に
編
集
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
＼
新
聞
を
や
た

ら
に
読
み
、
ま
た
新
聞
だ
け
を
読
む
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
政
治
的
関
心
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
で
弁
解
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

言
葉
が
ど
れ
だ
け
本
当
で
あ
る
か
を
知
る
に
は
、
新
聞
の
ど
の
面
が
最
も
好
ん
で
読
ま
れ
る
か
を
見
れ
ば
充
分
だ
。
－
ま
た
、
新
聞

を
読
む
の
に
当
て
る
時
間
は
、
い
つ
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
毎
朝
、
最
初
の
一
番
よ
い
時
間
を
ま
ず
三
の
新
聞
で
つ
ぶ

ヽ

　

ヽ

す
人
た
ち
は
、
そ
の
日
丁
目
の
正
し
い
仕
事
の
興
味
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
」
…
…
「
そ
の
上
、
祝
祭
と
会
と
が
あ
る
。
今
日
、
何
々
会

の
世
話
人
は
、
も
は
や
本
当
の
仕
事
を
す
る
時
間
を
持
た
な
い
。
し
か
し
彼
等
は
、
ま
た
実
際
、
そ
の
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
一

う
の
は
、
彼
等
ほ
大
衆
の
肩
に
か
つ
が
れ
て
、
自
分
の
力
の
か
わ
。
に
大
衆
の
力
を
借
。
る
か
ら
で
あ
る
。
」
…
…
「
一
部
の
現
代
人
の
　
ば

あ
い
だ
で
、
体
裁
の
い
い
口
実
の
も
と
に
、
多
く
の
時
間
を
浪
費
し
て
い
る
の
は
、
卦
掛
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
音
楽
－

だ
け
は
い
く
ぶ
ん
別
だ
が
、
決
し
て
彼
等
自
身
で
実
習
す
る
芸
術
で
は
な
く
、
む
し
ろ
た
だ
受
動
的
に
受
け
容
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
今

日
多
く
の
人
々
は
、
彼
等
が
本
来
自
分
の
内
に
も
っ
て
い
る
、
理
想
主
義
の
精
神
や
美
や
偉
大
に
た
い
す
る
感
覚
を
す
べ
て
、
こ
の
や

や
上
品
な
享
楽
の
う
ち
に
む
な
し
く
発
散
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
‥
、
こ
‥
、

ヒ
ル
テ
ィ
は
、
「
わ
た
し
は
こ
の
時
間
つ
ぶ
し
の
話
を
、
次
ぎ
の
言
葉
で
結
び
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
無

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

1

1

1

ヽ

ヽ

、

、

、

、

、

、

益
な
仕
事
を
自
分
に
課
し
て
は
な
ら
な
い
。
＜
以
下
略
＞
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

ヒ
ル
テ
ィ
は
、
結
ん
で
言
い
ま
す
。
「
以
上
が
、
今
日
の
状
況
の
も
と
に
お
い
て
可
能
な
、
そ
し
て
応
用
で
き
る
時
間
節
約
法
で
あ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

る
。
＼
こ
れ
ら
の
方
法
を
利
用
す
る
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
こ
う
つ
け
加
え
よ
う
、
時
間
が
あ
ま
る
ほ
ど
無
い
と
い
う
こ
と

は
、
わ
れ
わ
れ
が
地
上
で
到
達
し
う
る
幸
福
の
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
、
と
。
人
間
の
幸
福
の
最
大
部
分
は
、
た
え
ず
統
け
ら



Ⅱ　自分は－教員として相手を幸掛こしつつあるだろうか

れ
る
仕
事
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
祝
福
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
祝
福
は
最
後
に
、
仕
事
を
ば
よ
ろ
こ
び
に
変
え
る
も
の
で
あ

る
。
人
の
心
は
、
そ
の
正
し
い
仕
事
を
見
出
し
た
時
ほ
ど
、
愉
快
な
気
分
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
ひ
と
は
幸
福
に
な
り
た
い
と
思
う
な

ら
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
正
し
い
仕
事
を
さ
が
す
が
よ
い
。
失
敗
の
生
涯
は
た
い
て
い
、
そ
の
人
が
全
然
仕
事
を
持
た
な
い
か
、
仕
事
が

少
な
す
ざ
る
か
、
あ
る
い
は
正
し
い
仕
事
を
持
た
な
い
こ
と
に
、
そ
の
根
本
の
原
因
が
あ
る
。
＜
以
下
略
＞
」

2
　
相
手
を
幸
福
も
の
に
す
る
た
め
に
は

ヒ
ル
テ
ィ
流
の
幸
福
論
が
入
用
だ
と
思
い
ま
す
。

3
　
規
律
教
育

ヒ
ル
テ
ィ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
幸
福
を
得
る
が
た
め
に
は
、
時
間
規
律
上
の
正
し
い
生
活
が
望
ま
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
幸
福

を
得
さ
せ
る
教
育
、
幸
福
教
育
は
、
「
規
律
教
育
」
と
な
っ
て
き
ま
す
。
い
っ
さ
い
の
自
由
教
育
も
、
「
規
律
教
育
」
と
な
っ
て
い
く

の
で
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。

4
　
ベ
ん
た
つ
の
教
育

規
律
と
訓
練
と
を
忘
れ
た
教
育
は
、
相
手
を
不
幸
に
し
ま
す
。
訓
練
の
よ
わ
い
教
育
は
、
相
手
に
幸
福
を
も
た
ら
す
教
育
と
は
な
り

