
１
　
は
じ
め
に

　
あ
る
会
合
で
平
和
教
材
を
用
い
た
の
作
文
指
導
に
つ
い
て
話
題
に
し
て
い
た

と
き
、
ひ
と
り
の
先
生
が
こ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
平
和
を
題
材
に
し

た
作
文
を
書
か
せ
る
と
き
、
作
文
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
子
ど
も
が
『
戦
争
反
対
』

『
平
和
が
大
切
だ
』
と
書
い
た
ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
す
よ
。」

　「
そ
れ
で
終
わ
り
」
と
は
、
教
師
が
学
習
者
の
思
考
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
っ
た

拙
い
指
導
で
あ
り
、
そ
れ
で
は
平
和
に
つ
い
て
作
文
を
書
か
せ
た
意
味
が
な
い
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
そ
れ
を
聞
い
て
、
か
つ
て
自
分
が
行
っ
た
授
業
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
中

学
校
一
年
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「 
碑 
」（
東
京
書
籍
）
を
扱
っ
た
と

い
し
ぶ
み

き
の
こ
と
だ
。
一
読
し
た
あ
と
、
感
想
を
書
か
せ
、
そ
の
感
想
を
本
文
に
照
ら

し
て
読
み
深
め
て
い
っ
た
。
原
爆
で
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
尊
い
最
期
の

様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
後
で
、
作
文
（
感
想
）
を
書
か
せ
て

授
業
を
終
え
た
。
授
業
で
も
作
文
で
も
学
習
者
は
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、

書
か
れ
た
作
文
は
さ
き
の
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
苦
い
経
験
を
思
い
起
こ
し
て
ふ
り
か
え
っ
て
問
題
点
を
挙
げ
て
み
れ
ば
、

次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
・
　
考
え
て
書
く
と
い
う
よ
り
も
、
書
く
前
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
書

か
せ
る
作
文
指
導
で
あ
っ
た
。

　
・
　
作
文
の
最
後
は
、「
戦
争
反
対
」「
核
兵
器
反
対
」「
戦
争
は
悲
惨
」「
平

和
が
大
切
」
な
ど
の
い
ず
れ
か
で
終
わ
っ
て
い
て
画
一
的
で
あ
っ
た
。

　
・
　
学
習
者
の
課
題
意
識
が
不
十
分
で
、
取
り
上
げ
た
問
題
と
学
習
者
自
身

の
関
係
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
自
分
は
、「
碑
」
も
用
い
て
ど
の
よ
う
な
読
み
の
学
習
を
行
い
、
ど
の
よ
う
な

作
文
を
書
か
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
あ
る
と
き
戦
争
体
験
の
記
録
に
つ
い
て
書
か
れ
た
論
文
を
読
ん
で
い

た
際
、
本
島
（
二
〇
〇
六
）
の
次
の
よ
う
な
記
述
に
出
く
わ
し
た
。

　
　
　
個
別
な
体
験
を
「
戦
争
反
対
」
と
い
う
方
向
に
一
般
化
し
て
い
く
場
合

も
少
な
く
な
い
。
戦
争
体
験
が
語
ら
れ
る
場
合
に
も
同
様
な
一
般
化
、
類
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国
語
科
平
和
教
材
に
お
け
る
文
章
表
現
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

─
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児
童
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と
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に
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型
化
さ
れ
た
語
り
が
少
な
く
な
い
。
学
校
教
育
な
ど
の
現
場
で
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
の
は
、
戦
争
体
験
者
や
被
害
者
の
語
り
（
手
記
な
ど
を
含
む
）

を
教
材
化
し
、
そ
こ
か
ら
教
訓
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
教

育
現
場
な
ど
か
ら
の
語
り
手
へ
の
こ
の
よ
う
な
期
待
と
圧
力
は
、
語
り
の

内
容
を
選
別
し
、
類
型
化
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
語

り
を
物
語
と
し
て
安
直
に
教
訓
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
語
り

手
の
顔
が
み
え
な
い
類
型
化
さ
れ
た
語
り
を
聞
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
語
り
手
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
、
語
り
手
の

