
一
　
は
じ
め
に

　
私
事
で
は
あ
る
が
、
予
備
校
生
を
相
手
に
小
論
文
の
指
導
を
始
め
て
六
年
に

な
る
。
そ
こ
で
目
に
す
る
文
章
に
は
、
課
題
の
主
旨
を
適
切
に
捉
え
て
い
な
い

も
の
や
、
前
後
の
段
落
や
文
同
士
の
関
係
性
が
見
ら
れ
な
い
も
の
が
多
い
。
高

校
を
卒
業
し
た
人
の
多
く
が
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
文
章
に
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
こ
の
ま
ま
社
会
に
出
て
い
く
と
ど
う
な
る
か
。
社

会
に
出
れ
ば
文
章
を
書
く
機
会
や
意
見
を
求
め
ら
れ
る
機
会
が
必
ず
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
現
状
の
ま
ま
で
は
、
そ
う
し
た
場
面
に
自
分
の
力
で
対
応
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
考
え
た
時
、
高
校
卒
業
時
点
で
、

論
理
的
に
思
考
す
る
力
、
さ
ら
に
、
論
理
的
に
表
現
す
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ

る
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
。
昨
今
の
社
会
状
況
を
鑑
み
て
も
、
論
理
的

思
考
力
の
育
成
の
必
要
性
が
増
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
中
央

教
育
審
議
会
答
申
等
か
ら
も
、
国
語
科
の
育
成
す
べ
き
力
と
し
て
重
き
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
所
属
す
る
教
職
高
度
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ
実

習
・
課
題
解
決
実
習
に
お
い
て
、
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
を
次
の
よ
う
に

設
定
し
、
実
習
に
臨
ん
だ
。

　
評
論
文
教
材
を
用
い
た
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て

い
け
ば
、
論
理
的
に
思
考
し
、
自
分
の
考
え
を
筋
道
立
て
て
文
章
化
す
る
力

を
学
習
者
に
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　
本
稿
で
は
、
二
〇
一
四
年
六
月
に
行
っ
た
課
題
解
決
実
習
Ⅰ
の
内
容
を
中
心

に
報
告
す
る
。

二
　
課
題
解
決
実
習
Ⅰ

二
─
一
　
論
理
的
思
考
力
を
高
め
る
学
習
指
導

　
　
　
　
─「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
関
連
の
あ
り
方
─

　「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
効
果
的
に
結
び
付
け
る
に
は
、
ど
の
よ
う

に
学
習
を
展
開
し
、
ど
の
よ
う
な
指
導
の
手
立
て
を
施
せ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

本
項
で
は
、「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
効
果
的
に
関
連
づ
け
る
具
体
的

─　　─２８３

　

高
等
学
校
国
語
科
に
お
け
る
論
理
的
思
考
力
を
高
め
る
学
習
指
導

─
─
評
論
文
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
」（
池
内
了
）
の
場
合
─
─
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な
活
動
や
指
導
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
先
行
実
践
と
し
て
、

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
な

ぐ
学
習
指
導
を
試
み
て
い
る
澤
口
哲
弥
の
実
践
を
参
考
に
す
る
。

　
澤
口
哲
弥
（
二
〇
一
三
）
は
、
学
習
者
が
評
論
文
と
対
話
的
関
係
を
も
つ
授

業
を
実
践
す
る
に
あ
た
り
、
方
法
知
と
し
て
「
学
び
方
を
学
ぶ
」
こ
と
を
基
本

戦
略
と
し
、
次
の
三
つ
の
目
標
を
設
定
し
て
い
る
（
五
四
頁
）。

　
　
①
分
析
す
る
方
法
を
学
ぶ

　
　
②
思
考
を
積
み
重
ね
る
方
法
を
学
ぶ

　
　
③
思
考
を
表
現
へ
つ
な
ぐ
方
法
を
学
ぶ

　
①
で
は
、「
前
提
、
論
点
、
主
張
を
考
え
る
活
動
」
や
「
論
証
の
工
夫
と
構
造

を
考
え
る
」
活
動
（
概
念
地
図
、
ベ
ン
図
、
フ
リ
ッ
プ
の
活
用
）、
②
で
は
、
帰

納
的
・
演
繹
的
推
論
を
働
か
せ
る
活
動
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
活
動
を
「
③
思
考
を
表
現
へ
つ
な
ぐ
方
法
を
学
ぶ
」
に
つ
な
い
で
い
る
。

③
の
具
体
的
な
活
動
と
し
て
、
評
論
文
「
道
具
と
文
化
」（
河
合
雅
雄
）
の
授
業

に
お
い
て
、「
類
比
か
ら
問
題
を
焦
点
化
す
る
と
い
う
筆
者
の
書
く
戦
略
に
倣
っ

て
、
身
近
な
事
例
を
題
材
と
し
、
意
見
文
を
書
く
」
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
澤
口
の
実
践
か
ら
は
、「
内
容
知
」（
知
識
や
ス
キ
ル
そ
の
も
の
）
だ
け
で
は

な
く
、「
方
法
知
」（
学
び
方
を
学
ぶ
能
力
）
と
し
て
習
得
さ
せ
る
こ
と
の
大
切

さ
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
筆
者
の
主
張
を

考
え
る
こ
と
や
構
造
を
捉
え
る
こ
と
、
筆
者
の
意
図
を
推
論
す
る
こ
と
、
日
常

と
関
連
づ
け
る
こ
と
な
ど
を
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
の
中
に
意
識
的
に
取
り
入

れ
、
ま
た
、
学
ん
だ
戦
略
を
活
用
し
た
意
見
文
を
書
く
活
動
を
行
う
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
下
の
授
業
は
、
こ
の
澤
口
実
践
を
踏
ま
え
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

二
─
二
　
授
業
の
概
要

▼
対
象
：
広
島
県
立
祇
園
北
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　
三
年
一
組
　
十
二
名
〔
理
数
コ
ー
ス
〕