え
ま
せ
ん
。
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三

1
　
考
え
さ
せ
る
教
育

幸
福
教
育
の
た
め
に
は
、
「
考
え
さ
せ
る
教
育
」
が
必
要
で
す
。

現
代
の
世
相
は
、
考
え
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
世
相
で
あ
る
こ
と
が
、
人
び
と
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
サ
ソ
デ
ー



録
管
』
（
昭
和
四
十
二
年
十
月
九
日
号
）
に
は
、
声
楽
家
、
佐
藤
美
子
さ
ん
が
、
「
規
格
版
の
人
間
」
と
い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
ら
れ
ま

付
　
す
。

「
考
え
を
こ
と
」
「
読
む
こ
と
」
は
特
殊
な
人
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
人
間
は
機
械
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
、
己
れ
の
分
担
の
仕
事
以
外
は
し
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
の
が
、
文
明
と
か
文
化
の
進
歩
の
；
の
現
わ

れ
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。

今
日
の
日
本
の
世
相
は
、
ま
っ
た
く
「
考
え
る
こ
と
」
「
読
む
こ
と
」
が
、
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
ら
れ
て
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

そ
の
理
由
の
一
つ
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ソ
が
あ
る
。
＜
以
下
略
＞

テ
レ
ビ
ジ
ョ
ソ
を
司
る
人
た
ち
も
、
人
の
親
で
あ
り
、
ま
た
、
祖
父
で
で
も
あ
ろ
う
。
麒
わ
く
ば
、
毎
旦
定
の
時
間
（
た
と

え
ば
、
夕
方
五
時
か
ら
七
時
ま
で
）
N
H
K
を
は
じ
め
民
放
各
局
が
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ソ
お
よ
び
、
ラ
ジ
オ
を
、
い
っ
せ
い
に
停
止

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
＜
以
下
略
＞

佐
藤
さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
に
、
つ
よ
く
、
「
規
格
版
の
人
間
」
を
排
除
す
る
こ
と
を
訴
え
て
い
ら
れ
ま
す
。
考
え
さ
せ
る
教
育
を
ふ

る
い
お
こ
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
、
つ
よ
い
叫
び
で
あ
。
ま
し
ょ
う
。
（
考
え
さ
せ
る
教
育
な
く
し
て
は
、
こ
ど
も
の
幸
福
教
育

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
）

同
じ
、
昭
和
四
十
一
年
十
月
九
日
の
『
サ
ソ
デ
ー
毎
日
』
に
、
岡
潔
氏
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
ま
す
。

こ
の
機
会
に
教
育
に
つ
い
三
言
す
る
と
、
今
こ
の
く
に
の
教
育
は
二
つ
の
点
に
お
い
て
根
本
か
ら
ま
ち
が
っ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
教
育
は
頭
を
使
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
頭
を
発
育
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
自
明
の
原
理
を
ま
っ
た
く
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
数
学
で
問
題
が
よ
く
と
け
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
一
つ
の
芸
に
す
ぎ
な
い
。
自
分

の
頭
を
使
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
脳
前
頭
葉
の
創
造
の
働
き
を
発
育
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
る
暗
記

さ
せ
て
も
な
ん
に
も
な
ら
な
い
と
い
っ
て
ま
っ
た
く
さ
貰
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
精
神
統
一
を
さ
せ
る
い
ち
ば
ん
よ
い
方
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Ⅱ　自分は一教員として相手を幸福にしつつあるだろうか

法
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
戦
前
既
に
ま
ち
が
っ
て
い
た
一
の
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
は
戦
後
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
は
お
れ
が
お
れ
が
と
い
う
自
分
、
仏
教
で
は
こ
れ
を
小
我
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
を
抑
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
動
物
よ
り
も
も
っ
と
悪
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
頭
の
構
造

が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
前
世
紀
来
医
学
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
戦
後
の
教
育
は
む
し
ろ
そ
の
反
対
の

こ
と
を
や
っ
て
い
る
。

私
は
民
主
主
義
の
本
義
は
、
一
人
の
人
も
深
く
悲
し
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
本
義
は
、
－
し
た
が
っ
て
教
育
の
本
義
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
を
幸
福
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
い
う

の
で
し
ょ
う
。

同
博
士
は
、
丸
暗
記
な
ど
の
暗
記
の
指
導
を
、
早
く
か
ら
重
要
視
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
今
日
、
「
幸
福
教
育
は
、
暗
記
の
教
育
か
一

ら
」
と
言
う
と
、
人
は
、
そ
の
突
然
に
驚
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
暗
記
の
教
育
が
捨
て
お
か
れ
て
い
る
現
在
、
私
　
1
6
1

は
、
私
な
り
に
、
記
憶
力
の
教
育
が
、
相
手
が
た
の
幸
福
の
も
と
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
暗
記
に
は
げ
ん
で
い
る
と
、
ぼ
っ
ー

ぼ
っ
と
内
面
的
な
カ
が
わ
い
て
く
る
の
を
、
私
な
ど
も
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

2
　
感
覚
れ
ん
ま
の
教
育

幸
福
教
育
の
た
め
に
は
、
「
感
覚
教
育
」
を
重
ん
じ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
「
感
覚
れ
ん
ま
の
教
育
」
、
簡
単
に
言
っ
て
、
「
感
覚