「
人
生
の
断
片
が
「
声
」
と
な
る
よ
う
な
」（
桜
井
厚
二
〇
〇
二
）
語
り
を

聞
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
… 

　
こ
の
指
摘
は
、
国
語
教
育
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
自
分
の

実
践
の
問
題
点
を
鋭
く
つ
い
て
い
る
。
自
分
の
実
践
は
、
ま
さ
し
く
個
別
な
語

り
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
も
の
を
、
安
易
に
一
般
化
、
類
型
化
し
た
も
の
と
し

て
処
理
し
て
し
ま
い
、
個
別
で
生
身
の
も
の
と
し
て
の
語
り
を
そ
い
だ
形
に
し

て
学
習
者
に
作
文
を
書
か
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
本
研
究
の
目
的

　
本
研
究
の
目
的
は
、
国
語
科
平
和
教
材
に
お
け
る
文
章
表
現
指
導
の
可
能
性

の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
教
育
雑
誌
「
作
文
と
教

育
」
に
掲
載
さ
れ
た
一
つ
の
児
童
作
文
を
取
り
上
げ
、
そ
の
作
文
の
特
徴
を
分

析
す
る
こ
と
を
通
し
て
文
章
表
現
指
導
の
可
能
性
を
考
え
た
い
。

　
日
本
作
文
の
会
の
「
作
文
と
教
育
」
か
ら
事
例
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
当
会

…
。
１

が
長
年
に
わ
た
っ
て
平
和
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
て
実
践
事
例
が
多
い
こ
と
、

事
例
の
多
く
が
生
活
文
で
書
か
れ
て
い
て
様
々
な
文
種
へ
の
展
開
を
考
え
る
際

に
有
益
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

３
　
取
り
上
げ
た
児
童
作
文
の
概
要

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
作
文
「
ぼ
く
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
二
日
間
」（ 
海 かい 
翔 
・
と

作
）
は
、
福
田
重
夫
（
二
〇
一
三
）「
こ
の
平
成
の
世
の
中
に
も
、
太
平
洋
戦
争

の
傷
跡
は
残
る
─「
祖
父
母
か
ら
子
ど
も
の
こ
ろ
の
話
を
聞
い
て
作
文
に
ま
と
め

よ
う
」（
戦
争
体
験
者
か
ら
の
聞
き
書
き
） 

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
児
童
作
文

で
あ
る
。
作
文
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
待
ち
に
待
っ
た
夏
休
み
が
始
ま
っ
た
。
が
、
い
や
な
も
の
が
二
つ
あ
る
。

宿
題
と
塾
の
夏
季
講
習
だ
。
少
な
く
と
も
塾
の
夏
季
講
習
が
始
ま
る
と
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
行
け
な
い
の
で
、
七
月
中
に
学
校
の
宿
題
を
す
る
の

は
決
定
し
た
。
そ
れ
で
、
軽
い
気
持
ち
で
電
話
を
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
か
け

た
。
が
、
出
な
か
っ
た
。
ぼ
く
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
は
い
つ
も
か
け

て
く
る
の
に
な
ぜ
こ
っ
ち
が
か
け
る
と
出
な
い
ん
だ
と
思
い
、
お
茶
を
一

気
飲
み
し
た
。
す
る
と
電
話
が
鳴
り
出
し
た
。
案
の
定
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

か
ら
だ
っ
た
。

　
こ
の
あ
と
作
文
は
、「
ぼ
く
」
が
祖
母
の
家
に
行
っ
て
戦
争
の
と
き
の
こ
と
を

聞
き
出
し
た
様
子
が
丹
念
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
指
導
者
の
福
田
は
、
日
本
作
文
の
会
会
員
で
、
執
筆
当
時
は
さ
い
た
ま
市
立

─
」
２
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大
宮
北
小
学
校
に
勤
務
。
二
〇
一
三
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
「
第
　
回
全
国
作

