
「
論
　
説
　
文
」
　
と
　
は
　
何

は
じ
め
に

高
等
学
校
で
国
語
を
教
え
る
立
場
に
あ
る
人
た
ち
の
問
で
'
「
現
代
国
語
」
を

教
え
る
の
を
い
や
が
っ
た
り
'
も
て
あ
ま
し
た
り
す
る
例
が
決
し
て
少
な
-
な

い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
の
目
に
ふ
れ
た
の
は
、
数
例
に
す
ぎ
な

い
が
、
そ
の
逆
の
例
に
は
接
し
た
こ
と
が
な
い
。

「
現
代
国
語
」
の
教
え
に
く
さ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
文
芸
作
品
に
お
い
て
も
、
論
説
文
に
お
い
て
も
、
明
治
以
後
の
日
本
語

で
書
か
れ
て
い
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
文
章
が
　
-
　
し
か
も
そ
の
中
に
は
嗣
訳
文

ま
で
含
ま
れ
る
　
-
　
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
1
つ
で
あ
る
0

さ
ら
に
へ
　
い
ま
文
芸
作
品
と
論
説
文
と
わ
け
た
が
」
こ
れ
ら
の
雑
多
な
文
章
に

は
へ
そ
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
判
ら
な
い
よ
う
な
文
事
も
あ
っ
て
、
そ
の
取

扱
い
方
に
苦
し
む
こ
と
も
そ
の
t
つ
で
あ
る
.
さ
ら
に
遡
っ
て
い
え
ば
、
は
っ

き
り
し
た
文
芸
作
品
や
論
説
文
で
あ
る
な
ら
'
そ
の
扱
い
方
を
教
師
た
ち
が
十

分
に
心
得
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
、
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
い
ま
・

わ
た
し
が
文
章
を
二
つ
に
わ
け
て
'
文
芸
作
品
と
論
説
文
と
し
た
こ
と
へ
そ
の

よ
う
な
割
り
き
り
方
を
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
も
'
ま
た
問
題

が
あ
る
だ
ろ
う
。

栗
　
　
林
　
　
三
　
千
　
雄

「
現
代
国
語
」
に
お
け
る
論
説
文
の
取
扱
い
方
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
っ

て
、
ま
ず
始
め
に
'
論
説
文
に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
基
本
的
な
、
こ
の
よ
う

な
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
小
文
の
ね
ら
い
で
あ
る
0

1
'
「
論
説
文
」
と
い
う
用
語

は
じ
め
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
論
説
」
と
い
う
こ
と
ば

と
「
論
説
文
」
と
い
う
こ
と
ば
は
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
さ
さ
い
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
紛
れ
や
す
い
だ
け
に
、
区
別
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
こ
こ
で
い
う
論
説
文
と
は
、
改
訂
学
習
指
導
要
領
に
用
い
ら
れ
て
い
る
『
説

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

明
・
論
説
・
評
論
』
の
中
の
論
説
で
は
な
く
へ
　
『
説
明
・
論
説
・
評
論
』
さ
ら

に
『
記
録
・
報
告
』
な
ど
を
ひ
っ
-
る
め
た
も
の
で
あ
る
O
」
　
〔
野
宗
睦
夫

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
論
説
文
読
解
の
学
習
指
導
体
系
を
求
め
て
」
〕
　
(
国
語
教
育
研
究
5
　
昭
3
7

3
)

「
こ
こ
で
は
'
諸
君
が
実
際
に
『
現
代
文
』
　
『
現
代
国
語
』
と
し
て
学
ん
で
い

る
も
ろ
も
ろ
の
文
章
の
種
類
に
即
し
て
'
大
き
く
文
学
的
へ
修
飾
的
、
芸
術
的

な
文
章
と
、
非
文
学
的
'
論
理
的
、
思
想
的
な
い
し
実
用
的
な
文
章
と
の
二
つ

に
分
け
て
お
こ
う
。

-40-



文
学
的
な
文
章
は
-
-
(
中
署
)
　
　
1
万
、
非
文
学
的
な
文
章
に
は
、
論

ヽ説
・
評
論
・
解
説
~
(
説
明
)
・
記
録
・
報
告
・
通
信
な
ど
が
属
す
る
。
」
　
〔
開

良
1
　
「
解
明
現
代
文
」
〕
　
(
文
英
堂
　
昭
　
蝣
ォ
c
u
S
)

「
『
今
ま
で
の
国
語
教
育
は
、
文
学
教
材
が
多
か
っ
た
の
で
、
生
徒
は
卒
業
し

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
も
.
 
'
社
会
に
あ
る
各
種
の
説
明
文
、
論
説
文
を
よ
む
力
が
つ
い
て
い
な
い
。

つ
ま
り
現
代
の
国
語
の
書
き
方
読
み
方
が
不
足
し
て
い
る
0
だ
か
ら
、
も
っ
と

筋
の
通
っ
た
文
章
を
読
ま
せ
て
'
論
理
の
厳
し
い
訓
練
を
や
っ
て
欲
し
い
。
』

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
社
会
は
国
語
教
育
に
要
請
し
て
い
る
。
」
　
〔
末
宗
克
之
「
説
明
文
の
読
解
指

導
と
そ
の
問
題
点
」
〕
　
(
大
下
学
園
国
語
科
教
育
研
究
会
・
研
究
紀
要
5
　
昭

c
o
 
i
-
1
/
　
〔
,
、
は
筆
者
〕

つ
ま
り
、
論
説
と
い
う
と
き
は
'
説
明
・
評
論
・
記
録
・
報
告
な
ど
と
な
ら

ん
で
、
論
説
文
を
細
分
し
た
と
き
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
い
い
、
論
説
文
と
い
う
場

合
は
'
そ
れ
ら
を
ひ
っ
く
る
め
た
も
の
、
関
氏
に
よ
れ
ば
「
文
学
的
な
文
章
」

に
対
す
る
「
非
文
学
的
な
文
章
」
を
さ
し
て
い
う
わ
け
で
あ
る
。

野
宗
氏
は
「
論
説
文
学
習
指
導
の
歩
み
」
　
(
大
下
学
園
・
研
究
紀
要
5
(
前

也
)
)
に
お
い
て
は
'
論
説
文
を
「
教
科
宙
か
ら
古
文
・
小
説
・
詩
歌
・
随
筆

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
の
ぞ
い
た
も
の
が
論
説
文
と
考
え
て
も
ら
っ
て
も
よ
い
。
」
と
い
う
言
い
方