教
育
」
で
す
。

今
日
、
「
感
覚
教
育
」
は
、
不
振
だ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
手
近
な
一
例
を
あ
げ
て
み
て
も
、
教
師
に
、
機
械
的
な
く
り
か
え
し
が
多

す
ぎ
ま
す
。
機
械
的
な
く
り
か
え
し
、
そ
れ
は
、
「
感
覚
教
育
」
の
眼
目
を
失
っ
た
も
の
で
す
。

「
感
覚
教
育
」
の
不
振
、
不
在
の
実
例
を
、
な
お
、
二
、
三
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
山
の
台
地
に
所
を
得
て
、
一
つ
の
学
園
が
で
き

て
い
ま
す
。
そ
の
ふ
も
と
に
は
、
新
し
い
住
宅
地
が
開
け
て
、
相
当
に
多
く
の
人
び
と
が
住
ま
い
し
て
い
ま
す
。
さ
て
、
そ
の
学
園
で



は
、
朝
礼
の
た
び
に
、
一
人
の
教
師
の
、
集
合
生
徒
を
の
の
し
る
声
が
発
せ
ら
れ
ま
す
。
声
は
、
電
波
に
の
っ
て
、
ふ
も
と
の
住
宅
地

に
つ
よ
く
ひ
び
き
わ
た
り
ま
す
。
教
師
の
声
は
、
よ
く
言
え
ば
、
し
つ
た
激
励
の
声
で
し
ょ
う
が
、
事
実
上
、
そ
れ
は
、
聞
く
に
た
え

な
い
ば
声
な
の
で
す
。
そ
の
教
師
は
、
そ
の
よ
う
な
し
か
り
か
た
が
、
訓
練
の
教
育
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
に
も

無
感
覚
な
し
う
ち
で
す
。

東
北
の
冬
の
旅
で
の
こ
と
、
私
は
、
一
学
校
の
教
室
で
、
「
芋
煮
会
」
と
い
う
、
聞
く
だ
に
た
の
し
い
会
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
し

た
。
と
こ
ろ
で
、
学
校
で
は
、
′
学
級
会
活
動
′
の
名
の
も
と
に
、
こ
の
「
芋
煮
会
」
の
と
り
お
こ
な
い
か
た
を
、
各
学
級
で
、
討
議

さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
が
た
は
、
「
た
の
し
い
芋
煮
会
に
し
よ
う
。
」
と
、
こ
の
討
議
を
指
導
し
ま
し
た
。
一
つ
の
組
の
討
議
の

席
に
出
て
、
私
は
、
驚
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
さ
し
も
の
「
芋
煮
会
」
も
、
ま
っ
た
く
や
っ
か
い
な
、
沈
う
つ
な
も
よ
お
し
の
よ
う

に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
あ
ま
。
に
子
ど
も
た
ち
が
か
わ
い
そ
う
で
す
。
「
芋
煮
会
」
の
行
事
を
お
こ
一

な
う
の
を
縁
と
し
て
、
討
議
の
教
育
を
ほ
ど
こ
す
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
指
導
す
る
の
が
、
相
手
が
た
の
興
味
を
、
い
や
が
上
に
も
　
1
6
2

か
き
た
て
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
芋
煮
会
」
に
伴
わ
し
め
る
べ
き
「
感
－

覚
教
育
」
が
、
こ
こ
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

′
世
は
ま
さ
に
無
感
覚
時
代
√
と
、
私
ど
も
を
嘆
か
せ
る
の
が
、
国
の
方
ぼ
う
の
観
光
地
で
す
。
た
と
え
ば
、
北
海
道
の
摩
周
湖

の
、
あ
の
美
し
い
な
が
め
を
ほ
し
い
ま
ま
に
さ
せ
る
湖
岸
で
、
ひ
と
た
び
足
も
と
の
そ
こ
い
ら
を
見
わ
た
す
な
ら
ば
、
そ
こ
が
、
湖
の

深
遠
な
美
し
さ
に
対
し
て
、
な
ん
と
乱
れ
て
き
た
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
自
然
を
見
る
人
び
と
の
目
は
、
こ
こ
で
ど
う
な
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

私
ど
も
の
研
究
の
世
界
で
も
、
学
問
上
の
感
覚
が
き
び
し
く
要
求
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
参
考
書
を
一
冊
選
ぶ
に
し
て
も
、
そ
こ

に
は
、
す
ぐ
れ
た
学
問
感
覚
が
あ
る
に
こ
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
へ
の
学
問
上
の
「
感
覚
教
育
」
の
緊
要
な
こ
と
が
、
こ
こ

に
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。



Ⅱ　自分は一教員として相手を幸福にしつつあるだろうか

児
童
・
生
徒
に
計
す
る
「
感
覚
教
育
」
の
た
め
に
は
、
柏
手
を
見
て
は
相
手
に
感
じ
入
り
、
相
手
か
ら
聞
い
て
は
驚
き
入
る
心
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

3
　
技
術
教
育

幸
福
教
育
の
た
め
に
は
、
技
術
教
育
を
正
用
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
技
術
教
育
が
、
人
間
尊
重
の
教
育
に
な
る
よ
う
に
、
－
1
－

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
に
な
る
よ
う
に
、
し
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