６２

文
教
育
研
究
大
会
」（
日
本
作
文
の
会
主
催
）
の
現
地
実
行
委
員
長
を
務
め
て
い

る
。

　
対
象
学
年
や
教
科
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
論
文
の
内
容
か
ら
小
学
校
六

年
生
を
対
象
に
し
た
国
語
科
の
実
践
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
論
文

の
半
分
以
上
が
児
童
作
文
の
引
用
で
あ
り
、
単
元
構
想
の
意
義
や
次
に
示
す
指

導
の
ね
ら
い
を
の
ぞ
く
と
、
指
導
過
程
の
細
部
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　
□
　
取
材
か
ら
記
述
ま
で
の
一
連
の
作
業
を
通
し
て
聞
き
書
き
の
し
か
た

を
学
習
し
、
完
成
し
た
作
品
を
学
級
で
読
み
合
う
。

　
　
□
　
悲
惨
な
戦
争
の
具
体
的
な
事
実
を
知
り
、
生
命
の
尊
さ
、
平
和
の
大

切
さ
を
学
ぶ
。

　
　
□
　
取
材
し
た
方
た
ち
の
、
戦
後
の
時
代
か
ら
今
日
ま
で
強
く
生
き
て
き

た
「
人
間
の
生
き
ざ
ま
」
に
接
し
、
そ
の
方
々
へ
の
認
識
を
深
め
、
よ

り
強
い
結
び
つ
き
を
感
じ
取
る
。

４
　
作
文
「
ぼ
く
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
二
日
間
」
の
特
徴

　
こ
の
作
文
に
は
何
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る

か
と
い
う
視
点
で
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
文
の
特
徴
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
１
）
作
文
の
主
題

　
こ
の
作
文
に
は
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や
平
和
の
尊
さ
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
が
直
接
的
な
主
題
で
は
な
い
。
題
名
に
「
ぼ
く
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
二
日
間
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
関
心
は
祖
母
と
語
り
合
っ
た
こ
と
そ
の
も
の
に
あ

る
。
ま
た
、
作
文
の
終
わ
り
の
箇
所
に
は
、
題
名
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、「
こ
の

二
日
間
は
別
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
会
え
た
。
も
っ
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
知
る
こ

と
が
出
来
た
」
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
作
文
の
主
題
を
「
戦

争
の
時
代
を
生
き
た
祖
母
の
再
発
見
」
と
と
ら
え
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に

い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
戦
争
の
こ
ろ
に
子
ど
も
だ
っ
た
祖
母
に
出
会
い
、
い
ま
目
の
前
に
い
る

祖
母
の
生
き
方
を
知
っ
て
祖
母
と
の
繋
が
り
を
再
発
見
し
た
こ
と
。

　
な
お
、
こ
の
主
題
は
、
福
田
が
あ
げ
て
い
た
三
番
目
の
「
ね
ら
い
」
に
ぴ
っ

た
り
一
致
す
る
。
福
田
が
試
み
た
か
っ
た
実
践
の
典
型
的
な
事
例
が
、
こ
の
児

童
作
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
ら

　
こ
の
作
文
に
は
、
も
ち
ろ
ん
祖
母
の
戦
争
体
験
の
内
容
が
詳
し
く
書
か
れ
て

い
る
が
、
一
方
で
い
わ
ゆ
る
戦
争
体
験
と
は
直
接
に
は
関
係
な
い
こ
と
も
書
か

れ
て
い
る
。

①
　
い
や
な
も
の

　
作
文
の
冒
頭
部
分
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
待
ち
に
待
っ
た
夏
休
み
が
始
ま
っ
た
。
が
、
い
や
な
も
の
が
二
つ
あ
る
。

宿
題
と
塾
の
夏
季
講
習
だ
。
少
な
く
と
も
塾
の
夏
季
講
習
が
始
ま
る
と
お

─　　─３２３



ば
あ
ち
ゃ
ん
の
家
に
行
け
な
い
の
で
、
七
月
中
に
学
校
の
宿
題
を
す
る
の

は
決
定
し
た
。
そ
れ
で
、
軽
い
気
持
ち
で
電
話
を
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
か
け