を
さ
れ
て
い
る
が
t
や
～
漠
然
と
し
た
言
い
方
な
が
ら
'
さ
き
の
考
え
方
を
掃

う
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
関
氏
の
い
う
「
非
文
学
的
な
文
茸
」
を
「
論
説
文
」
と
い
う
名

で
呼
ん
で
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
'
問
題
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

い
ま
例
示
し
た
中
で
、
末
宗
氏
の
論
文
の
表
題
は
「
説
明
文
の
読
解
指
導
と

そ
の
問
題
点
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
'
そ
の
さ
す
と
こ
ろ
が
'
論
説
文
と

変
ら
な
い
こ
と
は
'
先
の
わ
ず
か
の
引
用
文
か
ら
も
寮
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
説
明
・
論
説
・
評
論
」
と
類
似
し
た
い
い
方
が
あ
る
以
上
、
「
評
論
文
」
と

い
う
言
い
方
も
、
当
然
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、
広
瀬
節

夫
氏
は
'
「
大
下
学
園
・
研
究
紀
要
5
(
前
出
)
」
に
の
せ
た
論
文
の
表
題
を

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
評
論
文
の
読
解
指
導
」
と
さ
れ
て
い
る
o
そ
の
他
に
、
森
本
正
1
氏
は
「
国

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

語
教
育
の
基
本
的
方
法
」
に
お
い
て
、
論
理
文
と
い
う
名
称
を
'
文
芸
文
と
対

し
て
'
使
っ
て
お
ら
れ
る
。
(
「
国
語
教
育
の
基
本
的
方
法
」
　
-
　
論
理
文
と

文
芸
文
の
読
解
指
導
を
め
ぐ
っ
て
　
-
　
(
国
語
教
育
研
究
8
)
)

あ
る
い
は
'
論
説
文
と
か
評
論
文
の
よ
う
な
'
ま
ざ
れ
や
す
い
こ
と
ば
を
さ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

け
て
、
論
理
文
の
よ
う
な
名
称
を
用
い
る
方
が
、
総
括
的
な
用
語
と
し
て
は
'

い
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
現
代
文
解
釈
の
基
礎
」
　
(
中
央
図
書
・
昭
8
-
*
0
　
(
遠
藤
嘉
基
・
渡
辺
実

共
著
)
が
'
文
事
を
大
き
-
「
文
学
的
な
文
事
」
と
「
論
理
的
な
文
章
」
の
二
　
I

っ
に
分
け
て
い
る
の
も
へ
こ
の
森
本
氏
と
同
じ
考
え
方
に
た
つ
の
で
は
な
か
ろ
一
4

う
か
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
わ
た
し
は
'
「
論
理
文
」
と
い
う
用
語
に
は
疑
問
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を

用
い
る
の
に
障
田
す
る
の
で
'
し
ば
ら
く
「
論
説
文
」
と
呼
び
た
い
O

森
本
氏
は
前
述
の
論
述
に
お
い
て
'
た
だ
「
こ
こ
で
文
芸
文
と
称
す
る
の

は
、
物
語
・
小
説
・
随
筆
・
紀
行
・
脚
本
な
ど
を
含
め
、
論
理
文
と
称
す
る
の

は
、
説
明
文
・
論
説
文
・
評
論
文
を
含
め
て
い
る
。
」
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
だ

け
で
'
な
ぜ
'
こ
れ
ら
を
論
理
文
と
よ
ぶ
か
に
つ
い
て
は
'
ふ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
「
現
代
文
解
釈
の
基
礎
」
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

論
説
文
を
論
理
文
と
よ
ぶ
の
が
過
当
で
は
な
い
か
と
考
え
さ
せ
る
の
は
、
成

瀬
正
勝
氏
が
「
現
代
国
語
の
新
研
究
」
　
(
三
省
堂
、
昭
　
　
　
　
の
中
で
さ
れ

て
い
る
説
明
で
あ
る
。



「
そ
れ
(
-
文
学
作
品
)
　
に
対
し
て
'
説
明
文
と
か
論
説
文
と
か
い
わ
れ
る
も

の
は
、
原
則
と
し
て
形
象
を
描
く
こ
と
を
し
屯
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
主
た

る
も
の
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
O
そ
う
い
う
種
期
の
文
章
の
中
心
に
あ
る
の

は
'
考
え
で
あ
り
'
観
念
で
あ
る
。
文
学
の
場
合
に
は
'
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
な

か
だ
ち
に
よ
っ
て
表
現
が
読
み
手
の
心
に
伝
え
ら
れ
る
が
、
説
明
・
論
説
の
場

合
に
は
、
表
現
(
あ
る
い
は
表
現
さ
れ
た
概
念
)
は
、
イ
メ
ー
ジ
を
な
か
だ
ち

と
し
な
い
し
、
ま
た
な
か
だ
ち
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
代
わ
り

に
論
理
と
い
う
も
の
を
な
か
だ
ち
に
し
て
読
み
手
の
頭
に
訴
え
る
の
で
あ
る
o

論
理
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
説
明
文
や
論
説
文
の
よ
う
な
文
章

の
中
に
働
い
て
お
り
t
 
L
か
も
書
き
手
と
読
み
手
と
の
な
か
だ
ち
を
す
る
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
。
」

こ
の
引
用
文
で
は
、
た
ゞ
「
説
明
文
と
か
論
説
文
と
か
い
わ
れ
る
も
の
」

と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
総
括
し
た
も
の
に
論
理
文
と
い
う
名
ま
え
を
つ
け
る
こ

と
を
さ
け
て
は
い
る
が
、
考
え
や
観
念
が
中
心
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
論
理

を
な
か
だ
ち
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
い
う
説
明
は
'
こ
れ
ら
の
文
章
を
総
称
し

て
'
論
理
文
と
命
名
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

で
は
'
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
わ
た
し
が
「
論
理
文
」
と
い
う
用
語
を
と
ら
な