　
　
　
　
　
　
三
年
四
組
　
三
十
七
名
〔
理
型
ク
ラ
ス
〕

▼
授
業
期
間
：
二
〇
一
四
年
五
月
二
十
六
日
（
月
）
～
六
月
十
二
日
（
木
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　【
全
六
時
間
】

▼
教
材
：
池
内
了
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
」

　
　
　
　
　
　（『
改
訂
版
現
代
文
』
第
一
学
習
社
、
平
成
十
九
年
三
月
検
定
済
）

〈
教
材
の
要
旨
〉

　
本
教
材
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
・
利
用
が
進
む
社
会
の
中
で
、
人
々
は

ど
の
よ
う
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
つ
き
あ
う
べ
き
か
を
論
じ
た
評
論
文
で
あ
る
。

筆
者
・
池
内
了
は
、「
化
学
物
質
に
よ
る
地
球
汚
染
の
問
題
」
な
ど
の
例
を
示
し

な
が
ら
、
現
在
非
常
に
発
展
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
問
題
点
を
指
摘
し
、

地
球
と
人
類
の
存
続
の
た
め
に
は
、「
あ
え
て
手
を
出
さ
な
い
」
と
い
う
知
恵
を

獲
得
す
る
こ
と
が
二
十
一
世
紀
を
生
き
る
我
々
に
は
必
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張

す
る
。
次
頁
に
、
本
文
の
構
造
図
を
示
す
。

▼
単
元
目
標
：

①
具
体
的
な
事
例
を
一
般
化
し
て
い
く
過
程
を
整
理
し
、
論
理
の
展
開
を
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
文
章
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
の
工
夫
の
仕
方
を
習
得
し
、
そ
れ
を
活
か

し
て
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
自
己
を
取
り
巻
く
世
界
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
理
解
し
、
広
く
関
心
を
持
つ

と
と
も
に
、
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

─　　─２８４



▼
授
業
の
展
開
：

〈
第
一
次
〉

　
第
一
時

　
・
通
読
前
に
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対
す
る
考
え
を
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→
学
習
プ
リ
ン
ト
①

　
・
本
文
全
体
を
通
読
す
る
。

　
・
筆
者
の
問
題
提
起
及
び
主
張
を
把
握
す
る
。

　
第
二
時

　
・
③
～
⑥
段
落
の
内
容
（「
化
学
物
質
に
よ
る
問
題
」）
を
、
論
の
展
開
を
図

解
し
な
が
ら
読
み
取
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
→
学
習
プ
リ
ン
ト
②

　
第
三
時

　
・
本
文
中
の
四
つ
の
論
証
を
把
握
す
る
。

　
・
⑧
⑨
段
落
の
内
容
（「
発
明
は
必
要
の
母
」）
を
的
確
に
理
解
す
る
。

　
第
四
時

　
・
⑩
～
⑬
段
落
の
内
容
（「
内
的
身
体
能
力
の
衰
え
」）
を
的
確
に
読
み
取
る
。

〈
第
二
次
〉

　
第
五
時

　
・
⑭
段
落
以
降
の
内
容
（「
時
間
の
喪
失
」
及
び
筆
者
の
主
張
）
を
的
確
に
読

み
取
る
。

　
・
本
文
全
体
の
構
造
を
改
め
て
俯
瞰
す
る
。

　
・
論
証
の
順
番
に
お
け
る
筆
者
の
意
図
を
推
理
・
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→
学
習
プ
リ
ン
ト
③

　
第
六
時

　
・
意
見
文
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
。

─　　─２８５

　「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
」＝【
問
い
】

　【
話
題
提
示
】

　
①
リ
ッ
プ
マ
ン
の
予
言

　
　「
人
々
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
使
わ
れ
か
ね
な
い
時
代
の
到
来
」

　【
問
題
提
起
】

　
②「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
私
た
ち
が
本
当
に
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
を

む
し
ろ
阻
害
し
て
い
る
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。」

　【
根
拠
】

　
　
　
③
～
⑥「
化
学
物
質
に
よ
る
問
題
」〈
論
証
１
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
→
主
張
（「
あ
え
て
開
発
し
な
い
」）

　
　
　
⑦「
遺
伝
子
組
み
換
え
の
マ
イ
ナ
ス
面
」〈
論
証
２
〉

　
　
　
⑧
⑨「
必
要
は
発
明
の
母
」
→
「
発
明
は
必
要
の
母
」

　
　
　
⑩
～
⑬「
内
的
身
体
能
力
の
衰
え
」〈
論
証
３
〉

　
　
　
⑭「
時
間
の
喪
失
」〈
論
証
４
〉

　【
主
張
】

　
⑮
　
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
お
い
て
も
、
個
人
レ
ベ
ル
で

の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
利
用
に
お
い
て
も
、「
あ
え
て
手
を
出
さ
な

い
」
と
い
う
発
想
は
、
二
十
一
世
紀
の
人
類
が
獲
得
す
べ
き
英
知

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
⑯
⑰「
決
意
せ
る
消
費
者
」（「
あ
え
て
手
を
出
さ
な
い
と
決
意
す
る
」
消

費
者
）
と
な
る
重
要
性

利用 開発

港 鴻高



　
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対
す
る
意
見
文
を
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
→
学
習
プ
リ
ン
ト
④

《
意
見
文
の
課
題
》

　
①
肯
定
的
立
場
、
②
否
定
的
立
場
、
③
限
定
的
立
場
の
い
ず
れ
か
の
立
場
に

立
っ
て
、
私
た
ち
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か

に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。
な
お
、
書
く
際
に
は
次
の
２
点
を
意

識
す
る
こ
と
。

　  
・
具
体
的
な
事
例
を
示
す
こ
と

　
　
・「
む
ろ
ん
～
も
あ
る
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と

（
※
第
一
時
で
も
、
同
じ
課
題
に
取
り
組
ま
せ
た
。
た
だ
し
、
二
つ
の
条
件
は
課

し
て
い
な
い
。）

二
─
三
　
仮
説
の
設
定

　
本
実
践
の
仮
説
と
そ
の
検
証
方
法
を
示
す
。

【
Ⅰ
　
学
習
の
手
順
に
関
す
る
仮
説
】

　
教
材
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
学
習
者
の
認
識
の
深
化
・
拡
充
を
促
す
に
は
、

