
「
国
表
岬
の
カ
」
の
成
立
過
程
　
　
謝

1

国

語

教

育

学

説

史

研

究
野
　
　
地

一
四
　
(
つ
づ
き
)

「
国
語
の
力
」
の
第
五
輩
「
国
文
学
の
体
系
」
に
は
、
夏
目
淑
石
の
講
演
記

録
「
創
作
家
の
態
度
」
か
ら
、
二
三
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
第
二
節
「
認
識
の
統
こ
に
は
、
淑
石
の
「
創
作
家
の
態
度
」

か
ら
'
つ
ぎ
の
よ
う
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
文
学
の
本
質
に
就
い
て
は
こ
1
に
詳
し
-
い
う
余
裕
が
な
い
の
で
あ
る

が
、
唯
こ
～
に
必
要
な
る
点
の
み
を
挙
げ
て
S
,
え
ば
'
『
文
学
の
本
質
』
を
'

そ
の
根
源
に
於
て
こ
れ
を
神
と
い
い
'
生
命
と
い
い
、
人
性
と
い
い
、
何
々
と

い
い
換
え
る
こ
と
は
素
よ
り
少
し
も
妨
げ
な
い
。
併
し
な
が
ら
時
と
処
と
人
を

離
れ
て
高
次
的
な
る
立
場
か
ら
見
る
時
に
、
作
品
の
内
面
を
一
貫
す
る
精
神
は
、

常
に
人
性
の
紛
糾
を
統
f
し
て
統
1
を
求
む
る
作
用
の
無
限
の
連
続
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
否
む
何
等
の
理
由
も
見
出
さ
れ
な
い
。
即
ち
文
学
の
本
質
は
普
遍

を
憧
恨
す
る
精
神
の
持
続
的
展
開
で
あ
り
'
精
神
の
混
沌
を
克
服
し
て
晴
朗
な

る
心
境
を
廻
望
す
る
精
神
の
進
展
に
外
な
ら
ぬ
。
文
学
を
読
む
の
は
此
の
如
き

永
恒
的
な
る
形
象
の
流
動
を
読
む
こ
と
で
あ
る
o
夏
目
氏
が
創
作
家
の
髄
心
度
を

論
じ
た
中
に
'
其
撃
に
道
を
求
む
る
心
が
常
に
懐
く
無
限
の
憧
憶
を
説
-
に

『
時
鳥
平
安
城
を
す
ぢ
か
ひ
に
』
の
句
を
用
い
て
、
『
お
や
と
い
う
中
に
時
鳥

由

¥

^

m

i

も
筋
運
も
消
え
て
し
ま
う
が
、
平
安
城
す
ぢ
か
ひ
に
と
い
う
瞬
間
の
働
き
を
、

さ
も
永
久
の
状
態
の
如
く
保
存
に
便
に
す
る
よ
う
に
ま
と
め
る
。
こ
う
し
た
考

が
頭
の
中
に
た
ま
っ
て
広
く
な
り
深
-
な
る
と
、
こ
の
全
体
の
気
分
に
応
じ
た

も
の
を
客
観
的
に
捻
出
し
よ
う
と
す
る
。
あ
ゝ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と

悶
-
よ
う
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
無
限
の
恒
慌
と
か
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
.
』

と
い
わ
れ
た
比
倫
も
お
も
し
ろ
く
思
う
。
時
烏
は
勿
論
、
平
安
城
も
変
っ
て
し

ま
っ
て
も
、
筋
違
い
に
飛
び
去
っ
た
声
は
、
永
久
の
今
に
生
き
て
、
鮮
か
に
響

い
て
居
る
。
文
学
の
本
質
は
常
に
文
化
が
未
完
成
の
状
態
で
そ
れ
を
持
続
す
る

よ
う
に
、
無
限
の
憧
憶
に
生
き
て
連
続
す
る
。
文
学
を
透
し
て
読
も
う
と
思
う

も
の
は
へ
　
そ
の
内
面
を
貫
い
て
慣
存
す
る
こ
の
本
質
で
あ
る
.
瓦
し
て
我
々
が

文
学
の
読
方
を
考
え
る
の
は
'
本
質
の
読
方
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
読
む
前

に
、
自
己
を
深
め
高
う
せ
ん
と
欲
す
る
必
要
の
要
求
か
ら
追
い
立
て
ら
れ
て
文

学
に
向
う
に
外
な
ら
な
い
。
読
む
こ
と
は
そ
の
作
用
に
依
り
て
新
し
い
人
格
と

文
化
と
の
創
造
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
.
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
へ

二
三
七
-
二
三
八
ペ
)

右
の
文
章
中
の
「
創
作
家
の
態
度
」
か
ら
の
概
括
引
用
は
、
澱
石
の
講
布
記
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録
「
創
作
家
の
態
度
」
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
部
分
(
段
落
)
か
ら
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
O

「
我
々
は
我
々
の
気
分
(
主
観
の
内
容
)
を
非
我
の
世
界
か
,
カ
得
ま
す
.
然

し
非
我
の
世
界
は
器
械
的
社
則
の
平
衡
を
持
っ
て
始
め
て
落
ち
付
-
も
の
で
あ

マ
マ

り
ま
す
。
も
し
此
平
衡
を
失
え
ば
す
ぐ
に
崩
れ
て
仕
舞
い
ま
す
.
従
っ
て
自
分

が
こ
う
亭
っ
気
分
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
時
に
'
其
気
分
を
起
し
て
-
れ
る
非

我
の
世
界
の
形
相
が
具
っ
て
居
ら
ん
事
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
非
我
の
世
界
を

支
配
す
る
器
械
的
法
則
が
我
の
気
分
に
応
じ
て
働
い
て
は
呉
れ
ま
せ
ん
O
そ
こ

で
此
法
則
の
運
行
と
自
分
の
気
分
と
'
合
体
し
た
時
、
即
ち
自
分
が
か
-
な
り

た
い
と
兼
々
希
望
し
て
い
た
か
の
如
き
気
分
を
生
ず
る
と
き
の
非
我
の
形
相

を
、
常
住
の
公
式
に
嗣
訳
し
よ
う
と
す
る
の
が
我
々
の
欲
望
で
あ
り
ま
す
O
例

え
ば
時
鳥
平
安
城
を
筋
運
に
と
云
う
俳
句
が
あ
り
ま
す
。
平
安
城
は
器
械
的
法

則
の
平
衡
を
保
っ
て
存
在
し
て
居
る
の
だ
か
ら
'
そ
う
無
暗
に
崩
れ
て
は
し
ま

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
す
ら
明
治
の
今
日
に
は
見
る
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
況
ん
や
時

鳥
は
早
い
烏
で
あ
り
ま
す
。
又
其
の
鳥
が
筋
達
に
通
る
所
も
'
始
終
は
あ
り
ま

う
で
も
な
い
t
と
も
が
く
桜
に
な
り
ま
す
。
之
を
形
容
し
て
'