い
の
か
。
そ
れ
に
は
'
わ
た
し
な
り
に
い
さ
さ
か
の
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
論
?
'
そ
れ
に
つ
い
て
へ
　
ま
と
ま
っ
た
考
え
を
の

べ
よ
う
と
す
る
に
は
、
こ
と
ば
の
き
ま
っ
た
法
則
、
つ
ま
り
論
理
に
よ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
.
「
し
か
し
」
と
い
い
な
が
ら
、
同
じ
こ
と
を
く
り
返
し
た
り
、

「
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
、
緑
も
な
い
結
論
で
つ
な
い
だ
り
、
一
般
論
を
の
べ
た

あ
と
に
「
た
と
え
ば
」
と
無
関
係
な
実
例
を
あ
げ
て
み
た
り
し
た
の
で
は
、
い

-
ら
す
ぐ
れ
た
考
え
で
も
、
人
に
伝
わ
ら
な
い
。
自
分
の
意
見
を
正
し
く
人
に

伝
え
る
た
め
に
、
論
理
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
'
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
は
、

日
常
ひ
と
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
か
に
論
理
が
重
要
で
あ
っ
て
も
'
論
理
は
な
か
だ
ち
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
t
つ
の
ま
と
ま
っ
た
文
章
に
は
、
1
つ
の
ま
と
ま
っ
た
考
え
が

存
在
し
、
そ
の
考
え
は
'
人
に
伝
達
さ
れ
'
か
れ
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
を
欲
し

て
い
る
。
そ
し
て
'
そ
こ
に
こ
そ
、
文
章
の
生
命
が
宿
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
章
は
　
-
　
思
想
を
伝
え
る
文
章
は
と
く
に
　
ー
　
自
分
の
考
え
た
こ
と
を
'
人

に
も
納
得
さ
せ
た
い
か
ら
、
雷
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
論
理
が
い
か
に

大
切
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
'
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
人
を
説
得
す
る
た
め

に
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
が
中
心
と
な
る
の
で
は
な
い
.
論
理
文
と

い
う
表
題
を
用
い
た
森
本
氏
も
、
前
出
の
「
国
語
教
育
の
韮
木
的
方
法
」
に
お

い
て
、
「
論
理
文
の
場
合
、
最
も
貴
重
な
中
心
位
置
を
占
め
る
も
の
は
『
中
心

思
想
』
で
あ
る
。
」
と
、
そ
の
は
じ
め
に
、
は
っ
き
り
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

患
た
、
わ
た
し
た
ち
国
語
教
師
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
'

そ
の
よ
う
な
文
章
を
か
い
た
筆
者
の
、
そ
の
切
実
な
願
い
に
動
か
さ
れ
て
、
そ

れ
ら
の
文
章
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
た
い
と
思
い
な
が
ら
'
教
室
に
む
か
う
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

逆
に
い
う
な
ら
、
い
か
に
論
理
が
あ
ざ
や
か
で
あ
っ
て
も
'
そ
の
文
章
の
中

に
'
筆
者
が
ど
う
し
て
も
人
々
に
伝
え
た
い
と
い
う
つ
き
つ
め
た
切
実
さ
の
感

じ
ら
れ
な
い
文
章
は
'
教
え
る
に
伍
し
な
い
文
章
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
に
伝
え
た
い
思
想

を
も
っ
て
い
て
も
'
そ
れ
を
う
ま
-
筋
道
だ
て
て
話
せ
な
い
人
だ
っ
て
い
る
。

文
と
文
、
文
節
と
文
節
と
の
つ
な
が
り
の
間
に
、
論
理
の
飛
躍
や
誤
り
が
散
見

す
る
文
章
だ
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
よ
う
に
、
理
論

整
然
と
書
か
れ
て
い
な
い
文
章
で
も
、
そ
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
1
つ
の

観
念
で
あ
る
文
茸
は
や
は
り
、
論
説
文
の
中
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
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I
Sそ

ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
わ
た
し
は
、
こ
の
種
の
文
章
を
「
論
理
文
」
と

冬
つ
け
る
の
を
博
昭
す
る
の
で
あ
っ
て
'
し
ば
ら
く
は
「
論
説
文
」
と
い
う
名

称
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
-
　
「
評
論
文
」
や
「
説
明
文
」
と
い

う
用
語
は
「
論
説
文
」
と
い
う
こ
と
ば
が
へ
こ
の
双
方
を
含
む
広
さ
を
も
っ
て

い
る
の
に
比
べ
て
、
偏
っ
た
感
じ
を
否
め
な
い
と
思
う
　
-
0

さ
て
、
も
う
一
つ
残
る
問
題
は
、
1
つ
1
つ
の
実
際
の
文
章
に
あ
た
っ
た
と

き
に
、
す
べ
て
の
文
章
を
、
そ
の
よ
う
に
「
論
説
文
」
と
「
文
芸
作
品
」
と
に

大
き
く
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

今
ま
で
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
論
を
す
ゝ
め
て
き
た
わ

け
で
あ
る
が
、
い
-
つ
か
の
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ

う
と
思
う
。

(
「
文
芸
作
品
」
と
い
ま
わ
た
し
は
呼
ん
で
き
た
が
'
「
文
学
作
品
」
　
「
文
学

教
材
」
　
「
文
芸
文
」
　
「
文
学
的
な
文
章
」
と
、
い
ろ
い
ろ
な
名
称
が
あ
る
。
わ

た
し
は
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
文
芸
作
品
」
で
統
一
し
た
い
。
)

二
へ
論
説
文
の
パ
タ
ー
ン

「
文
芸
作
品
が
形
象
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
論
説
文
は

観
念
や
思
想
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
文
章
で
あ
る
o
」
と
い
う
場
合
の
「
形

象
」
と
か
「
観
念
」
と
か
い
う
こ
と
ば
は
、
心
理
学
で
厳
密
に
い
う
と
き
と
'

少
し
く
い
ち
が
っ
て
い
る
。

放
密
に
い
う
と
き
に
は
「
形
象
」
は
「
観
念
」
の
中
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

「
観
念
と
は
、
思
考
の
対
象
を
い
う
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
心
像
の
形
を

と
る
こ
と
も
あ
る
が
'
も
っ
と
抽
象
的
な
こ
と
が
あ
る
。
心
像
を
も
つ
観
念
が

あ
り
、
心
像
を
も
た
ぬ
概
念
が
あ
る
0
」
　
(
岩
波
小
辞
典
「
心
理
学
」
)

こ
の
「
心
像
」
と
い
う
の
は
「
思
い
浮
か
べ
た
も
の
で
」
あ
っ
て
「
知
覚
橡

の
よ
う
に
い
き
い
き
と
は
し
て
い
な
い
が
」
同
様
に
感
覚
的
性
質
を
も
つ
も
の

で
あ
る
と
い
う
。
(
岩
波
小
辞
典
「
心
理
学
」
)

ま
た
「
形
象
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
岩
波
国
語
辞
典
に
よ
る
と
'
「
対
象
を

観
照
(
想
像
)
し
て
心
の
中
に
浮
か
び
上
が
る
へ
　
そ
の
対
象
の
す
が
た
」
と
あ

る
か
ら
'
「
心
像
」
と
同
じ
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
.