学
習
の
手
順
と
し
て
次
の
七
つ
の
工
夫
を
施
す
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。

〈
手
順
１
〉
教
材
に
向
か
う
姿
勢
を
作
る
（
教
材
を
読
む
前
に
テ
ー
マ
に
対
す
る
自
ら
の

認
識
を
表
現
さ
せ
る
）。

〈
手
順
２
〉「
全
体
か
ら
部
分
へ
」
と
い
う
流
れ
で
学
習
を
進
め
る
。

〈
手
順
３
〉
文
章
の
構
造
を
整
理
す
る
活
動
を
行
う
。

〈
手
順
４
〉
具
体
例
や
意
見
を
想
起
す
る
時
間
を
設
け
る
。

〈
手
順
５
〉
筆
者
の
表
現
の
工
夫
や
そ
の
意
図
を
考
え
る
活
動
を
行
う
。

〈
手
順
６
〉
教
材
の
内
容
や
表
現
を
活
用
し
た
意
見
文
を
書
か
せ
る
。

〈
手
順
７
〉
意
見
文
を
相
互
評
価
さ
せ
る
。

【
Ⅱ
　
指
導
の
手
立
て
に
関
す
る
仮
説
】

１［
具
体
例
→
主
張
→
反
論
→
再
反
論
］
と
い
う
筆
者
の
論
の
展
開
の
仕
方
を

捉
え
さ
せ
、
そ
れ
を
意
見
文
の
型
と
し
て
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
考

え
を
論
理
的
に
書
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
具
体
例
の
配
列
の
仕
方
に
着
目
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
み
手
意
識
を

も
ち
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
論
理
的
に
書
く
よ
う
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
検
証
に
は
、「
第
一
時
の
記
述
（
学
習
プ
リ
ン
ト
①
）」「
第
六
時
の
記
述
（
学

習
プ
リ
ン
ト
④
）」「
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
（
第
六
時
終
了
後
実
施
）」
を
用
い
る
。

二
─
四
　
仮
説
の
検
証

　
本
項
で
は
、【
Ⅰ
　
学
習
の
手
順
に
関
す
る
仮
説
】
及
び
【
Ⅱ
　
指
導
の
手
立

て
に
関
す
る
仮
説
】
の
検
証
を
行
う
。
検
証
は
、【
仮
説
Ⅱ
】、【
仮
説
Ⅰ
】
の
順

に
進
め
る
。

（
１
）
指
導
の
手
立
て
に
関
す
る
仮
説
Ⅱ
の
検
証

ア
）【
仮
説
Ⅱ
─
１
】
の
検
証

具
体
的
な
手
立
て

　【
仮
説
Ⅱ
─
１
】
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
た
。

　
第
二
時
に
お
い
て
、
学
習
プ
リ
ン
ト
②
を
使
っ
て
③
～
⑥
段
落
の
内
容
を
図

解
し
た
。
こ
の
部
分
は
、
筆
者
が
「
化
学
物
質
に
よ
る
問
題
」
に
つ
い
て
論
証
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し
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
図
解
し
な
が
ら
読
み
進
め
た
こ
と
で
、
学
習
者
に
、

筆
者
が
［
具
体
例
→
主
張
→
反
論
→
再
反
論
］
と
い
う
流
れ
で
論
を
展
開
し
て

い
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
と
き
、
反
論
を
想
定
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
主
張
の
妥
当
性
が
高
ま
る
こ
と
も
確
認
し
て
い
る
。

　
第
六
時
で
意
見
文
を
書
か
せ
る
際
に
は
、［
具
体
例
→
主
張
→
反
論
→
再
反

論
］
と
い
う
型
を
提
示
し
た
。
さ
ら
に
、
論
理
的
に
思
考
し
、
表
現
す
る
こ
と

を
促
す
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、
具
体
例
の
提
示
及
び
「
む
ろ
ん
～
も
あ
る
」

と
い
う
表
現
の
使
用
を
条
件
と
し
て
課
し
た
。
な
お
、［
主
張
→
具
体
例
→
反
論

→
再
反
論
］
の
型
で
書
い
て
も
よ
い
と
し
た
。

検
証

▼
型
の
提
示
に
つ
い
て

　
第
一
時
で
、
教
材
を
読
む
前
に
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対
す

る
考
え
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　
　
・
主
張
の
み
、
ま
た
は
根
拠
の
み
記
し
て
い
る
。

　  
・
主
張
と
具
体
例
を
並
べ
る
だ
け
で
、
理
由
付
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
・
問
い
に
対
す
る
答
え
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
　
・
他
の
立
場
・
意
見
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

　
で
は
、
筆
者
の
論
の
展
開
の
仕
方
を
理
解
さ
せ
、
そ
れ
を
意
見
文
の
型
と
し

て
活
用
さ
せ
た
場
合
、
学
習
者
の
書
く
意
見
文
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
見
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

［
学
習
者
Ａ
］

（
第
一
時
）

　
科
学
技
術
の
開
発
は
続
け
て
い
く
べ
き
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
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を
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。

（
第
六
時
）

　
私
は
こ
れ
か
ら
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
は
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え

る
が
、
そ
の
使
い
方
も
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
今
あ
る
ス
マ
ホ
や
Ｐ
Ｃ
な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
無
駄
な
時

間
を
使
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
む
ろ
ん
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
友
好
関
係
を
築
き
、
友
達
な
ど
と
楽
し
い
時

を
過
ご
せ
る
な
ど
の
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
時
間
を
使
い
過
ぎ

て
し
ま
う
と
、
本
来
完
成
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
等
へ
時
間
を
使

え
ず
、
完
成
で
き
な
か
っ
た
り
、
適
当
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
が
起
き

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
か
ら
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
の
開
発
は
進
め
て
い
く
べ

き
だ
と
考
え
る
が
、
そ
の
使
い
方
も
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
る
。