よ
く
西
洋
人
亦

の
云
う
口
調
を
借
り
て
申
し
ま
す
と
'
無
~
眼
の
~
恒
恨
　
(
i
n
f
i
n
i
二
o
n
g
i
n
g
)

a
i

と
か
に
な
る
の
で
し
よ
う
。
.
私
は
昔
し
大
学
に
居
っ
た
頃
此
字
を
見
て
何
の
事

せ
ん
。
お
や
と
云
う
う
ち
に

時
烏
も
筋
遠
も
消
え
て
仕
舞
い
ま
す
。
消
え
て
仕

舞
う
以
上
は
其
の
時
の
気
分
に
な
り
た
く
っ
て
も
T
寸
な
れ
な
い
か
ら
'
平
安
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ハ

り
乱
れ
る
と
し
ま
す
。
広
-
な
り
深
-
な
る
と
見
ま
す
。
す
る
と
一
揮
奇
妙
な

気
分
に
な
り
ま
す
。
此
の
気
分
を
構
成
す
る
一
部
一
部
は
'
非
我
の
世
界
に
之

れ
に
相
応
す
る
形
相
を
発
見
し
も
し
く
は
想
像
す
る
事
が
出
来
ま
す
が
、
脚
の
暮

・
∵
_
.
、
　
　
-
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

あ
り
ま
す
。
花
で
も
足
り
な
い
。
女
で
も
面
白
く
な
い
。
あ
ゝ
で
も
な
い
'
こ

マt'

だ
か
分
り
ま
せ
ん
で
し
た
O
そ
れ
で
も
難
有
が
っ
て
振
り
過
し
て
い
ま
し
た
o

今
で
も
実
は
分
り
ま
せ
ん
。
私
は
解
釈
丈
は
出
来
ま
す
が
。
本
当
の
所
i
n
f
i
n

i
二
〇
n
g
i
n
g
と
云
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
是
非
も
御
座
い
ま

せ
ん
。
然
し
私
の
様
に
説
明
す
れ
ば
と
も
か
く
も
形
容
の
詞
な
の
で
す
か
ら
、

そ
れ
で
差
支
御
座
い
ま
す
ま
い
。
と
に
か
く
、
そ
ん
な
形
容
を
使
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
気
分
が
起
り
ま
し
て
へ
煩
悶
致
し
ま
す
。
煩
悶
し
て
ど
う
か
発
表
し

た
い
と
す
る
が
発
表
出
来
な
い
。
出
来
な
い
で
仕
舞
え
ば
夫
迄
で
あ
り
ま
す
が
'

せ
め
て
不
完
全
な
が
ら
十
の
1
で
も
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
と
、
是
非
と
も
象
徴

†
†

に
訴
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
'
十
の
も
の
を
十
丈
あ
ら
わ
さ
な
い
で
-
あ
ら

マ
†

わ
さ
な
い
と
云
っ
て
は
間
道
に
な
り
ま
す
。
あ
ら
わ
せ
な
い
の
で
す
。
で
己
を

得
ず
1
丈
に
し
て
巳
め
て
置
く
叙
述
で
あ
り
ま
す
.
無
論
気
分
を
気
分
と
し
て

a
;

あ
ら
わ
す
な
ら
、
大
に
悲
し
い
と
か
少
々
梧
し
い
と
か
云
う
丈
で
、
始
め
か
ら

a
;

表
わ
せ
る
表
わ
せ
な
い
の
議
論
を
す
る
必
要
が
な
い
の
で
す
が
、
此
深
い
様
な

広
い
様
な
複
雑
な
様
な
気
分
の
対
象
を
'
客
観
的
な
る
非
我
の
世
界
に
見
出

M
i

そ
う
と
す
る
と
十
の
気
分
を
T
の
形
相
で
代
表
さ
せ
て
'
残
る
九
は
此
象
徴
を

通
じ
て
思
い
起
す
様
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
然
し
な
が
ら
元
来
之
は
本

人
す
ら
無
理
な
事
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
他
人
に
は
余
程
通
用
し
悪
く
な

る
訳
で
あ
り
ま
す
。
一
を
聞
い
て
十
を
知
る
と
云
う
郡
が
あ
り
ま
す
が
'
一
を

見
て
十
を
感
ず
る
人
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
事
で
す
.
し
か
も
1
を
見
て
十
を

>
t

感
ず
る
、
其
感
じ
か
た
が
へ
云
い
あ
ら
わ
し
た
本
人
と
T
致
し
て
い
る
か
ど
う

マ
マだ

に
至
る
と
甚
だ
六
づ
か
し
い
問
題
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
象
徴
と
し
て
使

う
も
の
は
非
我
の
世
界
中
の
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
其
の
暗
示
す
る
所
は

o

ヽ
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自
己
の
気
分
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
お
れ
の
気
分
で
あ
っ
て
、
非
常
に
厳
密

に
言
う
と
他
人
の
気
分
で
は
な
い
、
外
物
の
気
分
で
は
無
論
な
い
。
と
云
う
傾

a
s

向
の
あ
る
所
か
ら
此
種
の
象
徴
を
主
観
的
髄
箆
の
第
三
段
に
置
い
て
、
数
学
の

m

公
式
杯
の
対
と
見
立
て
ま
し
た
O
　
(
シ
モ
ン
ズ
の
仏
酉
関
の
象
徴
派
を
論
じ
た

文
の
な
か
に
'
こ
ん
な
句
が
あ
り
ま
す
。
『
我
々
が
林
中
の
木
を
一
本
々
々
に

a
;

叙
述
す
る
の
煩
を
避
け
て
、
自
然
を
怖
れ
て
逃
が
れ
と
す
る
が
如
-
も
て
な
す

a
;

と
、
芳
自
然
に
近
-
な
り
ま
す
o
又
普
通
の
俗
人
は
日
常
の
雑
事
を
捉
え
て
実

在
に
触
れ
て
い
る
と
考
え
て
居
り
ま
す
が
'
是
等
の
煩
改
な
事
件
を
掃
蕩
し
て

二
;
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
こ
;

仕
窄
っ
と
'
莞
人
間
に
近
-
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
世
界
に
先
っ
て
生
じ
、
a
:

世
界
に
後
れ
て
残
る
べ
き
人
間
の
本
体
に
近
づ
-
も
の
で
あ
り
ま
す
』
此
人
は

又
カ
ー
ラ
イ
ル
の
語
を
引
用
し
て
居
ま
す
。
『
真
正
の
象
徴
は
明
ら
か
に
又
直

接
に
、
無
限
を
あ
ら
わ
し
て
居
る
.
無
限
は
象
徴
に
よ
っ
て
有
限
と
合
体
す
る
。

眼
に
見
え
る
様
に
な
る
。
恰
も
達
せ
ら
る
1
か
の
如
-
に
見
え
る
』
此
二
人
の

言
葉
は
多
少
i
n
f
i
n
i
t
e
l
o
n
g
i
n
g
と
同
じ
く
'
柳
か
形
容
の
言
葉
の
様
に
も

思
わ
れ
ま
す
が
'
御
参
考
の
為
に
こ
1
に
引
い
て
置
き
ま
す
)
」
　
(
雑
誌
「
ほ

と
と
ぎ
す
」
'
明
治
4
1
年
4
月
1
日
、
は
と
1
ぎ
す
発
行
所
刊
、
三
九
～
四
二

ペ
、
傍
線
部
は
引
用
者
.
)