技
術
面
を
広
く
持
つ
学
校
教
育
が
、
人
間
尊
重
の
教
育
を
標
ぼ
う
し
つ
つ
も
、
そ
の
技
術
教
育
を
、
非
「
人
間
技
術
」
的
な
技
術
の

指
導
に
お
ち
い
ら
せ
る
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

四

教
育
は
、
相
手
の
発
展
可
能
性
を
刺
激
し
て
、
出
る
べ
き
も
の
を
引
き
出
し
、
育
つ
は
ず
の
も
の
を
育
て
て
い
く
仕
事
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
陶
や
・
啓
培
が
、
教
育
の
本
旨
か
と
思
い
ま
す
。
ひ
と
り
ひ
と
り
を
対
象
と
し
て
、
ま
っ
と
う
な
陶
や
・
啓
培
を
な
し
う
る
と

き
、
私
ど
も
は
、
教
師
と
し
て
、
す
で
に
、
相
手
の
人
を
幸
福
に
し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
旧
友
の
一
人

は
、
中
学
校
長
と
し
て
、
′
一
日
一
人
一
分
の
対
話
′
と
い
う
仕
事
を
し
ま
し
た
。
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
一
日
に
せ
め
て
一
分
で

も
、
生
徒
の
だ
れ
か
一
人
と
話
し
合
う
と
い
う
の
で
す
。
小
さ
い
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
私
は
、
こ
れ
が
、
校
長
学
の
奥
妙
か
と
さ
え

思
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
実
質
あ
る
指
導
の
つ
み
か
さ
ね
に
よ
っ
て
、
校
長
は
、
学
校
の
成
員
全
体
を
幸
福
に
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

国
の
文
化
を
開
く
教
育
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
じ
つ
は
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
着
実
に
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
相
手
が
た
を
幸
福
に
し
つ
つ
、
そ
の
学
校
の
全
成
員
の
知
的
活
動
を
べ
ん
た
つ
し
て
い
く
と
き
、
か
れ
ら



録
　
は
、
か
な
ら
ず
、
国
の
文
化
の
開
拓
者
と
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

付

五

以
上
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
私
の
た
ち
は
は
、
こ
と
ば
を
研
究
す
る
学
徒
の
た
ち
ば
で
す
。
言
語
教
育
を
考
え
る
見
地
が
、
つ
ね
に

土
台
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
土
台
に
立
ち
つ
つ
、
理
的
な
方
法
と
情
的
な
方
法
と
の
統
合
を
R
H
ざ
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
態
度
の
も
と
で
の
幸
福
教

育
論
が
、
以
上
の
一
編
で
す
。



Ⅱ
　
理
憩
の
教
師
像

「
理
想
の
教
師
像
」
を
考
え
て
み
ま
す
。
　
－
　
つ
ぎ
の
諸
要
件
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

1
　
生
活
感
情
の
み
ず
み
ず
し
い
人
で
あ
る
こ
と
。

セ

ン

ス

2
　
感
覚
の
は
た
ら
く
人
で
あ
る
こ
と
。

3

　

同

情

す

る

心

の

つ

よ

い

人

で

あ

る

こ

と

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

自
主
的
人
格
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
自
主
的
人
格
と
同
情
心
と
は
、
ど
う
い
う
関
係
に
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
　
1
6
5

は
、
同
情
心
を
つ
よ
め
て
い
け
ば
、
や
が
て
自
主
的
人
格
た
り
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
（
教
育
上
、
同
情
心
の
一

訓
練
を
、
私
は
重
要
視
し
ま
す
。
今
日
と
い
わ
ず
、
明
日
、
い
な
永
遠
に
、
同
情
心
の
教
育
が
た
い
せ
つ
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
）

以
上
の
三
つ
を
ひ
っ
く
る
め
れ
ば
、
そ
こ
に
、
教
育
愛
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
よ
う
と
思
い
ま
す
。

右
は
、
「
理
想
の
教
師
像
」
　
の
情
的
側
面
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
知
的
側
面
が
あ
り
ま
す
。
今
日
、
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
知
的
側
面
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
論
理
的
思
考
力
の
つ
よ
い
人
で
あ
る
こ
と
。

－
　
分
析
力
（
科
学
的
分
析
力
）
　
の
つ
よ
い
人
で
あ
る
こ
と
　
ー

分
析
力
と
は
、
「
総
合
的
分
析
」
　
の
力
で
す
。



録
　
こ
れ
が
知
的
側
面
で
す
。

付
　
論
理
、
論
理
と
追
っ
て
い
く
力
が
、
論
理
的
思
考
力
で
す
。
こ
れ
は
、
反
面
か
ら
言
え
ば
、
的
確
に
分
析
を
進
め
て
い
く
力
で
す
。

そ
の
よ
う
に
分
析
し
思
考
し
て
い
け
ば
、
も
の
を
正
し
く
組
み
た
て
、
組
織
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
て
、
一
つ
の
独
創

に
達
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
論
理
は
、
開
拓
の
論
理
と
言
え
ま
す
。

以
上
の
情
的
側
面
と
知
的
側
面
と
を
兼
ね
備
え
た
の
が
、
理
想
の
教
師
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
ま
す
。
い
わ
ば
、
愛
と
知
と
を
兼
ね