　［
学
習
者
Ａ
］
は
、
第
一
時
で
は
、
主
張
の
み
を
書
い
て
い
た
。
し
か
し
、
第

六
時
で
は
、［
主
張
→
具
体
例
→
反
論
→
再
反
論
］
の
型
で
書
い
て
お
り
、
十
分

と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
根
拠
や
対
立
意
見
を
示
し
な
が
ら
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
て
い
る
。

　
大
半
の
学
習
者
が
［
学
習
者
Ａ
］
と
同
様
の
型
を
用
い
て
い
た
が
、［
具
体
例

→
主
張
→
反
論
→
再
反
論
］
の
型
で
書
い
て
い
る
者
も
七
名
見
ら
れ
た
。
結
果

と
し
て
、
す
べ
て
の
学
習
者
が
ど
ち
ら
か
の
型
で
構
成
し
た
意
見
文
を
書
く
こ

と
が
で
き
て
お
り
、「
主
張
し
か
述
べ
て
い
な
い
」「
理
由
付
け
が
な
い
」
と

い
っ
た
意
見
文
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
構
成
の

整
っ
た
、
主
張
と
根
拠
が
明
示
さ
れ
た
文
章
を
書
く
と
い
う
点
に
お
い
て
、
型

を
示
す
こ
と
の
効
果
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
与
え
ら
れ
た
型
通
り
に
各
要
素
が
並
べ
て
あ
れ
ば
良
い
と

い
う
も
の
で
は
な
い
。
論
理
的
に
意
見
を
述
べ
る
際
に
特
に
重
要
と
な
る
の
は
、

因
果
関
係
が
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
観
点
か
ら
意
見
文
を
再
検
討

す
る
と
、　
％
も
の
学
習
者
が
、
具
体
例
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
主
張

８６

の
根
拠
と
な
る
よ
う
に
関
連
づ
け
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

▼
反
論
の
想
定
に
つ
い
て

　
つ
づ
い
て
、
反
論
の
想
定
の
観
点
か
ら
検
証
を
行
う
。
先
述
し
た
第
一
時
の

記
述
の
傾
向
の
四
点
目
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
学
習
者
は
文
章
を
書
く
際
、
他

者
を
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
。
だ
が
、［
具
体
例
→
主
張
→
反
論
→
再
反
論
］

と
い
う
型
を
活
用
さ
せ
る
こ
と
、
及
び
「
む
ろ
ん
～
も
あ
る
」
と
い
う
表
現
を

使
用
さ
せ
る
こ
と
で
、
必
然
的
に
反
論
を
想
定
さ
せ
、
相
手
を
納
得
さ
せ
よ
う

と
論
理
的
に
表
現
す
る
こ
と
を
促
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
、「
む
ろ
ん
～
も
あ
る
」
の
使
用
の
適
切
さ
に
着
目
し
て
検
証
し
た

と
こ
ろ
、
七
割
以
上
の
学
習
者
が
適
切
に
用
い
た
上
で
、
反
論
を
上
回
る
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
例
と
し
て
［
学
習
者
Ｂ
］
の
記
述
を
示
す
。

［
学
習
者
Ｂ
］（
第
六
時
）

　
私
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
は
進
め
て
い
く
べ
き
だ
が
、
も
っ
と
慎
重

に
な
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
利
益
を
得
る
た
め
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
を

推
し
進
め
た
結
果
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
例
も
少
な
く
は
な
い
。
日
本
で

起
き
た
東
京
電
力
の
原
発
事
故
や
、
中
国
の
Ｐ
Ｍ
　
に
よ
る
大
気
汚
染
な
ど

２．５

も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
伴
う
危
険
性
を
深
く
考
え
ず
、
利
益
を
追
求
し

た
結
果
だ
と
言
え
る
。
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む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
よ
り
、
人
間
の
生
活
が

よ
り
よ
い
も
の
に
な
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
危
険
性
を
考
え
な

い
開
発
を
し
て
い
て
は
、
逆
に
人
間
の
生
活
を
奪
い
か
ね
な
い
の
も
ま
た
事

実
な
の
だ
。

　
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
る
危
険
性
を
考
え
な
が
ら
、
慎
重
に
開
発
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

　
第
一
時
の
段
階
で
他
者
を
意
識
し
て
い
た
学
習
者
は
、
二
ク
ラ
ス
合
わ
せ
て

一
名
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
む
ろ
ん
～
も
あ
る
」
を
使
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
第
六
時
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
学
習
者
が
自
分
と
は
異
な
る
立
場
・
意

見
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
受
け
て
自
分
の
主
張
の
妥
当
性
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
て
い
た
。
他
者
意
識
を
喚
起
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

イ
）【
仮
説
Ⅱ
─
２
】
の
検
証

具
体
的
な
手
立
て

　【
仮
説
Ⅱ
─
２
】
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
指
導
を
行
っ
た
。

　
第
五
時
に
お
い
て
、
本
文
中
の
四
つ
の
論
証
の
順
番
（「
化
学
物
質
に
よ
る
問

題
」→「
遺
伝
子
組
換
の
マ
イ
ナ
ス
面
」→「
内
的
身
体
能
の
衰
え
」→「
時
間
の
喪

失
」）
に
着
目
さ
せ
、
そ
の
順
番
の
持
つ
特
質
及
び
筆
者
の
意
図
を
考
え
さ
せ
た

（
学
習
プ
リ
ン
ト
③
）。
こ
の
活
動
を
通
し
て
、
学
習
者
は
、
筆
者
の
具
体
例
の

配
列
の
仕
方
に
は
、
読
み
手
に
分
か
り
や
す
く
し
た
り
当
事
者
意
識
を
持
た
せ

た
り
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
。
そ
の
た
め
、
具
体
例
を
挙
げ
て
自
分

の
考
え
を
表
現
さ
せ
る
こ
と
で
、
学
習
者
は
読
み
手
を
意
識
し
、
読
み
手
に
分
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か
る
よ
う
に
伝
え
る
た
め
に
、
論
理
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
考
え
た
の
で