た
。

　
こ
の
作
文
は
、
当
初
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
は
「
い
や
な
も
の
」
の
一
つ
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
を
、
最
後
の
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
あ
り
が

と
う
」
と
対
応
さ
せ
れ
ば
、
最
初
は
嫌
だ
っ
た
こ
と
が
最
後
に
は
感
謝
の
気
持

ち
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
作
文
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
「
ぼ
く
」
は
こ
の
作
文
（
聞
き
書
き
）
の
何
が
嫌

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
聞
き
書
き
に
は
、
語
り
手
を
さ
が
し
、
直
接
会
っ
て
話
を
聞
き
だ

し
、
そ
れ
を
作
文
に
書
く
と
い
う
一
連
の
煩
雑
な
過
程
が
あ
る
。
小
学
生
に
限

ら
ず
、
大
人
で
も
聞
き
書
き
を
す
る
こ
と
に
は
積
極
的
に
な
れ
な
い
気
持
ち
が

う
ま
れ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
ぼ
く
」
が
感
じ
た
「
い
や
な
も

の
」
が
こ
の
煩
雑
さ
で
は
な
い
こ
と
は
、
次
の
箇
所
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
先
生
が
、「
祖
父
母
の
子
ど
も
の
こ
ろ
の
話
を
聞
い
て
く
る
よ
う
に
」
と

言
っ
て
い
た
こ
と
を
話
し
た
。
ふ
ん
い
き
が
と
て
も
暗
か
っ
た
。

　
　
　
そ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
声
に
は
元
気
が
な
か
っ
た
。
な
か
な
か
電
話
を

切
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　「
ぼ
く
」
は
、
聞
き
書
き
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
目
的
に
い

や
な
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
の
話
を
聞
く
こ
と
に
つ

い
て
「
い
や
な
も
の
」
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
戦
争
の
話
の
何
が
嫌
な
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
の
話
を
聞
く
と
、
自
分

が
悲
し
く
辛
い
気
持
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
さ
き

の
箇
所
に
は
、「（
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
）
ふ
ん
い
き
が
と
て
も
暗
か
っ
た
」「
そ
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
声
に
は
元
気
が
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
祖
母
の

辛
く
悲
し
そ
う
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
聞
き
書
き

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
母
に
辛
く
悲
し
い
思
い
を
さ
せ
る
こ
と
を
案
じ
て
い

る
自
分
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
い
や
な
も

の
」
と
は
、
祖
母
に
辛
く
悲
し
い
思
い
を
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
。「
な
か
な
か
電
話
を
切
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
現

に
は
、「
ぼ
く
」
が
祖
母
の
気
持
ち
を
お
も
ん
ば
か
る
様
子
が
象
徴
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
作
文
の
全
体
が
そ
の
お
も
ん
ば
か
る
姿
勢
で
貫
か
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
語
り
手
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
辛
さ
と
は
、
い

わ
ゆ
る
「
語
り
が
た
さ
」
の
一
つ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
桜
井
（
二
〇
一
三
）

は
、
聞
き
取
り
の
中
で
語
り
手
に
は
、「
語
れ
な
い
こ
と
、
語
り
が
た
い
こ
と
が

あ
る
。
語
り
が
た
さ
と
語
ら
れ
る
こ
と
を
分
か
つ
基
本
的
ポ
イ
ン
ト
」
と
し
て
、

①
ト
ラ
ウ
マ
、
②
自
己
の
一
貫
性
の
欠
如
、
③
語
り
手
と
聞
き
手
の
関
係
、
④

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ス
ト
ー
リ
ー
や
マ
ス
タ
ー
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
よ
る
抑
圧
の
４

つ
を
あ
げ
て
い 

　
こ
の
作
文
で
「
ぼ
く
」
が
感
じ
て
い
る
語
り
が
た
さ
は
、
①
で
あ
る
が
、
③

の
要
素
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
感
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　「
語
り
が
た
さ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
作
文
は
、
祖
母
の
語
り
が

た
さ
の
様
子
と
そ
の
こ
と
を
お
も
ん
ば
か
る
「
ぼ
く
」
の
姿
を
描
い
た
作
文
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
体
験
の
語
り
が
た
さ
を
正
面