垣
内
松
三
先
生
の
「
国
語
の
力
」
へ
の
引
用
は
、
右
の
文
章
に
付
し
た
傍
線

部
と
の
照
合
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
'
原
文
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
.
欺
石

み
ず
か
ら
は
'
「
無
限
の
憧
慌
」
　
(
i
n
f
i
n
i
t
l
o
n
g
i
n
g
)
　
に
つ
い
て
も
、
確

信
を
も
っ
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
o
ほ
ん
と
う
の
所
'
i
n
f
i
n
i
t
l
o
n
g
-

i
n
g
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
垣
内
先
生
は
、
「
真
撃

に
迫
を
求
む
る
心
が
常
に
懐
く
無
限
の
恒
保
を
説
く
に
」
と
述
べ
ら
れ
、
要
約

引
用
を
し
つ
つ
'
無
限
の
憧
恨
と
か
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
1
応
「
無
限
の

憧
恨
」
へ
落
ち
つ
か
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ら
れ
る
。
本
来
'
垣
内
松
三
先
生
が
、

「
国
語
の
力
」
の
こ
の
個
所
で
強
調
し
た
か
っ
た
の
は
、
「
文
学
の
本
質
」
と

は
な
に
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
O
す
な
わ
ち
、
「
文
学
の
本
質
渦
普
遍
を
憧

恨
す
る
相
神
の
持
続
的
展
開
で
あ
り
'
精
神
の
混
沌
を
克
服
し
て
晴
朗
な
る
心

境
を
観
望
す
る
精
神
の
進
展
に
外
な
ら
ぬ
o
」
と
し
、
「
文
学
の
本
質
は
常
に

文
化
が
未
完
成
の
状
態
で
そ
れ
を
持
続
す
る
よ
う
に
'
無
限
の
慌
悦
に
生
き
て

連
続
す
る
.
文
学
を
透
し
て
読
も
う
と
思
う
も
の
は
へ
　
そ
の
内
面
を
貫
い
て
億

存
す
る
こ
の
本
質
で
あ
る
。
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

淑
石
が
「
無
限
の
慌
恨
」
　
(
i
n
f
i
n
i
t
 
l
o
n
g
i
n
g
)
を
、
か
な
り
柔
軟
に
論
じ

て
お
り
へ
非
我
の
世
界
.
(
形
相
)
〓
我
々
の
気
分
に
つ
い
て
考
察
し
っ
つ
'
象

徴
を
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
'
垣
内
松
三
先
生
は
'
「
無
限
の
慣
性
」
を
文

学
の
本
質
の
問
題
と
し
て
の
み
切
り
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ

は
い
か
に
も
垣
内
好
み
の
断
章
の
し
か
た
で
あ
る
。

「
創
作
家
の
態
度
」
は
、
明
治
四
十
一
年
(
1
九
〇
八
)
　
二
月
-
五
日
へ
神

田
の
青
年
会
館
に
お
け
る
朝
日
講
演
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
講
演
で
あ
っ
た
。

そ
の
講
演
記
録
は
、
訂
正
を
へ
て
'
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
　
(
明
治
四
1
年
四
月
1

日
)
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
.
こ
の
講
演
記
録
に
つ
い
て
は
、
小
宮
票
隆
氏
が

「
『
創
作
家
の
髄
心
度
』
も
亦
、
旗
石
の
『
文
学
論
』
の
継
続
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
れ
は
『
作
物
の
批
評
』
に
対
す
る
『
写
生
文
』
の
場
合

の
よ
う
に
、
概
論
的
で
あ
る
よ
り
も
各
論
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
も

こ
れ
が
'
当
時
文
境
に
流
行
し
て
い
た
自
然
主
義
論
に
対
す
る
批
判
を
目
標
と

し
て
い
る
点
で
は
'
『
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
』
と
同
じ
よ
う
に
'
こ
れ
は
学
問

的
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
批
評
的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
で
も
あ
っ

た
。
同
じ
性
質
の
も
の
に
又
'
こ
こ
に
採
録
さ
れ
て
は
い
な
い
が
'
後
の
訊
坊

『
文
芸
と
道
徳
』
が
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
三
つ
の
も
の
は
、
滑
石
の
根
本
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的
な
自
然
主
義
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
当
時
文
壇
で
は
'
い
ろ
ん
な
人

に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
自
然
主
義
論
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
淑
石
ほ
ど

徹
底
的
に
心
理
的
に
倫
理
的
に
自
然
主
義
に
就
い
て
考
え
た
人
は
な
か
っ
た
と

言
っ
て
い
い
.
」
　
(
「
敦
石
全
集
」
第
二
十
巻
へ
昭
和
3
 
2
年
2
月
2
7
日
、
岩
波

雷
店
刊
、
二
六
四
-
二
六
五
ペ
)
と
述
べ
て
い
る
.

つ
ぎ
に
、
「
国
語
の
力
」
第
五
章
「
国
文
学
の
体
系
」
、
第
四
節
　
動
機
と

偲
心
度
　
に
お
い
て
は
'
「
創
作
家
の
館
山
度
」
か
ら
、
左
の
よ
う
に
引
か
れ
て
い

る
。「

こ
1
に
動
機
と
い
う
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
擬
古
典
主
義
、
イ
ギ
-
ス

に
於
け
る
古
典
文
学
の
勃
興
、
イ
ギ
-
ス
に
於
け
る
浪
泣
主
義
と
い
う
よ
う
な

題
目
を
取
扱
う
の
で
あ
る
が
、
右
二
氏
は
キ
ョ
ル
チ
ン
グ
の
『
文
学
思
潮
』
を

そ
れ
と
同
じ
意
味
に
用
い
て
屠
る
.
然
し
こ
の
間
に
は
な
お
考
え
て
見
る
べ
き

問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
夏
目
氏
の
『
創
作
家
の
態
度
』
に
於
て
明
か
に
動
機

を
否
定
し
て
、
『
作
物
を
区
別
す
る
の
に
'
あ
る
時
代
の
、
あ
る
個
人
の
特
性

を
本
と
し
て
成
り
立
っ
た
其
々
主
義
を
以
て
す
る
代
り
に
、
古
今
東
西
に
捗
っ

て
あ
て
は
ま
る
枝
に
、
作
家
も
時
代
も
批
れ
て
'
作
物
の
上
に
の
み
あ
ら
わ
れ

た
特
性
を
以
て
す
る
事
で
あ
り
ま
す
』
と
い
う
時
に
は
、
ム
J
フ
メ
ン
ト
と
異

っ
た
『
作
物
の
上
の
特
性
』
が
現
わ
れ
る
O
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
'