あ
る
。

検
証

　
具
体
例
の
配
列
に
工
夫
が
見
ら
れ
る
記
述
を
次
に
示
す
。

［
学
習
者
Ｃ
］（
第
六
時
）

　
私
は
こ
れ
以
上
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
進
歩
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え

る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
に
よ
っ
て
起
こ
る
問
題
点
は
何
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
一
つ
目
は
環
境
問
題
だ
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
よ
り
、
大
気
・
水

質
・
土
壌
が
汚
染
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
の
健
康
に
も
被
害
が
あ
る

だ
ろ
う
。
二
つ
目
は
、
武
器
の
開
発
だ
。
ど
こ
か
の
国
が
高
い
技
術
で
武
器

を
作
っ
た
な
ら
、
周
り
の
国
々
は
そ
の
武
器
か
ら
国
を
守
ら
な
い
と
い
け
な

い
か
ら
、
さ
ら
に
高
い
技
術
で
武
器
を
作
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
競
争
は

私
た
ち
の
生
活
を
危
険
に
さ
ら
す
だ
ろ
う
。

　
む
ろ
ん
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
私
た
ち
の
生
活
を
よ
り
便
利
に
す
る
と
い
う

考
え
も
あ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
健
康
や
身
の
安
全
を
考
え
て
も
ま
だ
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
必
要
な
の
か
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ

れ
た
電
化
製
品
た
ち
は
、
電
磁
波
を
出
し
つ
づ
け
今
も
ず
っ
と
私
た
ち
の
体

や
脳
を
む
し
ば
ん
で
い
る
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
よ
り
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
こ
れ
以
上
進
歩
さ
せ
る
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
る
。

　［
学
習
者
Ｃ
］
は
、
ま
ず
「
環
境
問
題
」「
武
器
の
開
発
」
と
い
う
問
題
を
取

り
あ
げ
、
そ
の
後
、
再
反
論
の
中
で
「
電
化
製
品
」
に
よ
る
人
体
へ
の
影
響
の

問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
筆
者
の
よ
う
に
、
地
球
規
模
の
問
題
だ
け
で
な
く

身
近
な
問
題
も
示
す
こ
と
で
、
読
み
手
に
分
か
り
や
す
く
、
そ
し
て
、
当
事
者

意
識
を
持
た
せ
る
こ
と
を
狙
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
だ
が
、［
学
習
者
Ｃ
］
の
よ
う
に
取
り
あ
げ
る
具
体
例
や
そ
の
順
番
に
工
夫
が

見
ら
れ
た
学
習
者
は
、
全
体
の
一
割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
学
習
者
の
多
く
は
具

体
例
を
考
え
る
こ
と
に
ま
ず
困
難
を
覚
え
て
お
り
、
そ
の
上
順
番
を
工
夫
す
る

と
い
う
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ウ
）
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
の
分
析

　
以
上
の
検
証
結
果
の
裏
付
け
と
し
て
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
（
到
達
度
に
関
す

る
自
己
評
価
）
の
結
果
を
見
て
み
よ
う
。

　
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
次
の
三
つ
の
質
問
項
目
か
ら
、「
読
む
こ
と
」
の
中
で
学

ん
だ
内
容
を
「
書
く
こ
と
」
に
活
か
す
こ
と
に
対
す
る
学
習
者
の
意
識
を
分
析

し
、
考
察
を
加
え
る
。

《
対
象
と
す
る
質
問
項
目
》

２
：
論
理
的
な
文
章
に
お
け
る
筆
者
の
表
現
の
工
夫
（
反
論
を
想
定
し
た

（「
む
ろ
ん
～
も
あ
る
」
を
用
い
た
）
論
の
展
開
の
仕
方
）
を
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
た
。

３
：
論
理
的
な
文
章
に
お
け
る
筆
者
の
表
現
の
工
夫
（
具
体
例
の
順
序
）
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

４
：
意
見
文
を
書
く
際
、
筆
者
の
表
現
の
工
夫
（
反
論
を
想
定
し
た
論
の
展

開
の
仕
方
・
具
体
例
の
順
序
）
を
活
か
す
こ
と
が
で
き
た
。
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質
問
項
目
２
及
び
３
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
全
員
が
肯
定
的
評
価
を
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
筆
者
の
表
現
の
工
夫
の
理
解
は
十
分
に
達
成
で
き
た
と
言
え
る
。
質

問
項
目
４
に
つ
い
て
は
、
八
割
以
上
の
学
習
者
が
肯
定
的
評
価
を
し
て
い
た
。

実
際
に
は
、
反
論
を
想
定
し
て
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
大
半
の
学
習
者
が
で
き

て
い
た
が
、
具
体
例
の
配
列
を
工
夫
す
る
こ
と
ま
で
で
き
て
い
る
学
習
者
は
少

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
八
割
の
学
習
者
は
理
解
し
た
こ
と
を
活
か
す
こ
と
が
で

き
た
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
は
、
使
え
る
知
識
と
し
て
習
得
し

た
感
覚
が
学
習
者
の
中
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
理
解
し
た
こ
と
を
活
用
し
よ

う
と
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

エ
）
意
見
文
に
お
け
る
学
習
者
の
課
題

　
検
証
を
通
し
て
、
意
見
文
を
書
く
上
で
の
学
習
者
の
課
題
も
見
え
て
き
た
。

主
に
、「
具
体
例
を
な
か
な
か
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
具
体
例
に
引
っ

張
ら
れ
、
課
題
の
主
旨
か
ら
論
が
ず
れ
る
」
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
一
点
目
は
、
先
述
し
た
具
体
例
の
配
列
の
工
夫
の
有
無
に
関
わ
る
こ
と
で
あ

る
。
学
習
者
の
中
に
は
、
具
体
例
を
一
つ
し
か
提
示
し
て
い
な
い
者
や
、
教
科

書
に
載
っ
て
い
る
例
し
か
挙
げ
ら
れ
な
い
者
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ア
ウ
ト
ラ