だ
か
ら
、
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
へ
概
念
の
中
に
は
'
形
象
(
心
像
)
を
も
つ

観
念
と
'
形
象
を
含
ま
な
い
観
念
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
常
識
的
な
立

場
で
は
、
後
者
を
「
概
念
」
と
よ
び
'
前
者
を
「
形
象
」
と
よ
ん
で
、
対
立
的

に
扱
っ
て
い
る
0
い
ま
わ
た
し
も
、
こ
の
常
識
的
な
言
い
方
に
従
っ
て
'
槻
念

を
'
心
係
を
も
っ
た
概
念
を
除
い
た
意
味
で
t
　
の
べ
て
ゆ
-
こ
と
に
す
る
。

さ
て
'
高
等
学
校
の
「
現
代
国
語
」
t
の
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
教
材
と
し

て
の
文
章
を
、
そ
れ
が
観
念
を
中
心
と
し
た
文
章
な
の
か
'
形
象
を
描
こ
う
と

し
た
文
章
な
の
か
と
い
う
わ
け
方
で
'
論
説
文
と
文
芸
作
品
と
に
大
別
し
よ
う

と
す
る
と
'
ま
ず
分
類
に
と
ま
ど
う
の
は
、
随
筆
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て

い
る
文
章
で
は
な
か
ろ
う
か
。

随
筆
は
、
だ
れ
の
、
ど
ん
な
こ
と
を
書
い
た
随
筆
で
あ
っ
て
も
、
1
応
1
ま

と
め
に
し
て
文
芸
作
品
の
中
に
入
れ
る
の
が
、
普
通
の
や
り
方
で
あ
る
が
、
現

代
国
語
の
授
業
の
対
象
と
し
て
扱
う
時
に
は
'
こ
れ
は
文
芸
作
品
と
し
て
取
扱

わ
れ
る
べ
き
か
、
つ
ま
り
こ
の
文
章
の
中
心
は
形
象
を
描
-
こ
と
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
個
々
に
つ
い
て
'
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

実
際
に
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
む
し
ろ
論
説
文
と
し
て
扱
わ
れ
る
方
が
過

当
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
具
体
的
な
実
例
を
、
こ
こ
に
二
へ
三
あ
げ
な
が
ら
'
論
じ
て
み
た
い
と

思
う
。

~
は
じ
め
に
「
手
首
の
問
題
」
　
(
寺
田
寅
彦
)
を
と
り
あ
げ
る
o
　
(
「
現
代
国

語
こ
大
日
本
図
か
・
単
冗
名
「
随
筆
」
・
こ
の
単
元
の
中
に
は
他
に
「
わ
が

家
の
商
売
」
　
(
吉
野
作
造
)
　
「
妹
の
絵
」
　
(
石
井
鶴
三
)
が
あ
る
。
)

バ
イ
オ
-
ン
や
セ
ロ
を
ひ
い
て
よ
い
昔
を
出
す
の
は
、
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
も
の
で
あ
る
。
同
じ
楽
器
を
同
じ
弓
で
ひ
-
の
に
'
へ
た
と
じ
ょ
う
ず

で
は
'
ま
る
で
別
の
楽
器
の
よ
う
な
音
が
出
る
O
　
へ
た
な
者
は
'
無
理
に
弓

の
毛
を
級
に
押
し
付
け
こ
す
り
付
け
て
、
そ
う
し
て
し
い
て
い
や
な
音
を
し

ぼ
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
じ
ょ
う
ず
な
く
ろ
う
と
に
な
る
と
、

実
に
ふ
わ
り
と
軽
く
あ
て
が
っ
た
弓
を
通
じ
て
、
あ
た
か
も
楽
器
の
中
か
ら

や
す
や
す
と
美
し
い
昔
の
流
れ
を
ひ
き
出
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。

こ
れ
は
我
々
し
ろ
う
と
の
目
に
は
実
際
一
種
の
魔
術
で
あ
る
と
し
か
思
わ
れ

な
い
。
-
ろ
う
と
の
談
に
よ
る
と
、
強
い
_
フ
ォ
ル
テ
を
出
す
の
で
も
、
必
ず

し
も
弓
の
圧
力
や
速
度
だ
け
で
は
う
ま
く
出
る
も
の
で
は
な
い
そ
う
で
あ

る
。
た
と
え
ば
'
イ
ザ
イ
の
持
っ
て
い
た
バ
イ
オ
リ
ン
は
、
プ
-
ッ
ジ
が
低

く
て
技
が
指
板
に
す
れ
す
れ
に
な
っ
て
い
た
o
他
人
が
少
し
強
く
ひ
こ
う
と

す
る
と
、
飴
が
指
板
に
ぶ
つ
か
っ
て
困
っ
た
が
、
イ
ザ
イ
は
こ
れ
で
や
す
や

す
と
驚
-
べ
き
強
大
な
よ
い
音
を
出
し
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
魔
術
の
大
事

の
品
玉
は
、
ま
っ
た
く
あ
の
弓
を
導
く
右
手
の
手
首
に
あ
る
ら
し
い
。
手
首

の
関
節
が
完
全
に
柔
か
く
自
由
な
屈
摸
性
を
備
え
て
い
て
'
き
わ
め
て
微
妙

な
外
力
の
変
化
に
対
し
て
も
'
鋭
敏
に
か
つ
規
則
正
し
く
弾
性
的
に
反
応
す

る
と
い
う
こ
と
が
必
要
条
件
で
あ
る
ら
し
い
。
も
ち
ろ
ん
'
こ
れ
に
関
し
て

は
ま
だ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
科
学
的
な
研
究
は
で
き
て
い
な
い
か
ら
、
あ
ま
り
正