る
。
３
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か
ら
取
り
上
げ
、
そ
の
語
り
が
た
さ
と
向
き
合
い
受
け
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

相
手
へ
の
理
解
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
を
描
い
た
作
文
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
語
り
が
た
さ
」
を
述
べ
て
い
る
作
文
の
事
例
は
ほ
か

に
も
多
く
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
見
ら
れ
る
。

　
　「
十
六
日
間
も
、
兵
隊
で
き
た
え
た
根
性
で
が
ん
ば
り
続
け
ら
れ
た
よ
。
二

十
五
歳
の
若
さ
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
…
…
。
原
爆
と
は
、
お
そ
ろ
し

い
も
の
だ
よ
。」／
と
、
お
ば
あ
さ
ん
は
、
涙
を
た
め
な
が
ら
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。
お
ば
あ
さ
ん
の
悲
し
そ
う
な
顔
を
見
る
と
、
わ
た
し
は
、
利
治

お
じ
さ
ん
の
こ
と
を
き
か
な
い
方
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し

 
　
　「
肉
親
ば
亡
く
し
て
、
悲
し
か
っ
た
ろ
う
。」／
と
き
く
と
、
／「
い
や
、
自

分
も
み
ん
な
も
、
原
爆
に
よ
っ
て
、
感
情
の
な
い
動
物
に
な
っ
て
い
た
の

だ
。
悲
し
い
な
ん
て
、
た
い
し
て
思
わ
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。」／
と
苦
笑
し

た
。
強
い
口
調
で
は
あ
っ
た
が
、
何
と
な
く
、
悲
し
み
が
含
ま
れ
て
い
る

な
、
と
気
付
い
た
。
思
い
出
さ
せ
て
、
悪
か
っ
た
な
、
と
反
省
し 

②
　
電
車
と
バ
ス
を
乗
り
継
い
で

　
聞
き
取
り
は
二
日
間
に
わ
け
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
聞
き
取
り
は
、
電

車
と
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
祖
母
の
家
に
行
く
こ
と
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
電
車
や
バ
ス
の
こ
と
は
、
祖
母
の
戦
争
体
験
の
内
容
と
は
あ
ま
り
関

係
が
な
い
。
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
。
４

た
。
５

　
電
車
や
バ
ス
に
乗
り
継
い
で
の
移
動
は
、「
ぼ
く
」
が
ふ
だ
ん
祖
母
と
離
れ
て

暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
祖
母
の
家
に
行
く
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
都
度
何
ら
か
の
目
的
や
事
情
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
当
然
こ
こ
で
は
、
語

り
が
た
い
こ
と
を
聞
き
出
す
た
め
と
い
う
目
的
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
電
車
や
バ
ス
を
乗
り
継
ぐ
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
書
い
て
い
る
の
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。「
バ
ス
で
イ
オ
ン
与
野
店
に
行
け
ば
も
う
す
ぐ
だ
」

と
い
う
部
分
か
ら
は
、
大
宮
駅
で
乗
り
替
え
、
さ
ら
に
バ
ス
に
も
乗
っ
て
、
よ

う
や
く
祖
母
の
家
に
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
様
子
が
思
い
浮
か
ぶ
。「
遠

い
」「
時
間
が
か
か
っ
た
」
こ
と
が
い
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
と
祖
母
が
空
間
的
に
離
れ
て

い
る
と
と
も
に
、
精
神
的
に
も
離
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
か
っ
た
か
ら
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
の
こ
ろ
の
祖
母
の
こ
と
を
聞
く
こ
と
は
、
遠
く
隔

た
っ
た
過
去
の
時
代
に
行
く
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
今
か
か
え
て

生
き
て
い
る
祖
母
の
心
の
奥
深
く
へ
入
っ
て
行
く
こ
と
で
も
あ
る
。
電
車
や
バ

ス
を
乗
り
継
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
と

こ
ろ
へ
行
く
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
頃
は
遠
く
隔

た
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
聞
き
書
き
を
通
し
て
距
離
が
縮
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
　
相
づ
ち