二
四
二
ペ
)

ま
た
、
同
じ
節
の
後
半
に
、
左
の
よ
う
に
も
引
か
れ
て
い
る
。

「
然
ら
ば
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
外
に
、
尚
お
別
に
文
学
の
読
方
の
見
当
づ
け
と

し
て7

　
文
学
思
潮

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
そ
れ
は
動
機
が
他
の
全
て
を
含
む
よ
う

に
'
そ
の
『
動
機
』
　
(
動
機
・
創
作
主
義
を
歴
史
的
反
動
の
中
に
見
る
の
で
な

マ
マ
　
　
　
　
　
　
サ
ツ
ブ
ル
ノ
ン
ト

-
、
其
は
相
互
に
　
相
　
克
　
と
し
て
協
同
し
て
『
文
学
』
を
完
成
せ
し
む
る

作
用
の
作
用
で
あ
る
と
し
て
)
を
も
こ
の
中
に
含
む
時
に
、
 
、
各
国
民
文
学
の
歴

史
的
展
開
の
み
な
ら
ず
'
『
文
学
そ
れ
自
体
』
の
展
開
も
此
立
場
に
於
て
そ
の

作
品
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
し
て
夏
目
氏
が
'

}
}

『
結
果
と
見
ら
る
べ
き
作
物
を
棄
て
て
原
因
と
認
む
べ
き
或
物
の
方
か
ら
説
明

し
、
滞
る
代
り
に
流
を
下
っ
て
来
る
方
が
善
い
訳
に
な
り
ま
す
.
つ
ま
り
角
が

あ
る
か
ら
牛
で
'
鱗
が
あ
る
か
ら
魚
だ
と
い
う
代
り
に
'
発
生
学
か
ら
出
立
し

て
'
ど
ん
な
具
合
に
牛
が
出
来
、
ど
ん
な
具
合
に
魚
が
出
来
る
か
を
究
め
た
方

が
、
何
だ
か
事
件
が
落
着
し
た
様
な
心
持
が
致
し
ま
す
』
と
い
い
、
モ
ウ
ル
ト

J
.
1
ス
ト
p
-
　
　
　
　
　
　
　
エ
ポ
ル
ー
シ
ヨ
ン

ン
が
'
文
学
史
は
『
歴
史
』
で
な
い
、
『
　
展
　
開
　
』
で
あ
る
と
考
え
て
居

る
如
く
、
文
学
の
本
質
の
読
方
は
こ
の
立
場
に
於
て
始
め
て
生
々
し
た
作
用
と

な
る
の
で
あ
る
。
」
　
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
二
四
三
～
二
四
四
ペ
)

右
に
引
い
た
二
つ
の
部
分
は
'
源
石
の
講
拐
記
録
「
創
作
家
の
態
度
」
の
つ

ぎ
の
段
落
か
ら
採
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
(
四
)
も
う
1
つ
庫
し
て
本
題
に
入
る
積
り
で
あ
り
ま
す
が
、
是
は
純
粋

な
る
歴
史
的
研
究
と
は
云
え
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
迄
述
べ
た
三
ヶ
条
は

み
な
文
学
史
に
連
続
し
た
発
展
が
あ
る
も
の
と
認
め
て
、
巧
臼
を
棄
て
1
浸
り
に

新
を
追
う
弊
と
か
、
偶
然
に
出
で
来
た
人
間
の
作
の
為
め
に
何
主
義
と
云
う
名

マ
マ

を
冠
し
て
、
作
其
物
を
是
非
此
主
義
を
代
表
す
る
様
に
取
り
扱
っ
た
結
果
、
蚤

当
を
欠
く
に
も
拘
ら
ず
之
を
飽
く
迄
も
取
り
別
し
難
き
w
h
o
l
e
と
見
倣
す
弊

や
、
或
は
漸
移
の
勢
に
つ
れ
て
此
主
義
の
意
義
が
変
化
を
受
け
て
混
雑
を
来
す

弊
を
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
1
に
申
す
事
は
歴
史
に
関
係
は
あ
り
ま
す
が
、

言
　
　
言
　
　
　
.
_
-
.
'
サ
_
・
-
-
に
つ
∵
　
　
　
　
　
∵

4

る
の
に
、
あ
る
時
代
の
、
あ
る
個
人
の
特
性
を
本
と
し
て
成
り
立
っ
た
其
々
主
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∴

　

　

　

、

い
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方
が
、
、
何
だ
か
事
件
が
落
着
し
た
様
な
心
持
が
致
し
ま
す
。

も
離
れ
て
'
作
物
の
上
に

の
み
あ
ら
わ
れ
た
特
性
を
以

て
す
る
事
で
あ
り
ま
す
。

既
に
時
代
を
離
れ
、
作
家
を
離
れ
'
作
物
の
上
に
の
み
あ
ら
わ
れ
た
特
性
を
以

て
す
る
と
云
う
以
上
は
、
作
物
の
形
式
と
題
目
と
に
因
っ
て
分
つ
よ
り
外
に
致

し
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
形
式
か
ら
し
て
作
物
を
区
別
す
る
詩
と
散
文
と
に

な
り
ま
す
o
是
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
事
で
改
め
て
云
う
程
の
必
要
も
認
め
ま

せ
ん
o
詩
と
散
文
と
区
別
し
た
か
ら
と
云
っ
て
創
作
家
の
態
度
が
努
髭
し
に
く

い
の
で
す
。
分
け
な
い
よ
り
増
し
か
も
知
れ
な
い
が
'
分
け
た
所
で
大
し
た
利

益
も
出
て
来
な
い
様
で
す
o
次
に
問
題
か
ら
し
て
作
物
の
種
類
別
を
す
る
と
先

ず
出
来
事
を
む
い
た
も
の
を
叙
事
詩
(
是
は
希
腿
の
作
を
土
台
に
し
て
付
け
た

マ
t
・

名
だ
か
ら
、
我
々
は
叙
事
文
と
云
っ
て
も
椛
い
ま
せ
ん
)
と
名
づ
け
た
り
。
自

M
i

己
の
感
情
を
泳
じ
た
も
の
だ
か
ら
叙
情
詩
(
是
も
叙
情
文
と
し
て
も
よ
ろ
し
い
)

マ
マ

と
申
し
た
り
。
性
格
を
描
い
た
り
'
人
生
を
写
し
た
り
す
る
ん
で
小
説
と
か
戯

m
;