確
な
こ
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
イ
ン
グ

の
秘
密
の
最
も
主
要
な
点
が
こ
こ
に
あ
る
だ
け
は
疑
い
の
な
い
こ
と
の
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
を
'
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
バ
イ
オ
-
ン
や
セ
ロ
を
ひ
い
て
よ
い
音
を
出
す
の
は
む
ず
か
し
い
。
」
ま
ず

こ
の
文
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
よ
い
音
を
出
す
の
は
む
ず
か
し
い
か
ら
、
よ

い
音
は
で
な
い
と
、
否
定
的
に
な
る
こ
と
で
な
く
て
'
そ
れ
で
は
「
ど
う
し
た

ら
よ
い
音
が
出
せ
る
か
」
と
、
積
極
的
に
問
題
に
と
り
く
も
う
と
す
る
姿
勢
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、
か
れ
は
、
そ
の
問
題
に
は
直
ち
に
移
ら
ず
に
、
へ
た
な
者
と
じ
ょ

う
ず
な
者
と
の
比
較
を
し
た
あ
と
で
'
じ
ょ
う
ず
な
-
ろ
う
と
は
'
や
す
や
す

と
美
し
い
音
の
流
れ
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
と
'
戻
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
'
そ
こ
で
「
ど
う
す
れ
ば
よ
い
音
を
出
せ
る
か
」
と
い

う
問
題
に
入
る
。
そ
の
よ
い
音
、
美
し
い
音
の
流
れ
の
1
つ
に
強
い
フ
ォ
ル
テ

の
音
を
あ
げ
'
強
い
フ
ォ
ル
テ
は
'
弓
の
圧
力
や
速
度
だ
け
で
は
う
ま
く
で
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
く
ろ
う
と
の
談
を
だ
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
へ
強
い
フ
ォ
ル
テ
が
弓
の
圧
力
や
速
度
で
は
で
な
い
と
い

う
例
と
し
て
、
イ
ザ
イ
の
バ
イ
オ
-
ン
は
熊
が
指
板
に
す
れ
す
れ
に
な
っ
て
い

て
'
他
人
が
少
し
強
く
ひ
こ
う
と
す
る
と
'
舷
が
指
板
に
ぶ
つ
か
っ
た
が
'
イ

ザ
イ
は
そ
れ
で
'
や
す
や
す
と
強
大
な
昔
を
出
し
た
と
い
う
挿
話
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。

こ
う
し
て
弓
の
圧
力
や
速
度
を
否
定
し
た
上
で
、
こ
の
魔
術
の
品
玉
は
'

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

「
手
首
」
に
あ
る
の
だ
と
'
作
者
の
い
お
う
と
す
る
所
へ
導
い
て
く
る
の
で
あ

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

る
。
I
賃
彦
は
「
手
首
に
あ
る
ら
し
い
」
と
か
い
て
は
い
る
が
'
物
理
学
者

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い
推
論
を
「
ら
し
い
」
と
ひ
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か
え
め
に
の
べ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
い
ま
の
思
考
の
段
階
と
し
て

は
、
あ
き
り
か
に
断
定
的
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
随
筆
が
成
立
し

な
い
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。
つ

そ
の
後
は
'
手
首
の
大
切
さ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
機
能
を
く
わ
し
-
説
明

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
捕
っ
て
へ
　
こ
の
引
用
文
の
と
こ
ろ
は
終
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
い
ま
は
じ
め
に
あ
げ
た
部
分
は
、
冒
頭
段
落
の
前
半
で
あ
っ
て
、

後
半
は
、
ボ
ー
イ
ン
グ
(
用
弓
法
)
の
秘
密
を
、
物
理
学
者
の
立
場
か
ら
'
こ

ま
か
く
分
析
的
に
考
察
し
て
'
な
ぜ
き
た
な
い
音
が
生
じ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ

に
敢
し
て
'
き
れ
い
な
音
を
出
す
の
に
は
'
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
の
べ
'
そ

し
て
、
そ
の
た
い
せ
つ
な
役
目
を
務
め
る
の
が
、
手
首
、
も
っ
と
-
わ
し
-
い

う
と
'
手
首
の
運
動
を
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
の
筋
肉
の
微
妙
な
調
節
に
あ
る

と
'
戻
っ
て
き
て
い
る
。

次
の
段
落
で
は
、
さ
ら
に
こ
の
手
首
の
自
由
の
問
題
を
、
絃
楽
器
の
ポ
ー
.
イ

ン
グ
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
い
ろ
い
ろ
な
技
術
の
場
合
に
及
ぼ
し
て
、
玉
突
き

・
ゴ
ル
フ
・
野
球
・
居
合
い
抜
き
・
乗
馬
・
す
り
こ
ぎ
と
、
な
ん
で
も
か
ん
で

も
み
ん
な
手
首
の
問
題
に
ひ
き
よ
せ
て
い
る
。

そ
の
あ
と
少
し
転
じ
て
、
手
首
に
も
人
に
よ
っ
て
異
な
る
個
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
、
セ
ロ
の
潮
習
中
に
気
が
つ
い
た
例
を
あ
げ
て
論
じ
、
さ
ら
に
腎
境

的
な
手
首
の
問
題
に
と
転
じ
て
ゆ
く
。

そ
の
例
が
'
科
学
の
研
究
・
子
ど
も
の
教
育
・
政
治
・
思
想
と
ひ
ろ
が
っ
て
、

終
り
に
は
'
揺
れ
る
電
車
や
バ
ス
の
中
で
立
っ
て
い
る
と
き
の
は
な
し
か
ら
'

足
の
場
合
に
お
け
る
「
手
首
の
問
題
」
に
ま
で
至
っ
て
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
'
「
手
首
の
問
題
」
は
'
一
こ
と
で
ま
と
め
る
と
、
手
首

が
自
由
に
.
粟
か
く
、
弾
性
的
で
あ
る
こ
と
が
'
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
論
じ