イ
ン
作
成
時
に
、
手
が
止
ま
っ
て
い
る
学
習
者
の
多
く
は
「
具
体
例
が
思
い
つ

か
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
当
然
、
具
体
例
が
思
い
つ
か
な
い
学
習
者
に
は
、

順
番
ま
で
工
夫
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
二
点
目
に
つ
い
て
は
、
事
例
を
も
と
に
具
体
的
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
よ
う

と
す
る
あ
ま
り
、
主
張
の
根
拠
で
あ
っ
た
事
例
が
、
文
章
の
主
題
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
今
回
で
言
え
ば
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
全
般
の
問
題
で
は
な
く
、

あ
る
特
定
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
例
え
ば
「
携
帯
電
話
」
や
「
原
子
力
発
電
」
と

ど
う
つ
き
あ
う
か
と
い
う
問
題
に
す
り
替
わ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
学
習
の
手
順
に
関
す
る
仮
説
Ⅰ
の
検
証

授
業
の
展
開
と
仮
説
と
の
対
応

　【
仮
説
Ⅰ
】
は
、
学
習
者
が
単
元
全
体
を
見
通
し
て
学
べ
る
よ
う
に
、
学
習
の

手
順
に
工
夫
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
学
習
者
の
認
識
の
深
化
・
拡
充
は
、
一

つ
の
活
動
に
よ
っ
て
起
こ
る
場
合
も
あ
る
が
、
単
元
全
体
を
通
し
て
起
こ
る
も

の
だ
ろ
う
。

　「
二
─
二
　
授
業
の
概
要
」
で
示
し
た
授
業
の
展
開
は
、【
仮
説
Ⅰ
】
の
手
順

と
、「
第
一
時
─
手
順
１
・
手
順
２
」「
第
二
時
─
手
順
３
」「
第
四
時
─
手
順

４
」「
第
五
時
─
手
順
５
」「
第
六
時
─
手
順
６
」
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
。

な
お
、〈
手
順
７
〉
の
相
互
評
価
は
、
時
間
的
な
制
約
と
学
習
者
の
実
態
か
ら

行
っ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
、
教
師
に
よ
る
評
価
及
び
ま
と
め
プ
リ
ン
ト
の
配

布
を
も
っ
て
本
単
元
を
終
え
た
。

検
証

　
以
下
、「
立
場
の
変
化
」「
認
識
の
変
容
・
深
化
」
の
二
つ
の
観
点
か
ら
、【
仮

説
Ⅰ
】
の
検
証
を
行
う
。

ア
）
立
場
の
変
化

　
単
元
全
体
を
ふ
り
返
っ
て
、
最
も
予
想
外
の
結
果
が
生
じ
た
の
は
学
習
者
の

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対
す
る
立
場
の
変
化
で
あ
る
。

　
学
習
者
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
意
見
文
を
書
く
に
あ
た
り
自
分
の
立
場
を

明
示
さ
せ
た
。
第
一
時
の
段
階
で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
つ

い
て
、
限
定
的
立
場
が
七
割
、
肯
定
的
立
場
が
三
割
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第

六
時
で
は
、
限
定
的
立
場
が
五
割
弱
に
減
り
、
肯
定
的
立
場
、
否
定
的
立
場
の
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割
合
が
増
え
て
い
た
。
特
に
四
組
で
は
、
限
定
的
立
場
に
立
つ
学
習
者
の
数
が

八
割
か
ら
四
割
へ
と
半
減
し
て
い
る
。
筆
者
は
限
定
的
立
場
か
ら
主
張
し
て
い

る
た
め
、
本
文
を
読
む
こ
と
で
限
定
的
立
場
に
変
わ
る
学
習
者
が
多
い
の
で
は

な
い
か
と
予
想
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
反
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

イ
）
認
識
の
変
容
・
深
化

　
で
は
、
学
習
者
は
本
文
を
読
ん
で
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
学
習
者
の
立
場
の
変
化
に
は
、

〈
立
場
に
変
化
な
し
〉〈
肯
定
的
立
場
へ
の
移
行
〉〈
否
定
的
立
場
へ
の
移
行
〉

〈
限
定
的
立
場
へ
の
移
行
〉
の
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
た
。
紙
幅
の
関
係
上
、

〈
立
場
に
変
化
な
し
〉
の
場
合
の
み
具
体
的
に
示
す
。

▼
学
習
者
の
意
見
文
の
実
際

　
次
に
示
す
の
は
、〈
立
場
に
変
化
な
し
〉
の
学
習
者
の
記
述
で
あ
る
。
六
割
の

学
習
者
が
、
教
材
を
読
む
前
と
後
と
で
立
場
を
変
え
て
い
な
か
っ
た
。

［
学
習
者
Ｄ
］
③
限
定
的
立
場

（
第
一
時
）

　
私
は
、
科
学
技
術
が
発
展
す
る
の
は
と
て
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。

そ
の
技
術
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
生
活
は
豊
か
に
も
、
便
利
に
も
な
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、
人
間
の
利
益
ば
か
り
を
追
求
し
て
発
達
さ
せ
る
と
地
球
環
境
に
害

を
与
え
る
だ
け
で
な
く
人
間
に
も
害
が
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
で
、
制
限
や
基

準
を
も
う
け
た
り
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

（
第
六
時
）

　
私
は
、
こ
れ
か
ら
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
は
進
め
て
い
く
べ
き
だ
と
思

う
が
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

例
え
ば
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
で
個
人
を
証
明
す
る
も
の
が
書
類
だ
け
で

な
く
指
紋
に
よ
っ
て
個
人
を
判
断
し
た
り
す
る
。
一
見
正
確
な
証
明
法
の
よ

う
に
思
え
る
が
、
機
械
の
誤
作
動
で
正
し
く
読
み
取
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
、

自
分
が
本
人
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
だ
。
ま
た
、
車
や
飛
行
機
の
自
動
操

縦
で
も
誤
作
動
が
発
生
す
る
と
自
分
の
意
志
は
無
視
さ
れ
大
き
な
事
故
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
。

　
む
ろ
ん
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
私
た
ち
の
生
活
を
よ
り
豊
か
に
、
よ
り
手
間