備
え
た
の
が
、
理
想
の
教
師
で
す
。
こ
れ
を
、
教
師
人
格
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
教
師
人
格
は
、
教
育
技
術
者
と
は
厳
に
区
別
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
す
。
′
今
日
、
ど
う
い
う
教
育
が
必
要
で
あ
る
か
。
′
　
′
明
日
の
た
め
に
は
、
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い
く

こ
と
が
有
意
義
で
あ
る
か
。
ノ
と
い
う
よ
う
な
問
い
へ
の
答
え
は
、
た
だ
の
技
術
教
育
か
ら
は
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
今
日
を
認
識

し
、
未
来
を
考
察
し
て
立
つ
教
師
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
考
察
・
認
識
を
持
っ
た
、
知

と
愛
と
を
兼
ね
備
え
た
教
師
が
、
教
師
人
格
と
言
わ
れ
る
人
だ
と
思
い
ま
す
。

知
的
側
面
と
情
的
側
面
と
を
合
わ
せ
有
す
る
教
師
は
、
生
き
て
は
恐
ら
く
相
手
が
た
を
前
に
し
て
は
、
た
と
え
乱
世
の
な
か
に
あ
っ

て
も
、
自
己
の
胸
に
、
よ
く
清
浄
の
境
地
を
開
き
、
相
手
を
、
な
ん
ら
か
の
高
い
も
の
、
な
ん
ら
か
の
純
な
も
の
へ
近
づ
け
て
い
こ
う

と
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
、
教
師
の
志
魂
が
あ
り
ま
す
。
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あ
　
と
　
が
　
き

こ
の
発
表
に
関
し
て
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
ご
好
意
を
お
示
し
く
だ
さ
り
、
な
お
、
将
来
の
発
表
を
す
す
め
て
く
だ
さ
る
、
新
光
閣
書

店
主
、
山
北
守
男
氏
に
、
深
く
感
謝
し
ま
す
。

昭
和
四
十
五
年
七
月
十
九
日



次
回
発
表
予
定

『
私
の
国
語
教
育
学
』

『
理
の
国
語
教
育
と
情
の
国
語
教
育
』
の
つ
ぎ
に
ま
と
め
た
い

の
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。

学
の
名
を
み
だ
り
に
用
い
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
、
私
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
語
研
究
の
歩
み
を
ね
り
あ
げ
て
、

そ
れ
を
、
私
な
り
の
一
個
の
国
語
教
育
学
に
し
く
む
こ
と
を
、
自

己
の
課
題
と
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

国
語
教
育
の
た
め
に
は
、
国
語
の
学
問
は
ど
う
な
く
て
は
な
ら

な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
学
問
的
根
蘭
に
立
つ
国
語
教
育

の
指
導
原
理
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

沈
潜
し
探
究
し
て
、
発
表
に
つ
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

（

4

5

・

9

　

記

）
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もある。本書は，この解明と定着化をめざして，五か年にわたって実践研
究を重ねた研究グループが国語の指導過程を解明した研究成果である0
＜主要もくじ＞I正しさ確かさを求めて　Ⅱ読解の基礎能力　Ⅲ作文学習の系統
Ⅳ正しさ磁かさを求める国語学習指導　Ⅴ指導の実際　Ⅵ国語科学習指導の系統化

これからの読解指導　　是農芸0呂競議書
東京教育大学教授　倉沢栄吉序　長岡市教委指導主事　小竹省三著　⑳◎

実践の現場は課題に満ちている。この課題をとらえて，理論的にどう発展
させ，どう実践にかえすか－この解決に取り組んだ実際的指導の方法論
＜主要もくじ＞I洪字指導（問題点・形成過程・具体的方法）Ⅱ語い指導（独自な
機能・基本問薗）Ⅲ文の指導計画　Ⅳ説明的文章の指導計画　Ⅴ評価法の改善・…‥

小学校国語科の体系と袈践　富（描）I孟鰐宗
一新指導要領に即して一　　　　　　　　　定価各800円　送料90円

東京教育大学教授倉沢栄吉序佐々木定夫・北村季夫・小塚芳夫編著
新要領の正しい理解のためには，現行の実践上の問題点にも客観的に目を
向け，それが新要領の中でどう解決されているかを確かめねばならない0
＜主要もくじ＞　改訂の趣旨　国語科の目標と内容　目標・内容と取扱いの関係　各
学年における指導計画の作成新要領による指導の実際（開く，話す，読む・書く）



話しことばとその教育 A5判240ページ上製本
定価900円　送料90円

東京教育大学教授　倉　沢　栄　吉　著　　㊤⑳～㊨
話しことばの教育的意義，教師のことば，教師の話法，話し方演習，聞く
・話す指導の理論と実際を，話しことばの人間形成面を重視して詳説。