て
い
る
の
だ
と
、
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
へ
も
の
ど
と
の
じ
ょ
う

ず
へ
た
を
決
定
す
る
の
は
手
首
で
あ
る
と
い
う
文
章
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
の

は
、
1
つ
の
思
考
で
あ
り
'
判
断
で
あ
っ
て
、
手
首
と
い
う
形
象
で
な
い
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ブ
リ
ッ
ジ
の
低
い
バ
イ
オ
-
ン
で
'
や
す
や
す
と
美
し
い
音
の
流
れ
を
ひ
き

だ
し
た
イ
ザ
イ
の
謡
は
、
イ
ザ
イ
と
い
う
傑
れ
た
音
楽
家
か
ら
う
け
た
筆
者
の

感
動
を
の
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
'
へ
た
と
じ
ょ
う
ず
の
違
い
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
の
、
一
つ
の
例
話
に
す

ぎ
な
い
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
'
具
体
例
か
ら
1
つ
の
意
見
を
帰
納
的
に
ひ
き
だ
し
、

さ
ら
に
そ
の
考
え
を
か
ず
か
ず
の
実
例
に
ひ
ろ
げ
て
た
し
か
め
'
あ
る
い
は
比

境
的
な
も
の
に
ま
で
及
ば
せ
る
o

こ
の
よ
う
な
展
開
の
仕
方
は
、
随
節
で
あ
る
た
め
に
必
ず
し
も
朕
密
な
論
理

を
た
ど
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
'
論
理
的
随
筆
の
1
典
型
で
あ
っ
て
'

国
語
教
材
と
し
て
の
取
扱
い
上
か
ら
は
、
論
説
文
に
含
ま
せ
る
こ
と
が
過
当
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
'
同
じ
「
大
日
本
図
古
・
現
代
国
語
こ
の
「
サ
フ
ラ
ン
」
(
森
鴎
外
)

を
み
て
み
よ
う
。

名
を
聞
い
て
人
を
知
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
。
人
ば
か
り
で

は
な
い
。
す
べ
て
の
物
に
あ
る
。

私
は
、
子
ど
も
の
と
き
か
ら
、
本
が
好
き
だ
と
い
わ
れ
た
。
少
年
の
読
む

雑
誌
も
な
け
れ
ば
'
巌
谷
小
波
君
の
お
と
ぎ
話
も
な
い
時
代
に
生
ま
れ
た
の

で
'
お
ば
あ
さ
ま
が
お
嫁
入
り
の
と
き
に
持
っ
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
百
人
一

首
や
ら
、
お
じ
い
さ
ま
が
義
太
夫
を
語
ら
れ
た
と
き
の
記
念
に
残
っ
て
い
る

浄
瑠
閤
本
や
ら
、
謡
曲
の
筋
古
き
を
し
た
絵
本
や
ら
'
そ
ん
な
も
の
を
あ
る
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に
任
せ
て
見
て
い
て
、
た
こ
と
い
う
も
の
を
あ
げ
な
い
、
こ
ま
と
い
う
も
の

を
的
さ
な
い
.
隣
家
の
子
ど
も
と
の
問
に
、
何
ら
の
心
的
接
触
も
な
り
た
た

な
い
。
そ
こ
で
い
よ
い
よ
本
に
読
み
ふ
け
っ
て
、
器
に
ち
り
の
つ
-
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
の
物
の
名
が
記
憶
に
残
る
。
そ
ん
な
ふ
う
で
'
名
を
知
っ
て
物
を

知
ら
ぬ
か
た
わ
に
な
っ
た
。
た
い
て
い
の
物
の
名
が
そ
う
で
あ
る
。
植
物
の

名
も
そ
う
で
あ
る
。

「
名
を
知
っ
て
物
を
知
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
。
」
こ
の
段
落

を
一
言
で
の
べ
る
と
、
こ
う
言
い
切
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
'
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
'
自
分
の
幼
時
の
こ
と
を
例
に
あ
げ
、

本
を
好
ん
で
よ
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
'
そ
の
よ
ん
だ
本
を
あ
げ
て
ゆ
く
。
そ

し
て
本
を
よ
む
か
ら
、
他
の
子
ど
も
と
遊
ば
な
い
。
遊
ば
な
い
か
ら
、
な
お
さ

ら
本
に
読
み
ふ
け
る
。
こ
う
し
て
、
「
名
を
知
っ
て
物
を
知
ら
ぬ
か
た
わ
に
な

っ
た
。
」
と
、
は
じ
め
に
戻
っ
て
-
る
。
こ
～
ら
へ
ん
は
、
全
く
論
説
文
特
有

の
出
だ
し
で
あ
る
。

た
ゞ
最
後
が
、
「
植
物
の
名
も
そ
う
で
あ
る
。
」
と
、
再
び
1
般
(
物
)
か

ら
個
(
植
物
)
　
へ
と
'
う
つ
っ
て
'
次
段
に
つ
ゞ
く
点
が
わ
ず
か
十
字
の
短
文

で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ど
と
い
う
本
の
行
な
わ
れ
た
時
代
の
字
む
だ
か
ら
、
音
訳
に
挟
字
が
あ
て
は

め
て
あ
る
。
い
ま
で
も
そ
の
字
を
記
憶
し
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
吉
い
て
も

よ
い
が
、
サ
フ
ラ
ン
と
三
字
に
書
い
て
あ
る
初
め
の
1
字
は
'
し
ょ
せ
ん
活

へ
ん
つ
く
り

字
に
は
あ
り
あ
わ
せ
ま
い
。
よ
っ
て
へ
偏
　
勇
を
分
け
て
説
明
す
る
。
「
水

」
の
偏
に
「
自
」
の
字
で
あ
る
O
次
が
「
夫
」
の
字
へ
次
が
「
藍
」
の
字
で

あ
る
。

「
お
と
っ
さ
ん
。
サ
フ
ラ
ン
、
草
の
名
t
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
軍

で
す
か
。
」

「
花
を
取
っ
て
干
し
て
'
物
に
色
を
つ
け
る
草
だ
よ
。
見
せ
て
や
ろ
う
。
」

父
は
、
薬
だ
ん
す
の
ひ
き
だ
L
か
ら
、
ち
ぢ
れ
た
よ
う
な
、
黒
ず
ん
だ
も
の

を
出
し
て
見
せ
た
。
父
も
生
の
花
は
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