を
省
け
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
人
間
は
そ
の
利
点
の

た
め
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
発
達
さ
せ
る
の
だ
。

　
し
か
し
、
そ
の
利
点
ば
か
り
を
追
求
し
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
を
続
け

る
と
私
た
ち
人
間
の
意
志
は
関
係
な
く
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
操
ら
れ
る
生
活

を
送
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

開
発
は
、
人
間
へ
の
悪
影
響
が
ど
れ
く
ら
い
か
と
い
う
こ
と
を
基
準
に
進
め

て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
。

　［
学
習
者
Ｄ
］
は
、
筆
者
と
同
じ
限
定
的
立
場
か
ら
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
第

一
時
で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
・
利
用
に
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
両
面

が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、「
制
限
や
基
準
を
も
う
け
」
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
。
第
六
時
で
も
こ
の
考
え
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
だ
が
、
プ
ラ
ス
面

と
マ
イ
ナ
ス
面
を
指
紋
認
証
の
技
術
や
車
な
ど
の
自
動
操
縦
を
例
に
具
体
的
に

述
べ
て
い
た
り
、「
人
間
へ
の
悪
影
響
が
ど
れ
く
ら
い
か
」
と
設
け
る
基
準
を
明

確
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
身
の
回
り
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
想
起

し
、
筆
者
の
考
え
も
踏
ま
え
な
が
ら
自
分
の
考
え
を
具
体
的
に
構
築
し
て
い
る
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こ
と
が
分
か
る
。

　
立
場
に
変
化
が
見
ら
れ
た
学
習
者
の
意
見
文
に
つ
い
て
も
、
簡
単
に
述
べ
て

お
こ
う
。

　
ま
ず
、〈
肯
定
的
立
場
へ
の
移
行
〉
の
場
合
で
あ
る
。
限
定
的
立
場
で
あ
っ
た

学
習
者
の
中
に
は
、
読
解
後
、
肯
定
的
立
場
に
変
わ
っ
た
者
が
少
な
く
な
か
っ

た
。
例
え
ば
、
第
一
時
で
、
化
学
兵
器
へ
の
応
用
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
、

「
目
的
を
考
え
、
制
限
す
る
こ
と
が
大
切
」
と
主
張
し
て
い
た
学
習
者
は
、
第
六

時
で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
良
い
方
向
へ
の
可
能
性
を
大
き
く
評
価
し
、「
危
険

な
も
の
を
安
全
に
使
う
方
法
を
見
つ
け
る
た
め
に
必
要
」
と
い
う
考
え
に
変

わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
肯
定
的
立
場
に
立
っ
た
と
は
い
え
、
第
六
時
で
も

「
使
い
よ
う
に
よ
っ
て
、
良
く
も
悪
く
も
な
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
が
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
を
問
題
視
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

　〈
否
定
的
立
場
へ
の
移
行
〉
の
場
合
、
第
一
時
の
段
階
で
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

プ
ラ
ス
面
を
評
価
し
つ
つ
も
、「
人
間
を
駄
目
に
す
る
」
な
ど
と
マ
イ
ナ
ス
面
も

指
摘
し
て
い
た
学
習
者
に
多
く
見
ら
れ
た
。
筆
者
の
指
摘
す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
マ
イ
ナ
ス
面
の
大
き
さ
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
こ
と
で
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

頼
り
す
ぎ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
」
と
い
う
考
え
が
、「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
進
歩
さ

せ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
強
い
思
い
に
変
化
し
た
の
だ
と
推
測
す
る
。

　〈
限
定
的
立
場
へ
の
移
行
〉
が
見
ら
れ
た
学
習
者
は
、
一
名
の
み
で
あ
っ
た
。

こ
の
学
習
者
は
、
当
初
肯
定
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
、
筆
者
の
考
え
、
特
に
、

「
内
的
身
体
能
力
の
衰
え
」
の
指
摘
に
共
感
、
納
得
し
た
よ
う
だ
。
第
一
時
で
は

肯
定
的
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、「
上
手
く
悪
い
方
向
に
使
っ
て
い
か
な
い
こ
と
が

重
要
」
と
述
べ
て
お
り
、
元
々
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
悪
用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
危
惧

が
心
の
片
隅
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
本
文
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
自
分

の
考
え
が
限
定
的
立
場
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
学
習
者
は
、

第
六
時
で
は
、
本
文
中
に
は
な
い
具
体
例
を
取
り
あ
げ
て
日
常
生
活
と
関
連
づ

け
な
が
ら
自
分
な
り
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
自
分
の
立
場
を

明
確
に
意
識
で
き
た
こ
と
が
、
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
と
述
べ
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
と
考
え
る
。

▼
ま
と
め

　
学
習
者
の
第
一
時
の
記
述
と
第
六
時
の
記
述
を
見
る
と
、
立
場
の
変
化
の
有

無
に
関
係
な
く
、
根
本
に
あ
る
そ
の
人
個
人
の
考
え
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
た
だ
、
本
文
を
読
ん
だ
こ
と
で
、
捉
え
方
や
視

点
が
多
角
的
に
な
り
、
改
め
て
自
分
の
考
え
の
根
拠
を
探
っ
た
り
、
日
常
生
活

に
あ
て
は
め
て
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
促
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

筆
者
の
考
え
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
本
文
の
内
容
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
意
見

文
を
書
く
学
習
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
言
え
る
。

　
ま
た
、
授
業
ア
ン
ケ
ー
ト
の
「『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
』
の
学
習

を
通
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
開
発
・
利
用
や
現
在
の
社
会
に
対
す
る
自
分
の

考
え
が
深
ま
っ
た
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
九
割
の
学
習
者
が
肯
定
的
評

価
を
し
て
い
た
。

　
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
認
識
が
十
分
に
深
ま
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
関
連
す
る
知

識
量
の
不
足
も
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
面
的
な
も
の
の
見
方
を
し