曲
と
か
の
部
類
に
編
入
し
た
り
.
或
は
静
物
を
模
写
す
る
ん
で
叙
景
文
と
号
す

る
様
な
分
打
法
で
あ
り
ま
す
.
血
分
類
に
な
る
と
多
少
細
か
に
な
り
ま
す
か

ら
、
詩
と
散
文
の
区
別
よ
り
幾
分
か
創
作
家
の
態
度
を
軍
っ
郡
が
出
来
て
、
随

分
重
宝
で
は
あ
り
ま
す
が
、
是
れ
と
て
も
与
え
ら
れ
た
作
物
を
与
え
ら
れ
た
な

マ
マ

り
に
取
り
扱
う
丈
で
、
其
特
性
を
概
括
す
る
に
と
ゞ
ま
っ
て
仕
舞
い
や
す
い
か

ら
、
夫
よ
り
以
上
に
調
っ
て
'
も
う
少
し
奥
か
ら
'
こ
う
云
う
立
場
で
、
こ
う

変
化
す
る
と
小
説
が
出
来
る
、
こ
う
変
化
す
る
と
叙
情
詩
が
出
来
る
と
迄
は
漕

ぎ
付
け
て
い
な
い
の
が
多
い
。
そ
こ
迄
漕
ぎ
付
け
な
い
以
上
は
'
疎
か
ら
'
紺

∴

∵

　

　

　

㍉

‥

・

*

.

　

∴

　

　

　

し

ヨ
捌
引
用
剖
叫
1
固
割
当
J
U
引
剖
州
瑚
制
司
盟
「
淵
引
割
判
1
4
割
引
矧

る
か
ら
年
で

鱗
が
あ
る
か
ら
魚
だ
と
1
亨
っ
代
り

に
、
発
生
学
か
ら
出
立

当
引
叫
村
域
用
叫
山
里
別
由
封
、
~
旦
ん
~
な~
具
合
に
魚
が
1日
来
る
か
を
究
め
た

私
が
創
作
家
の
態
度
と
題
し
て
'
歴
史
の
発
展
に
論
拠
を
置
か
ず
、
又
通
俗

の
分
類
法
な
る
叙
事
詩
叙
情
詩
等
の
区
別
を
眼
中
に
置
か
な
い
で
、
単
に
心
理

現
象
か
ら
説
明
に
取
り
か
～
ろ
う
と
思
う
の
は
之
が
為
め
で
あ
り
ま
す
。
」

(
雑
誌
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
、
一
八
-
一
九
ペ
、
傍
線
は
引
用
者
。
)

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
垣
内
松
三
先
生
が
'
淑
石
の
立
論
の
流
れ
に
そ
う

て
へ
　
そ
の
論
旨
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
る
の
で
は
な
-
'
み
ず
か
ら
の
論
旨
に
引

き
つ
け
て
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
o
歓
石
に
お
い
て
は
'
「
作
物
の
上
の
特
性
」

に
も
明
ら
か
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
「
国
語
の

力
」
に
お
い
て
は
、
「
動
機
」
を
否
定
し
て
、
「
作
物
の
上
の
特
性
」
に
よ
る

と
こ
ろ
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
ご
と
-
で
あ
る
。

後
者
(
「
結
果
と
見
ら
る
べ
き
作
物
を
-
-
」
)
も
'
歓
石
は
'
創
作
家
の

態
度
を
見
て
い
く
た
め
の
見
方
の
一
つ
と
し
て
提
起
し
言
及
し
て
い
る
が
'

「
国
語
の
力
」
に
お
い
て
は
、
「
文
学
思
潮
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
学
の
本

質
を
読
ん
で
い
-
た
め
の
、
1
つ
の
見
方
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で

^

・

・

c

<

-

歓
石
の
講
演
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て
は
、
本
論
に
は
い
る
前
に
、
歴

史
的
研
究
の
持
っ
て
い
る
弊
'
欠
陥
、
危
険
さ
に
つ
い
て
へ
相
当
精
細
に
指
摘

し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
右
の
引
用
は
、
そ
の
検
討
の
四
番
目
の
項
か
ら
な
さ

れ
て
い
る
0
軟
石
に
あ
っ
て
は
、
「
態
度
」
研
究
の
た
め
の
前
提
と
し
て
の
吟

味
、
討
究
で
あ
る
が
'
「
国
語
の
力
」
に
あ
っ
て
は
'
い
さ
さ
か
部
分
的
な
援

用
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
「
国
語
の
力
」
第
五
葦
1
国
文
学
の
体
系
」
の
第
五
節
「
文
学
思

潮
の
意
味
」
に
は
、
派
石
の
「
創
作
家
の
伐
心
度
」
か
ら
、
左
の
よ
う
に
引
用
さ
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れ
て
い
る
。

「
文
学
思
潮
は
文
学
の
所
謂
内
容
の
展
開
を
語
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
で
あ

る
か
ら
へ
　
い
う
ま
で
も
な
く
文
学
の
考
古
学
的
研
究
へ
又
は
文
献
学
的
研
究
で

も
な
い
。
文
学
の
研
究
の
対
象
は
文
学
自
体
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
も
し
研
究

の
便
宜
上
『
文
学
』
の
哲
学
的
研
究
を
文
学
思
潮
の
研
究
と
い
う
な
ら
ば
、
文

学
の
芸
術
的
研
究
を
、
文
学
形
象
の
形
態
学
的
研
究
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ

る
が
、
文
学
の
研
究
は
徹
頭
徹
尾
、
表
現
を
透
し
て
形
象
の
流
動
を
解
釈
す
る

こ
と
で
あ
る
。
故
に
そ
の
態
度
は
却
っ
て
形
式
的
研
究
で
あ
る
。
漫
然
と
し
て

文
学
の
素
材
の
分
析
的
研
究
を
試
む
る
の
で
な
-
し
て
、
環
境
・
作
者
・
類
型

・
動
機
の
研
究
を
終
え
て
か
ら
、
1
語
1
句
の
微
を
も
見
落
さ
な
い
注
意
の
下

に
行
わ
る
ゝ
形
式
的
研
究
で
あ
る
。
『
フ
ォ
ル
ム
』
の
語
源
が
『
内
祝
』
を
意

味
し
、
『
典
型
』
を
意
味
す
る
意
味
に
於
て
の
『
形
式
』
で
あ
り
『
形
式
的
』

で
あ
る
。

夏
日
氏
が
『
我
々
の
心
を
幅
の
あ
る
長
い
河
と
見
立
て
る
と
、
此
幅
全
体
が

明
ら
か
な
も
の
で
は
な
く
て
'
そ
の
中
の
あ
る
点
の
み
が
顕
著
に
な
っ
て
、
そ

マ
†

う
し
て
此
が
封
著
に
な
っ
た
点
が
入
れ
代
り
立
ち
代
り
長
く
緑
を
沿
う
て
下
っ

て
行
く
訳
で
あ
り
ま
す
.
そ
う
し
て
其
顕
著
な
点
を
連
ね
た
も
の
が
'
我
々
の

内
部
経
験
の
主
脳
で
'
此
経
験
の
一
部
分
が
種
々
な
形
で
、
作
物
に
あ
ら
わ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
'
此
焦
点
の
取
り
具
合
と
続
き
具
合
で
創
作
家
の
態
度
も
き