私
に
は
、
た
ま
た
ま
名
ば
か
り
で
な
-
て
物
が
見
ら
れ
て
も
、
干
物
し
か
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
'
私
の
見
た
サ
フ
ラ
ン
の
初
め
で
あ
る
。
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父
は
'
い
わ
ゆ
る
蘭
医
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
を
教
え
て
や
ろ
う
と
い
わ

れ
る
の
で
、
早
-
か
ら
少
し
ず
つ
習
っ
た
。
文
典
と
い
う
も
の
を
読
む
。
そ

れ
に
前
後
編
が
あ
っ
て
、
前
編
は
語
を
説
明
し
、
後
編
は
文
を
説
明
し
て
あ

る
。
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
と
き
、
宇
宙
を
貸
し
て
も
ら
っ
た
。
闘
和
対
訳
の

二
冊
物
で
'
大
き
い
厚
い
和
本
で
あ
る
o
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
見
て
い

S
E

る
う
ち
に
、
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
語
に
撞
着
し
た
。
ま
だ
'
『
植
学
啓
源
』
な

「
植
物
の
名
も
そ
う
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
植
物
に
つ
い
て
も
'
名
を
知
っ

て
物
を
知
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
を
こ
こ
で
は
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
と
前
段
を
う
け
て
考
え
ら
れ
る
。

父
が
蘭
医
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
を
'

早
く
か
ら
習
っ
た
o
そ
の
習
っ
た
本
は
文
典
で
、
そ
れ
を
読
む
の
に
、
字
雷
を

貸
し
て
も
ら
っ
た
o
そ
の
字
古
で
、
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
語
を
見
た
o
そ
し
て
父

に
、
サ
フ
ラ
ン
r
と
は
ど
ん
な
草
か
'
と
聞
い
た
o
父
は
、
花
を
干
し
て
物
に
色

を
つ
け
る
草
だ
、
と
教
え
て
、
そ
の
干
し
た
花
を
見
せ
て
く
れ
た
。

「
私
に
は
、
た
ま
た
ま
名
ば
か
り
で
な
く
て
物
が
見
ら
れ
て
も
、
干
物
し
か
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
」
と
結
ん
で
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
'
こ
の
段
の
結
論
は
、
は
じ
め
の
出
だ
し
の
「
名
を
知
っ



て
物
を
知
ら
ぬ
」
か
ら
'
少
し
ず
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
へ
論
点
を
少
し
ず
ら

す
こ
と
か
ら
'
問
題
を
発
展
展
開
さ
せ
て
ゆ
-
こ
と
も
、
論
説
文
の
一
方
法
で

は
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
段
で
、
ど
う
う
け
て
い
る
か
に
よ
っ
て
'
決
ま
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

た
ゞ
次
段
へ
す
1
む
前
に
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
'
い
ま
あ
げ
た
段
落

中
、
論
説
文
の
展
閲
と
し
て
は
、
不
用
の
文
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例

え
ば
「
文
典
と
い
う
も
の
を
読
む
。
そ
れ
に
前
後
編
が
あ
っ
て
、
前
編
は
語
を

説
明
し
'
後
編
は
文
を
説
明
し
て
あ
る
。
」
の
、
文
典
が
'
前
後
福
に
わ
か
れ

て
い
る
と
い
う
又
は
へ
あ
と
に
何
の
関
係
も
な
い
。
む
し
ろ
、
す
ぐ
つ
ゞ
-

「
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
と
き
、
」
の
「
そ
れ
」
の
さ
す
も
の
が
、
こ
の
一
文
が

入
っ
た
た
め
に
、
ま
ざ
れ
易
く
さ
え
な
っ
て
小
る
o
字
古
が
、
「
二
m
物
で
、

大
き
い
厚
い
和
本
で
あ
る
」
こ
と
も
、
「
サ
フ
ラ
ン
」
と
い
う
決
字
の
説
明

も
、
あ
と
へ
つ
ゞ
く
論
理
に
は
、
何
の
関
係
も
な
い
。

で
は
、
次
段
へ
す
ゝ
も
う
。

二
、
三
年
前
で
あ
っ
た
。
汽
車
で
上
野
に
着
い
て
'
人
力
車
を
や
と
っ
て

田
子
坂
へ
帰
る
と
ち
ゅ
う
、
東
照
宮
の
石
だ
ん
の
下
か
ら
'
う
す
暗
い
花
園

町
に
か
か
る
と
き
、
道
ば
た
に
む
し
ろ
を
し
い
て
'
球
根
か
ら
す
ぐ
に
紫
の

花
の
咲
い
た
草
を
な
ら
べ
て
売
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
子
ど
も
か
ら
半
老
人

に
な
る
ま
で
の
問
に
、
サ
フ
ラ
ン
に
対
す
る
知
識
は
あ
ま
り
進
ん
で
は
い
な

か
っ
た
が
'
図
譜
で
生
の
花
の
形
だ
け
は
知
っ
て
い
た
の
で
'
「
お
や
へ
サ

3
K
B

フ
ラ
ン
だ
な
。
」
と
思
っ
た
。
花
井
と
し
て
東
京
で
い
つ
ご
ろ
か
ら
も
て
あ

そ
ば
れ
て
い
る
か
し
ら
な
い
。
と
に
か
く
、
サ
フ
ラ
ン
を
売
る
人
が
あ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
、
こ
の
と
き
初
め
て
知
っ
た
。

こ
の
段
落
に
は
'
鴎
外
が
こ
の
文
章
を
か
く
二
'
三
年
前
に
、
は
じ
め
て
サ

フ
ラ
ン
の
生
の
花
の
形
を
見
た
こ
と
が
か
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ

の
段
落
が
、
前
の
段
落
の
「
こ
れ
が
、
私
の
見
た
サ
フ
ラ
ン
の
初
め
で
あ
る
」

を
う
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
名
を
知
っ
て
物
を
知
ら
ぬ
こ
と
が
あ

る
。
」
と
い
う
一
つ
の
思
考
は
'
こ
こ
で
は
形
を
か
え
て
、
そ
の
逆
の
例
'