＜主要もくじ＞I話しことばの教育的意義，Ⅱ教師のことば，Ⅲ教師の教室語法，
Ⅳ教師の話し万病習，Ⅴ聞く・話す指導の実践，Ⅵ聞く・話す指導の年間指導計画。

国語科授業の開発是品豊昌‾芸轟雷
広島大学付属三原中学校教頭　西　原　栄　穂　著　　㊥⑳

授業の創造的開発を意図して，著者がじかに体験したこと，すぐれた先輩
・実践家から得たことを掘り下げ系統化した。実践上の基本問題の解明。

＜主要もくじ＞I国語科教育の反省と自覚，Ⅱ授業開発の構根，授業法の創造（指
導計画の刷新・授業過程の改造），Ⅳ課題に応ずる授業開発（読解・作文・文法‥・）

話し合い活動の指導た助言 A5判232ページ上製本
定価800円　送料90円

－学級会活動を育てる指導・助言の実際一一

文部省教科調査官　青木孝頼・相馬孝之編著　　㊤
児童活動に位置づけられる学級会の話し合い活動が効果をあげるためには
教師の助言に負うところが大きい。指導・助言のあり方を具体的に解明。
＜主要もくじ＞I助言の意義・児童活動と助言，Ⅱ助言についての問題，Ⅲ望まし
い助言（指導過程・事前指導の助言・活動中の助言・事後の助言），Ⅳ助言の実践

掌語学社会科の構造・計画・展開浩志盈票霊。
文部省教科調査官　山　口　康　助　編著　　⑮

新指導要領に基づく社会科の全単元について，内容分析によってまとめら
れた構造図を掲げ，各々の指導計画，展開の実際を具体化した共同研究。
＜主要もくじ＞I新しい社会の新しい維力，Ⅱ新しい指導計画とその展開（第×年
の目標・内容の構造，第×年の単元の計画と展開……）Ⅲ能力を育てる社会科指導

校長の資．質と指導性是農禁昌一芸志禁
文部省教育課程専門委員・東京都板橋第六小学校長　永　保　秋　光　著　⑮㊥

学校教育に関する一切の活動，PTA，地域社会との連携活動における校
長の持つべき指導性と，あるべき姿勢を，経営管理の本質をふまえ詳説。
＜主要もくじ＞　○校長の資質と指導性（経営管理者としての資質・管理者としての
指導性）○学校の現代的課題の追究（粗放観・協業体制の指導性・意志決定・・…・）

小学校学級指導の実際 A5判230ページ上製本
定価900円　送料90円

－いつ・どこで・どう指導するか－
お茶の水女子大学教授　宮田丈夫・山口和久編著　⑮

新指導要領による特活の中の学級指導の目標・内容・取り扱い，指導計画
作成の留意事項を分析し，いつ，どこで，どう指導するかを実践解明。
＜主要もくじ＞　○学級指導の基本（意義・重要性，目標と内容，詩風諷学級指導
と学級経営）○学級指導の実践（給食指導・保健指導・安全指導・図書館の利用）



国　語　科　授　業　入　門　是語呂3昌昌‾孟宗莞歪
一授業の組粒と展開一

広島大学教育学部付属三原中学校教諭　西　原　栄　穂　著　　6◎
国語の授業がとかく平板化し形式化して無感動のものにおちいりやすい傾
向にある。この現状を蘇生させるために教材研究に新たなメスを入れた。
＜主要もくじ＞　工国語の授業（国語教師の姿勢・敬遠したい授業の型）　Ⅱ新しい
学力（高い，生きた学力・国語学力）　Ⅲ国語授党の粗放　Ⅳ授業の展開（具体例）

講座日　本の文学教育。本品編
文学教育の本質，独自の機能は何か，教育構造のなかで文学教育の果たす
役割，その教材編成，指導の方法－などについての理論と実際の解明。
①　文学教育の基礎理論　　　￥800　④　小学校5・6年の文学教育　￥900
◎　小学校1・2年の文学教育　￥800　⑤　中学校の文学教育　　　　学900
⑨　小学校3・4年の文学教育　￥900　　　－付・文学教育研究案内－

作　文　の　指　導　過　程　詩語）
I（低学年）
Ⅲ（高学年）

頚京教育大学教授　倉沢栄吉・青年国語研究会著　⑳　　定価IⅡ巻1200円　Ⅲ巻1300円
実践人的発想による試案，検討修正，実践授業，資料研究，学習の実態，
指導の流れの調査研究，共同討議，背嚢の理論，事後研究をまとめた。
＜主要もくじ＞　各学年の作文指導上の間ま乱点　取材指導一何をどのように捉えるか
構想指導　記述指導　推考指導　評価・処理　指導計画表

偉　文　の　基　礎　能　力　是晶豊芸昌‾謡莞吾人
倉沢栄吉・木藤才蔵序　文部省「作文」実験学校　川崎市立向小学校著　⑳

作文の基礎能力を，文章表現の過程ではたらく力と考え，その過程を取材
・構想・記述・推考の四段階に分け，具体的な作文活動を通して採った。

＜主要もくじ＞I作文の基礎能カー表現過程の分析と調査－（取材段階で働く力・
構想段階で・記述段階で・推考段階で）　Ⅱ作文力を伸ばす指導－その放会と方法

作　文　処　理　の　方　法　是品豊昌・言【孟荒票
新潟県教委指導主事・文部省誠査委員　田　中　久　直　著　⑳

作文の処理をあらゆる角度から研究し，書かせ方を改善すれば，今までよ
りはるかに少ない労力でより一層の効果があげられることを述べている。
＜主要もくじ＞I作文処理がやっかいだと考えられるのは　Ⅱ作文処理の計画を，
どう作ったらよいか　Ⅶどんな事かせかたをすれば効果的な処理ができるか