ま
る
訳
に
な
り
ま
す
。
一
尺
幅
を
一
尺
幅
だ
け
に
取
ら
な
い
で
、
其
中
の
一
点

の
み
に
重
き
を
置
く
と
す
る
と
、
勢
い
取
捨
と
い
う
こ
と
が
出
来
て
参
り
ま

す
。
そ
う
し
て
此
取
捨
は
我
々
の
注
意
(
故
意
も
し
く
は
自
然
の
)
に
伴
っ
て

決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
注
意
の
向
き
案
排
、
も
し
く
は
向
け
具

合
が
即
ち
髄
反
で
あ
る
と
印
し
て
も
差
丈
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
』
　
(
『
創
作

家
の
態
度
』
)
と
い
わ
れ
た
の
は
'
蝉
に
一
創
作
家
の
態
度
の
み
で
は
な
く
,

作
家
の
個
性
を
貫
い
て
無
限
に
流
動
す
る
幅
の
あ
る
長
い
河
の
迂
続
の
姿
も
亦

こ
の
外
に
は
な
い
。
文
学
の
展
開
は
作
家
の
注
意
の
向
け
万
に
よ
っ
て
明
か
に

さ
れ
具
象
化
さ
れ
た
焦
点
の
連
続
で
あ
る
。
日
本
文
学
思
糊
の
読
方
は
此
の
如

き
持
続
的
展
開
を
視
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
o
」
　
(
有
厨
堂
版
「
国
語
の
力
」
、

二
四
四
～
二
四
五
ペ
)

さ
て
、
講
演
記
録
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て
は
、
右
の
引
用
部
分
の
直

前
の
段
落
に
、
左
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
斯
様
に
我
と
非
我
と
を
区
別
し
て
置
い
て
、
夫
か
ら
我
が
非
我
に
対
す
る

態
度
を
検
査
し
て
懸
り
ま
す
。
心
理
学
者
の
説
に
よ
り
ま
す
と
'
我
々
の
意
識†

7

の
内
容
を
構
成
す
る
7
刻
中
の
要
素
は
雑
然
力
大
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
其

う
ち
の
t
点
が
注
意
に
伴
れ
て
明
際
に
な
り
得
る
の
だ
と
申
し
ま
す
O
是
は
時

を
離
れ
て
云
う
事
で
あ
り
ま
す
。
前
に
一
刻
中
と
云
っ
た
の
は
'
ま
あ
形
容
の

語
と
思
っ
て
頂
け
ば
よ
ろ
し
い
O
例
え
ば
私
が
此
宿
坊
に
立
っ
て
1
寸
見
廻
わ

す
と
'
千
余
人
の
顔
が
1
度
に
眼
に
這
入
る
o
這
入
っ
た
と
云
う
感
じ
は
あ
り

ま
す
が
'
何
と
な
く
同
じ
顔
で
、
悪
く
云
う
と
眼
も
鼻
も
揃
っ
て
居
な
い
人
が

並
ん
で
御
出
に
な
る
0
あ
な
が
ち
私
が
度
胸
が
挙
り
な
い
で
眼
が
ち
ら
-
′
＼
す

る
許
で
は
な
い
。
こ
う
漠
然
た
る
の
が
本
来
で
心
理
学
者
の
保
証
す
る
所
で
あ

り
ま
す
。
然
し
此
際
は
不
幸
に
し
て
、
別
段
私
の
注
意
を
惹
-
も
の
が
な
い
か

ら
、
只
漠
然
た
る
の
み
で
、
別
に
明
際
な
る
所
が
あ
り
ま
せ
ん
o
も
し
演
増
の

r

:

i

 

j

二

;

す
ぐ
前
に
美
く
し
い
衣
装
を
着
け
た
美
-
し
い
婦
人
で
も
居
ら
れ
た
ら
、
そ
の

周
囲
六
尺
許
り
は
大
い
に
明
際
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
'
惜
し
い
事
に
初

出
に
な
ら
ん
か
ら
へ
完
全
に
私
の
心
理
状
態
を
説
明
す
る
訳
に
参
り
ま
せ
ん
.

そ
こ
で
此
漠
然
た
る
限
界
の
広
い
内
容
を
悲
識
界
と
云
っ
て
'
其
の
う
ち
で
比

較
的
明
際
な
点
を
焦
点
と
も
う
し
ま
す
。
こ
れ
は
前
申
し
た
通
り
時
間
の
経
過

に
重
き
を
置
か
な
い
s
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
の
場
合
で
あ
り
ま
す
が
'
時
闇
の
経
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過
上
に
就
て
も
同
様
の
事
が
申
さ
れ
ま
す
。
然
し
之
を
説
明
す
る
と
く
ど
く
な

り
ま
す
か
ら
略
し
ま
す
。
又
想
像
で
心
に
思
い
浮
べ
る
事
物
も
略
同
様
に
見
放

さ
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
か
ら
略
し
ま
す
。
夫
か
ら
前
に
申
し
た
例
は
単
に

M
i

分
り
易
い
為
め
に
視
覚
か
ら
受
け
る
印
象
の
み
に
放
て
説
明
し
た
の
で
あ
り
ま

す
か
ち
・
実
際
は
非
常
に
区
域
の
広
い
も
の
と
御
承
知
を
原
い
ま
す
.
」
　
(
雑

誌
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
、
二
一
l
一
二
ペ
)

ま
た
,
「
国
語
の
力
」
に
引
用
さ
れ
た
部
分
の
直
後
に
は
、
「
(
注
意
そ
の

も
の
～
性
質
や
発
迂
は
茨
に
は
述
べ
ま
せ
ん
)
」
と
あ
り
、
す
ぐ
つ
ぎ
の
よ
う

に
例
を
挙
げ
て
説
か
れ
て
い
る
。

マ
マ

「
私
が
先
年
伶
敦
に
居
っ
た
時
、
此
酪
亡
く
な
ら
れ
た
浅
井
先
生
と
市
中
を

†
マ

歩
い
た
事
が
あ
り
ま
す
.
其
時
浅
井
先
生
は
ど
の
町
へ
出
て
も
、
i
J
の
建
物
を

見
て
も
,
あ
れ
は
好
い
色
だ
、
こ
れ
は
好
い
色
だ
、
と
t
と
う
ー
＼
家
へ
帰
る

迄
色
尽
し
で
御
仕
舞
に
な
り
ま
し
た
。
流
石
画
伯
丈
あ
っ
て
、
違
っ
た
も
の
だ
'

M
i

先
生
は
色
で
世
界
が
出
来
上
が
っ
て
る
と
考
え
て
る
ん
だ
な
と
大
に
悟
り
ま
し

た
。
す
る
と
又
私
の
下
宿
に
退
職
の
軍
人
で
八
十
許
に
な
る
老
人
が
居
り
ま
し

た
。
毎
日
同
じ
時
間
に
同
じ
所
を
散
歩
を
す
る
器
械
の
様
な
男
で
し
た
が
'
此

老
人
が
外
へ
出
る
と
陀
皮
杓
子
を
拾
っ
て
来
る
。
尤
も
日
本
の
飯
杓
子
の
様
な

大
き
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
の
玩
具
に
す
る
プ
リ
ッ
キ
製
の
匙
で
あ