「
名
を
知
っ
て
物
を
知
っ
た
」
へ
鴎
外
の
経
験
か
ら
い
え
ば
'
例
外
的
な
場
合

に
う
つ
り
'
そ
の
干
物
か
ら
、
生
の
花
へ
と
、
形
象
を
迫
っ
て
い
る
。
そ
し
て
へ

文
章
の
展
開
も
、
論
理
的
と
い
う
よ
り
'
時
間
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
o

こ
の
よ
う
に
、
時
間
、
そ
れ
を
按
の
軸
と
し
、
空
間
を
杭
の
軸
と
し
て
展
開

す
る
の
が
、
文
芸
作
品
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
o
文
芸
作
品
と
い
う
の
は
'
1
こ

と
で
い
う
な
ら
、
人
間
存
在
へ
の
感
動
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
;
人

間
は
'
時
間
と
空
間
が
な
け
れ
ば
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(※)こ
の
あ
と
、
作
者
が
、
去
年
の
十
二
月
に
白
山
下
の
花
屋
の
店
で
、
サ
フ
ラ

ン
の
花
の
咲
い
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
'
買
っ
て
帰
っ
た
こ
と
へ
　
そ
れ
が
、
土

ば
ち
に
埋
め
て
お
く
と
、
花
の
か
れ
た
あ
と
、
こ
と
し
の
一
月
に
な
っ
て
か
ら
、

緑
の
糸
の
よ
う
な
柴
が
出
た
こ
と
な
ど
を
の
べ
、
そ
の
あ
と
で
、
感
想
を
の
べ

て
い
る
0
　
「
人
間
の
す
る
こ
と
の
動
機
は
、
縦
横
に
交
錯
し
て
伸
び
る
サ
フ
ラ

ン
の
業
の
ご
と
く
、
容
易
に
は
自
分
に
も
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
し
い
て
t
　
や

に
を
な
め
た
か
え
る
が
は
ら
わ
た
を
さ
ら
け
出
し
て
洗
う
よ
う
に
洗
い
た
て
を

し
て
み
た
く
も
な
い
。
い
ま
私
が
こ
の
は
ち
に
水
を
か
け
る
よ
う
に
、
物
に
手

を
出
せ
ば
や
じ
馬
と
い
う
。
手
を
ひ
き
こ
め
て
お
れ
ば
独
善
と
い
う
。
残
酷
と

い
う
.
冷
淡
と
い
う
。
.
そ
れ
は
人
の
口
で
あ
る
0
人
の
口
を
顧
み
て
い
る
と
、

1
本
の
手
の
や
り
ど
こ
ろ
も
な
く
な
る
。
」
こ
の
感
想
は
'
も
は
や
「
名
を
知

っ
て
物
を
知
ら
ぬ
」
こ
と
か
ら
~
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
あ
と
を
、
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こ
れ
は
、
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
草
と
私
と
の
歴
史
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
だ

ら
、
い
か
に
私
の
サ
フ
ラ
ン
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
が
貧
弱
だ
か
わ
か

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
疎
遠
な
物
に
も
た
ま
た
ま
ゆ
き
ず
り
の
そ

で
が
ふ
れ
る
よ
う
に
'
サ
フ
ラ
ン
と
私
と
の
問
に
も
接
触
点
が
な
い
こ
と
は

な
い
。
物
語
の
モ
ラ
ル
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

宇
宙
の
問
で
、
こ
れ
ま
で
サ
フ
ラ
ン
は
サ
フ
ラ
ン
の
生
存
を
し
て
い
た
。

私
は
私
の
生
存
を
し
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
も
'
サ
フ
ラ
ン
は
サ
フ
ラ
ン
の
生

存
を
し
て
ゆ
-
で
あ
ろ
う
。
私
は
私
の
生
存
を
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

と
結
ん
で
い
る
の
だ
が
、
こ
の
中
に
出
て
-
る
「
ど
れ
ほ
ど
疎
遠
な
も
の
の

問
に
も
接
触
点
が
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
感
想
も
'
や
は
り
は
じ
め
の
主

題
に
は
か
け
は
な
れ
た
思
考
と
い
え
よ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
サ
フ
ラ
ン
」
と
い
う
文
章
に
か
～
れ
て
い
る
の
は
「
こ

れ
は
へ
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
草
と
私
と
の
歴
史
で
あ
る
。
」
と
、
作
者
自
身
が
い

う
よ
う
に
、
サ
フ
ラ
ン
と
い
う
草
の
形
象
を
め
ぐ
っ
て
の
は
な
し
で
あ
る
。
そ

う
考
え
て
は
じ
め
て
へ
さ
き
に
論
説
文
の
展
開
と
し
て
は
'
不
用
の
文
で
あ
る

と
い
っ
た
'
文
典
に
前
後
編
が
あ
る
と
い
う
文
、
字
書
が
二
冊
本
で
'
大
き
い

厚
い
和
本
で
あ
る
と
い
う
文
'
そ
れ
に
「
サ
フ
ラ
ン
」
の
漢
字
の
説
明
の
文

も
、
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
'
こ
の
「
サ
フ
ラ
ン
」
は
、
は
じ
め
の
と
っ
つ
き
は
論
説
文
の
よ

う
で
あ
る
が
、
、
全
体
と
し
て
み
る
と
き
'
論
説
文
に
は
属
さ
せ
る
こ
と
の
で

き
な
い
文
章
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

空
間
を
占
有
す
る
物
体
が
な
け
れ
ば
'
空
間
は
存
在
し
な
い
.
時
間
も
物
体

の
存
在
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
事
件
の
秩
序
へ
原
因
、
結
果
と
い
う
運
動
の

産
物
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
物
体
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
時
間
も
存
在
し
な

い
。
(
「
あ
る
詐
欺
師
の
告
白
」
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
)t

e

-

-

>

ォ

8
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(
※
)
空
間
と
時
間
と
は
、
存
在
を
媒
体
と
し
て
の
み
存
在
し
、
存
在
に
よ
っ

て
の
み
相
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
存
在
に
は
、
は
じ
ま
り
が
あ
っ
た

よ
う
に
終
末
も
あ
る
。
空
間
は
物
体
相
互
の
秩
序
で
あ
り
、
関
連
で
あ
る
。