て
い
る
学
習
者
が
多
い
。
根
拠
が
不
十
分
な
も
の
や
、
主
張
と
根
拠
の
間
に
飛

躍
が
あ
る
も
の
が
見
ら
れ
た
一
つ
の
要
因
は
こ
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
か
ら
、
今
回
行
っ
た
六
つ
の
手
順
を
踏
ん
だ
学
習
は
、
学
習
者
の
認
識

を
深
化
・
拡
充
さ
せ
る
こ
と
に
有
効
性
は
高
い
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
さ
ら
な

る
認
識
の
深
化
・
拡
充
の
た
め
に
は
、
補
助
教
材
の
提
示
や
意
見
文
を
書
く
活
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動
の
工
夫
と
い
っ
た
手
立
て
が
必
要
と
な
る
。

二
─
五
　
成
果
と
課
題

（
１
）
成
果

▼「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
を
関
連
づ
け
た
授
業
モ
デ
ル
の
構
築

　【
仮
説
Ⅰ
】
で
設
定
し
た
手
順
が
一
つ
の
授
業
モ
デ
ル
と
言
え
る
。
こ
の
手
順

で
展
開
し
た
こ
と
で
、
筆
者
の
主
張
の
理
解
を
確
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
こ
れ
は
、「『
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
』
に
お
け
る
筆
者
の
主

張
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
す
べ
て
の
学
習
者

が
肯
定
的
評
価
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、「
読
む
こ
と
」
で
学
ん
だ
こ
と
を
「
書
く
こ
と
」
に
活
か
す
た
め
の
手

順
を
組
み
入
れ
、
実
際
に
筆
者
の
表
現
の
工
夫
を
活
用
し
て
意
見
文
を
書
く
活

動
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
と
の
つ
な
が
り
が
明

確
で
あ
り
、
学
習
者
が
論
理
的
に
表
現
す
る
た
め
の
方
法
を
習
得
で
き
る
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

▼
構
成
の
整
っ
た
、
論
理
的
に
考
え
が
表
現
さ
れ
た
意
見
文
の
作
成

　「
読
む
こ
と
」
で
学
ん
だ
こ
と
を
多
く
の
学
習
者
が
実
際
に
活
用
し
、
自
分
な

り
の
考
え
を
持
っ
て
、
構
成
の
整
っ
た
意
見
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

ま
た
、
九
割
近
い
学
習
者
が
主
張
と
根
拠
と
を
適
切
に
関
連
づ
け
る
こ
と
も
で

き
て
い
た
。
こ
れ
は
、
先
述
し
た
授
業
モ
デ
ル
の
手
順
で
学
習
を
展
開
し
、
筆

者
の
論
の
展
開
を
図
解
す
る
活
動
や
、
筆
者
の
表
現
の
工
夫
の
意
図
を
探
る
活

動
を
行
っ
た
こ
と
の
成
果
だ
ろ
う
。

（
２
）
課
題

▼
学
習
者
の
認
識
を
よ
り
深
め
る
た
め
の
手
立
て
の
開
発

　
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
つ
き
あ
い
方
に
対
す
る
学
習
者
の
認
識
を
あ
る
程
度
ま

で
深
化
・
拡
充
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
九
割
の
学
習
者
が
自
身
の
認
識
の
深
ま

り
を
実
感
し
て
い
る
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
課
題
が
見
ら
れ
た
。
一
面
的
な

見
方
に
と
ど
ま
る
こ
と
や
、
関
連
す
る
具
体
例
を
想
起
で
き
な
い
こ
と
、
そ
の

た
め
に
具
体
例
の
配
列
を
工
夫
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
っ
た
課
題
で
あ
る
。

今
後
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
課
題
を
克
服
し
、
認
識
を
よ
り
一
層
深
化
・
拡
充

さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

▼
授
業
の
山
場
の
設
定
や
学
習
者
主
体
の
授
業
づ
く
り

　
授
業
を
い
か
に
構
想
、
実
践
す
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
課
題
で
あ
る
。
欲

張
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
各
授
業
で
何
を
学
習
者
に
学
ば
せ
た
い
の
か
が
不
明
確

に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
中
心
発
問
を
し
っ
か
り
立
て
る
こ
と
、
授
業
に
抑
揚

を
つ
け
て
山
場
と
な
る
活
動
に
し
っ
か
り
と
時
間
を
あ
て
る
こ
と
の
重
要
性
に

改
め
て
気
付
か
さ
れ
た
。
特
に
今
回
は
、
意
欲
が
減
退
し
た
学
習
者
を
授
業
に

参
加
さ
せ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
た
。
論
理
的
思
考
力
を
高
め
る
た
め
に

も
、
学
習
者
全
員
を
参
加
さ
せ
、
主
体
的
に
活
動
さ
せ
る
た
め
の
手
立
て
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

三
　
お
わ
り
に

　
課
題
解
決
実
習
Ⅰ
で
は
、
評
論
文
の
表
現
面
に
も
着
目
し
、「
読
む
こ
と
」
で

学
ん
だ
こ
と
を
「
書
く
こ
と
」
に
活
か
す
実
践
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
、

四
〇
〇
字
程
度
の
意
見
文
を
書
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
今
後
に
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向
け
た
課
題
も
見
え
て
き
た
。
主
に
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
一
点
目
は
、
学
ん
だ
こ
と
を
次
に
活
か
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
継
続
的

な
指
導
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
最
終
的
に
す
べ
て
の
学
習
者
が
、
型
な
ど
を
与

え
ら
れ
な
く
て
も
、
八
〇
〇
～
一
〇
〇
〇
字
程
度
の
文
章
を
論
理
的
に
書
け
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
単
発
の
学
習
で
は
こ
れ
を
達
成
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
二
点
目
は
、
評
価
す
る
力
の
育
成
で
あ
る
。
今
回
は
教
師
に
よ
る
評
価
の
み

に
と
ど
め
た
が
、
学
習
者
に
評
価
す
る
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
文
章
を
推
敲
す
る
た
め
に
も
こ
の
力
は
必
要
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
、
授
業
を
構
想
・
開
発
・
実
践
し
て
い
き

た
い
。
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