児童詩の見かたと指導法　是豊鐙‾詣票
東京都済莫教育研究所長　吉　田　瑞　穂　著　⑳

具体的な指導の方法を作品に即して述べた。また作文の時間に資料として
活用されるように，指導のテーマになりうる詩を多く収録，指導法を詳述
＜主要もくじ＞I児蒐詩の歴史的兄かた・塾諦時代・児電詩への転換・児童詩運動
時代……　Ⅱ児童詩の指瑠理論・児童詩の指導と学年段階　Ⅲ児造詣の指導法・・…・



近代国語教育のあゆみ12是農芸冒0芸完ジ羞岩莞合
－遺　産　と　継　承－

倉沢栄吉・滑川道夫・飛田多善雄・増淵垣書・野地溝家　他著　⑳～⑳
近代国語教育の先達の「人と莞続」研究の集成。これら諸先達の業績のな
かに，将来の国語教育の「軍営」や有力な「示唆」が発見される。
＜取上げた人＞1瞥＝丸山林平，志波末島田中豊大路西原慶一，久米井見時枝誠
記鮨沢龍　2巻（近刊）西尾実，石森延男，青田払吉田瑞隠石井庄司，渡辺茂，石黒修

国語教育十二か月　是品豊呂昌‾ジ送志禁
－教材の創造と指導のくふう－

川崎市教委指導主事　森久保安美著　　⑳
新しい学習指導要領の方向に即して，作文，読書，聞く・話す指導といっ
た領域に特に重点をおき，創意ある指導事例と資料を豊富に収録した。
＜主要もくじ＞　作文指導の出発，物語の読み聞かせ，正しい美しい文字，放送教材
読書感想，聞く・話す教材と学習レコード，朗読指執読書の記録，スケッチとメモ…

新しい国語科と読解指導　是豊鐙‾ジ送志莞書
茨城県真壁小学校長　稲川三郎著　　⑳

新しい国語科指導要領のなかの，特に読解指導の億域について，その改善
のポイントをおさえ，どう現場で実践に移すかの具体的方法を詳述した。
＜主要もくじ＞　国語教育はどう改まるか，読解指導の仕組み，目標のおさえ，読み
の指導，要旨のとらえ，ことばに関すること，文字指数　語句指導，読替能力・……

中学生の詩の指導
鑑賞と添　　B6判240ページ　上製本
削の実際　　定価600円　送料70円

加須市立昭和中学校教諭　神　田　亮　著　　⑳
生徒が詩を書いてきたらどう指導するか，詩への開眼を早めるには，詩を書
く姿勢は－鑑賞から入門期の指導，添削の実際を作品に即して示した。
＜主要もくじ＞　中学生の詩の指導（情緒を・言葉への目を）詩の鑑貿（山頂から・
木・からまつ）入門期の作詩指導（連想を・見ることを）詩の添乳　詩への登撃…

問題創造の学習過程　是孟豊3昌‾ジ送志禁書
－主体的学習の宍践理論－

劃1惧飯山北小学校長　野　田　弘　編著　　⑳
主体的学習とは，児童自からの問題創造であり，問題解決である。その創
造と解決を全教科の学習過程に求めて，効果的な指導の原理と方法を探求。
＜主要もくじ＞　I結果主義から経過主義へ　Ⅱ問題をつくる　Ⅲ問題に対する反
応　Ⅳみんな手をあげる（絵挙手運動）Ⅴ教材化研究　Ⅵこんな子どもを育てたい

社会科検証学習の展開　是晶豊芸昌‾ジ送講書
松戸市教育研究痍長　鈴木喜代春編著　　⑳　⑳

「問題」の系統という形で，児童・生徒が取り組む中心課題の系列を，小学
1年から中学3年にわたって明示し，それを学年ごとの構造図にまとめた。
＜主要もくじ＞l検証学習の指導過程　Ⅱ検証学習と「問題」の系統（問題の設
定・問題を引き出す構造図70例）Ⅲ検証学習の展開　Ⅳ検証学習と子どもの成長



小学校学　級　会　活　動　㌫豊需品講書入
文部省教科調査官　青木孝赦・相馬孝之編著

学級会活動は，学級という集団生活の場の自治的活動だけなのか。それと

も，各教科の学習だけでは得にくい人格性，とくに市良性の訓練の場とし
て，教師が特定の指導計画にもとづいて指導する債域であろうか。
＜主要もくじ＞　学級会活動の性格　①特活における位置　②教育的価値　③内容と
運営　学級会活助の課題　意義や目棟・内容をめぐる問題・・…　学級会活動の実践

中学校学　　級　　活　　動
A5判392ページ上製箱入
定価950円　送料90円

文部省教科調査官　飯田芳郎・相馬孝之病
再編された「学級活動」について，特活の本質をあくまでも忘れず，そこ
に教師の適切な指導がどのように展開されるかを，実践的に解明した。
＜主要もくじ＞I学級活動の性格（教育課程化の前進に・特活での位置・価値）
Ⅱ学級活動の課題　Ⅲ学級括動の実践（1”3学年別）Ⅳ進路指導と学級活動

小学校ク　ラ　ブ　活　動
A5判254ページ上製本
定価750円　送料90円

文部省教科調査官　青木孝東・石崎　庸編著
「特技をもつ指導者にとって実に容易である」といった誤った考え方によ
って，本質にそむくクラブ活動を今なお実施している学校が少なくない0
く主要もくじ＞クラブ活動の性格　特活における位置・特質・内容・ねらいクラ
ブ活動の内容クラブ活動運営の実際　実施上の諸問題＝…・