り
ま
す
。
下
宿
の
婆
さ
ん
に
聞
い
て
見
る
と
往
来
に
落
ち
て
い
る
ん
だ
と
申
し

ま
す
。
然
し
私
が
散
歩
し
た
っ
て
、
未
だ
嘗
て
落
ち
て
い
た
事
が
あ
り
ま
せ

ん
。
然
る
に
爺
さ
ん
丈
は
不
思
議
に
拾
っ
て
来
る
。
そ
う
し
て
'
こ
れ
を
町
噂

に
室
の
中
へ
並
べ
ま
す
。
何
で
も
余
程
の
数
に
な
っ
て
居
り
ま
し
た
。
で
私
は

感
心
し
ま
し
た
。
外
の
事
に
感
心
し
た
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
‖
此
爺
さ
ん
の

世
界
観
が
杓
子
か
ら
出
来
上
っ
て
る
の
に
拶
な
か
ら
ず
感
心
し
た
の
で
あ
り
ま

す
o
是
は
た
ゞ
に
1
例
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
-
亭
っ
と
講
演
の
冒
頭
に
述
べ
た

如
く
十
人
十
色
で
小
く
ら
で
も
不
思
議
な
世
界
を
任
意
に
作
っ
て
居
る
様
で
あ

り
ま
す
。
中
に
も
カ
ン
ト
と
か
ヘ
ー
ゲ
ル
と
か
云
う
哲
学
者
に
な
る
と
到
底
普

通
の
人
に
は
解
し
得
な
い
世
界
を
建
立
さ
れ
た
か
の
如
く
思
わ
れ
ま
す
。
」

(
同
一
雑
誌
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
、
二
三
ペ
)

淑
石
の
講
演
が
い
か
に
精
密
で
周
到
で
あ
っ
た
か
を
'
右
の
部
分
を
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
例
を
巧
み
に
挙
げ
て
い
く
の

な
ど
も
、
堂
に
入
っ
て
、
自
在
を
き
わ
め
て
い
る
。
垣
内
松
三
先
生
が
'
「
国

語
の
力
」
に
'
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
の
は
、
文
学
の
展
開
、
文
学
思
潮
の
展

開
を
説
く
の
に
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
-
、
も
っ
と
も
好
都
合
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

垣
内
先
生
は
'
「
作
家
の
個
性
を
貫
い
て
無
限
に
流
動
す
る
幅
の
あ
る
長
い

河
の
逗
続
の
姿
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
、
「
文
学
の
展
開
は
作
家
の
注
意
の
向

け
方
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
具
象
化
さ
れ
た
焦
点
の
連
続
で
あ
る
。
」
と
見
ら

れ
た
.
こ
う
し
た
文
学
展
開
観
の
成
立
に
は
、
歎
石
の
創
作
家
態
度
論
が
1
つ

ゐ
役
割
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
,
「
国
語
の
力
」
第
五
章
「
国
文
学
の
体
系
」
の
第
六
節
「
日
本
文
学

の
歴
史
的
研
究
」
に
お
い
て
は
'
当
時
の
研
究
の
あ
り
よ
う
が
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
批
判
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

「
以
上
の
立
場
か
ら
見
る
時
に
、
日
本
文
学
の
歴
史
的
研
究
は
今
な
お
政
治

マ
マ

史
的
・
魯
史
学
的
・
列
伝
的
・
類
型
的
排
列
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
の
展
開
を
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研
究
に
於
て
、
手
続
と
し
て
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
完
備
し
て
居
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と
い
う
の
で
は
な
い
。
各
国
の
文
学
研
究
に
於
て
便
利
を
感
ず
る
グ
ル
ン
ド
-

ス
や
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ア
が
整
頓
さ
れ
て
居
な
い
の
は
'
こ
の
上
も
な
い
遺
憾

で
あ
る
。
故
に
手
続
の
完
伯
の
方
に
努
力
す
る
人
は
'
多
く
は
機
械
的
努
力
に

依
り
て
ま
と
め
ら
る
1
こ
の
方
面
の
研
究
の
速
度
を
加
え
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ

て
'
多
く
の
人
が
い
つ
ま
で
も
手
続
の
調
査
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
解
放
さ

れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
を
須
ち
て
始
め
て
研
究

が
遂
行
せ
ら
る
ゝ
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
日
本
文
学
の
全
面
の
展
開
を
読
も
う

と
欲
す
る
心
の
奥
か
ら
'
自
然
に
整
理
せ
ら
る
1
方
法
的
準
備
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。
研
究
の
現
状
に
於
て
は
、
日
本
文
学
の
本
質
の
展
開
を
読
む

心
の
方
が
却
っ
て
そ
の
為
に
圧
迫
せ
ら
れ
て
、
生
々
と
作
用
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
歪
ん
だ
形
を
示
し
て
居
る
。
日
本
文
学
と
世
界
的
文
学
(
あ
る
作
家
の
作

品
は
そ
の
俊
れ
た
る
価
値
を
含
む
ほ
ど
1
国
民
的
文
学
で
な
く
'
世
界
の
人
の

読
み
も
の
で
あ
る
。
我
々
も
現
在
に
於
て
は
多
-
の
か
1
る
読
み
も
の
を
世
界

の
人
々
と
共
に
所
有
す
る
)
と
の
間
に
隔
て
を
設
け
、
文
学
言
語
の
研
究
の
仕

方
に
於
て
さ
え
へ
仝
-
異
っ
た
態
度
を
示
し
て
居
る
の
は
、
方
法
的
考
案
が
過

ま
っ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
人
性
の
教
養
と
文
化
の
創
造
に
於

て
、
最
も
自
由
な
る
べ
き
天
地
が
、
霧
に
掩
わ
れ
て
居
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
。

日
本
文
学
思
潮
の
流
れ
に
沿
う
て
'
広
々
し
た
大
洋
に
浮
ぶ
よ
う
に
『
世
界
文

学
』
の
概
念
に
赴
か
ん
と
す
る
晴
や
か
な
心
を
堰
き
止
め
て
居
る
こ
と
は
、
文

化
意
識
の
深
化
向
上
の
上
に
、
ど
れ
-
ら
い
大
き
な
妨
を
な
し
て
居
る
こ
と
か

知
れ
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
O
」
(
有
朋
堂
版
「
国
語
の
力
」
、
二
四
五
～
二
四
七
ペ
、

傍
線
は
引
用
者
。
)