思考過程の分析と評価
一理解・表現・思考能力開発のために－

A5判200ページ上製本
定価760円　送料90円

文部省元教科調査官　沖山　光編著　東京都調布第二小学校著（小）
各学年の問題文に対する，読解思考過程の構造の分析・調査と考察を通し
て，児童の思考の実態を明らかにし，思考学習の深化をはかった労作。
＜主要もくじ＞　読解における思考調査と考察　基本的思老過程構造の分析　問題文
素点の出し方　採点基準　思考持続の実嬢と考察　児童の思考傾向　思考偉力の診断

詩　の　授　業
鑑賞指導の　　A5判別0ページ上製本
理論と実際　　定価800円　送料90円

日本文学教育連盟編　　　　　（小）（中）
詩教材の選定と指導の方法・過程の実践的解明。本書は共通教材として多
くの人によって実践され，集団の討議を経て形成された研究成果である。
＜主要もくじ＞　詩の教材研究と授業過程　詩の授業の実際（かたつむり・どうぶつ
えん・少年の歯・カーチヤ・橋・山・第三の火・基裸・東京ノ鍵）　詩基本教材表

新しい国語科と作文指導　是品豊3昌‾羞志莞昌
一新手旨導要領にもとづく指導の展開一

茨城県真壁小学校長　稲川三郎著　　　　　（小）

指導要領の改訂で，実践上特に困難な点が多いとされている作文指導を，
誰にもよくわかり，直ちに実践に移せるよう，基礎的問題から解説した。
＜主要もくじ＞　作文教育の目標　作文指導の領域　書く技能の見極め　年間計画の
立て方　取材指導　構想指導　記述推考　鑑賞指導　読書感想文　想像文　生活文‥・



国　語　教　育　論　要　就　農譜霊ジ諾禁
東京教育大学教授　倉　沢　栄　吉　著　⑳～⑳

実践研究者が，それぞれの研究領域に各自の理論を打ち立て体系化するこ
とを願って国語教育の基本問題を網羅，抱括的視点を具体的に提示した。
＜主要もくじ＞　王国語教育の動向　Ⅱ国語学習指導実践上の諸問題　Ⅲ聞くこと・
話すことの指導　Ⅳ読むことの指導　Ⅴ読解と作文指導　Ⅵ書くことの指導

明　日　への国語教育　　是認謂昌‾竃志莞書
－問題とその解決を求めて－

東京教育大学教授　倉沢栄吉・九国研著　⑳

聞く・話す，読む，書くの指導研究，四領域の関連と一貫性等，実践的立
場から論究。理論と実践に裏づけられた明日への国語教育の指標を示す。
＜主要もくじ＞　I国語教育実践の理論的前提　Ⅱ聞くこと・話すことの学習指導
Ⅲ読むことの学習指導　Ⅳ事くことの学習指導　Ⅴ四領域の関連と一貫性

国語教科書の見方・扱い方
新潟県教委指導主事・文部省調査研究要員　田中久直　編著　⑳

B6判280ページ上製本
定価650円　送料70円

新年度から使用される各種新国語教科書の特質を明らかにし，それぞれの
見方・扱い方の方向を示し，また年間指導計画改訂の資料を提供している。
＜主要もくじ＞I研究の概要　Ⅱ教材の粗放・構成　Ⅲ聞く・話すの教材　Ⅳ読む
ことの教材　Ⅴ作文教材　Ⅵことばに関する事項の教材　Ⅶ資料の内容と構成………

創‖造性開発の授業　　是品習諾昌∵ジ送志莞書
－一読総合法による教育革新の記録－

文学博士　波多野完治序・横浜市立奈良小元校長　林道治著　⑳

一読総合法を軸とする奈良小のすばらしい教育は，どういうプロセス・動
校で生まれ育ったか，今までに書いてなかったテーマが明らかにされた。
＜主要もくじ＞　奈良小へ・子どもの国作り・授業革新への体制・授業革命への胎動
・一読総合法が授業革命を導く・生活とことばと人間作り・だれもが尊重される教室

遺徳意諭の特質と指導法　　是認器昌一芸志禁
広島大学教授　内海駁監修・越智通敏　著　⑳⑳

道徳時間の指導は道徳意識がいかなるものかその特質を知らず鞋行なうこ
とはできない。このおさえ方が不充分であると指導法を誤ることになる。
＜主要もくじ＞　I道徳的意識　Ⅱ体験的意識と指導　Ⅲ反省的意識と指導　Ⅳ判断
的意識と指導　Ⅴ心情的意識と指導　Ⅵ主体的意識と指導　Ⅶ道徳指導の余論

現場の
た　め　の 教　育　研　究　法　　工－∴〔ニー∴∴言
国立教育研究所長　平塚益徳　序・小野寺明男著　⑳㊥

教育研究のための現場からの要望にこたえた　ミ実際的な教育研究法の手び
きミ。各教育研究所で行なわれる，研修会のテキストとしても最適の書。
＜主要もくじ＞　I研究問題の設定　Ⅱ資料収集の方法　Ⅲ調査の要傲　Ⅳ調査結果
の統計的処理　Ⅴ資料処理上の留意点　Ⅵ理解や思考の研究　Ⅶ実験的研究……・…・・