こ
こ
で
は
、
当
時
の
日
本
文
学
の
歴
史
的
研
究
に
対
し
て
、
か
な
り
き
び
し

い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、
さ
き
に
、
第
二

節
「
認
識
の
統
1
)
の
論
述
に
引
か
れ
た
'
淑
石
の
言
及
し
た
「
時
烏
平
安
城

を
す
ぢ
か
ひ
に
」
を
'
再
び
右
の
傍
線
部
の
よ
う
に
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
-
へ
そ
の
本
質
の
展
開
を
読
む
態
度
を
取
っ
て
居
な
い
o
　
『
筋
か
ひ
に
』

を
聴
こ
う
と
す
る
の
で
な
-
'
『
平
安
城
』
を
測
定
し
て
居
る
の
で
あ
り
'
『
時

烏
』
を
調
べ
て
居
る
の
で
あ
る
。
」
と
、
文
脈
の
中
に
ご
-
自
然
に
淑
石
の
扱

っ
て
い
た
「
筋
か
ひ
に
」
の
句
が
織
り
こ
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
、
垣
内
先
生
の
軟

石
へ
の
親
し
み
か
た
が
う
か
が
わ
れ
る
0
　
「
筋
か
ひ
に
」
を
聴
-
-
　
そ
こ
に

垣
内
松
三
先
生
の
作
品
鑑
賞
の
独
自
の
志
向
が
あ
.
っ
た
.
文
学
の
本
質
の
展
間

に
迫
っ
て
い
く
　
-
　
そ
れ
を
日
ざ
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、
「
国
文
学
の
体
系
」
を
論
究
し
て
い
-
の
に
'
二
　
「
認
識
の
統
二
、

四
　
「
動
機
と
態
度
」
、
五
　
「
文
学
思
潮
の
意
味
」
'
六
　
「
日
本
文
学
の
歴
皮

的
研
究
」
な
ど
、
そ
の
初
め
の
部
分
に
瀬
石
の
「
別
作
家
の
態
度
」
か
ら
引
か

れ
て
い
る
の
は
、
注
目
し
て
よ
い
o
講
演
記
録
「
創
作
家
の
態
度
」
の
本
来
の

趣
旨
そ
の
ま
ま
に
採
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
垣
内
松
三
先
生
み
ず
か
ら
の

文
学
思
潮
観
'
文
学
の
本
質
の
読
み
か
た
を
説
述
し
て
い
く
の
に
、
モ
ウ
ル
-

h

　

-

I

ン
と
並
ん
で
軟
石
が
よ
-
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
O
淑
石
へ
の
傾
倒
ぶ

り
も
'
お
の
ず
と
う
か
が
わ
れ
る
。

東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
時
代
へ
垣
内
松
三
教
授
に
「
修
辞
学
」
な
ど
の
授

業
を
受
け
た
、
三
浦
ひ
ろ
氏
は
、
そ
の
こ
ろ
(
大
正
五
年
<
1
九
7
六
∨
)
の

こ
と
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
修
辞
学
は
私
は
一
年
間
お
な
ら
い
し
て
も
と
う
と
う
解
ら
な
く
て
終
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
今
日
こ
そ
お
話
が
解
っ
た
か
な
と
か
す
か
な
希
望
を
も
っ
て

み
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
教
室
を
一
歩
出
る
と
も
う
頭
が
混
祝
し
た
み
た

い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
く
夏
日
さ
ん
の
も
の
を
例
に
し
て
お
話
を
進
め

マ
マて

な
さ
い
ま
し
た
が
、
中
で
も
虎
夫
人
草
の
宗
近
さ
ん
や
甲
野
さ
ん
の
言
葉
は
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よ
く
先
生
の
お
語
に
上
り
ま
し
た
。
草
枕
、
三
四
郎
な
ど
も
ひ
き
合
い
に
出
さ

れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
其
の
頃
の
私
は
、
小
説
を
読
む
こ
と
は
罪
悪
み
た
い
に

考
え
て
い
る
家
庭
に
育
っ
た
の
で
、
小
説
と
名
の
つ
く
も
の
は
、
征
討
さ
ん
の

『
黒
い
目
茶
色
の
目
』
し
か
知
ら
な
い
の
で
、
ど
ん
な
に
例
を
あ
げ
て
下
さ
っ

て
も
ぼ
ん
や
り
と
想
像
し
て
い
る
だ
け
で
余
け
い
理
解
し
に
-
か
っ
た
の
か
と

思
い
ま
す
が
'
私
以
外
に
も
私
の
よ
う
な
仲
間
が
あ
っ
て
、
十
分
の
休
み
な
ど

に
、
ど
う
し
た
ら
先
生
の
お
託
が
解
る
よ
う
に
な
る
の
か
し
ら
と
t
生
懸
命
考

え
合
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
今
は
虞
美
人
草
も
草
枕
も
門
も
猫
も
'
み
ん

な
読
ん
で
い
ま
す
が
'
先
生
が
其
の
時
何
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
か
は
ど
う
し
て

も
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
」
　
(
雑
誌
「
同
志
同
行
」
第
6
巻
第
1
 
1
号
、
昭
和
1
3
年

2
月
1
日
、
同
志
同
行
社
刊
へ
　
「
有
難
い
先
生
」
、
t
〇
八
ペ
)

授
業
中
に
紹
介
・
引
用
さ
れ
た
の
は
'
右
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
沢
石
の
小
説

の
類
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
O
淋
石
作
品
へ
ど
の
よ
う
に
親
焚
さ
れ
た
か
も

わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

「
国
語
の
力
」
第
五
章
「
国
文
学
の
体
系
」
の
講
述
に
あ
た
り
'
瀬
石
の
講

演
記
録
「
創
作
家
の
態
度
」
か
ら
数
多
く
引
か
れ
て
い
た
の
は
、
す
で
に
見
て

き
た
と
お
り
で
あ
る
.
文
学
の
本
質
と
は
な
に
か
を
求
臥
て
い
た
垣
内
松
三
先

生
と
し
て
、
精
紐
を
き
わ
め
、
創
見
に
富
む
'
淑
石
の
文
芸
胡
・
創
作
観
に
深

い
関
心
を
注
が
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
滑
石
の
文
学
観
が
、
既
成

の
主
義
な
い
し
固
定
し
た
形
態
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
せ
ず
へ
文
芸
(
創
作
)

行
為
の
心
理
的
事
実
な
い
し
過
程
を
解
析
し
把
握
す
る
こ
と
に
発
し
て
い
る
の

も
、
垣
内
松
三
先
生
の
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
合
致
し
て
い
る
か
の
'
.
U
と
-
で

あ
る
。
む
ろ
ん
'
淋
石
へ
の
親
焚
・
傾
倒
に
よ
る
淑
石
か
ら
の
影
響
を
無
視
す

る
わ
け
に
は
い
か
ぬ
O
そ
の
影
響
下
に
、
文
学
の
本
質
を
自
力
で
つ
か
ん
で
い

こ
う
と
す
る
気
概
は
'
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
昭
和
4
3
年
4
月
2
1
稿
)
　
(
本
学
教
授
)
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