　
こ
の
作
文
に
は
、「
相
づ
ち
を
打
つ
」
と
い
う
表
現
が
三
箇
所
あ
る
。
祖
母
が

二
回
、
ぼ
く
が
一
回
で
あ
る
。
相
づ
ち
を
打
つ
と
は
、
人
の
話
に
調
子
を
合
わ

せ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
作
文
で
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
推
測
す
る
と
、

「
承
知
し
た
。
了
解
し
た
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
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相
づ
ち
は
、
互
い
が
了
解
し
合
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、

た
っ
た
二
人
し
か
い
な
い
場
面
で
相
づ
ち
を
打
つ
の
は
、
少
し
大
げ
さ
な
気
も

す
る
。
も
っ
と
も
、
子
ど
も
ら
し
い
と
い
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

こ
の
作
文
は
、
深
刻
な
戦
争
体
験
を
語
り
、
語
ら
れ
る
話
で
あ
り
、
お
互
い
が

そ
れ
を
了
解
す
る
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
相
づ
ち
は
、
も
し
か
し
た
ら
相
手
の

心
の
中
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
合
図
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
度
か
出
て
く
る

「
い
い
よ
」
と
い
う
こ
と
ば
と
あ
わ
せ
て
、
相
づ
ち
は
、
二
人
の
心
が
通
い
合
っ

て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

④
　
場
を
落
ち
着
か
せ
て

　
こ
の
作
文
で
は
、
戦
争
体
験
そ
の
も
の
と
同
時
に
、
そ
の
戦
争
体
験
を
聞
い

て
い
る
場
面
が
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
丹
念
に
描
い
た

作
文
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ

る
。

　
　
　
そ
の
時
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
か
っ
こ
よ
か
っ
た
。
だ
け
ど
ぼ
く
は
家
族

を
失
う
と
言
う
こ
と
に
も
怖
さ
を
覚
え
た
。
そ
れ
で
、
場
を
落
ち
着
か
せ

て
か
ら
こ
う
言
っ
た
。
／「
最
後
の
質
問
、
い
い
で
す
か
。」

　
こ
の
表
現
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
は
、
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
そ

の
場
の
雰
囲
気
に
ず
い
ぶ
ん
気
を
遣
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
重
要
な
話
題
に

心
動
か
さ
れ
な
が
ら
も
い
よ
い
よ
ま
と
め
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
場
面
の
雰
囲
気
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
見
方
で
と
ら
え

直
し
て
い
く
と
、「
だ
れ
も
い
な
い
」→「
ガ
シ
ャ
ッ
、
と
ド
ア
が
開
く
」→「
相
づ

ち
を
打
つ
」→「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
表
情
が
一
瞬
変
わ
っ
た
」→「
ぼ
く
は
察
し
た
」

→「
た
め
息
を
つ
い
た
」→「
落
ち
着
く
た
め
の
時
間
が
欲
し
か
っ
た
」→「
涙
を
こ

ぼ
し
た
」
と
い
う
順
序
で
、
戦
争
体
験
の
核
心
に
迫
り
な
が
ら
、
二
人
が
心
を

通
わ
せ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
こ
の
場
は
、
二
人
が
心
を
通
わ
せ
る
場
な
の
で
、
母
親
と
い
え
ど
も

こ
の
作
文
で
は
部
外
者
扱
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
に
は
人
物
性
が
付
与

さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現

　
聞
い
た
戦
争
体
験
そ
の
も
の
を
書
く
の
で
は
な
く
、
聞
き
取
り
を
し
て
い
る

と
き
の
様
子
を
書
く
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
そ
れ
に
応
じ
る
よ
う
に
表
現
の
工

夫
が
見
ら
れ
る
。

①
　
描
写

　
福
田
の
学
習
計
画
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
構
想
指
導
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
は
じ
め
（
取
材
す
る
前
の
こ
と
）

　
　
な
か
（
取
材
し
て
い
る
と
き
の
こ
と
）

　
　
　
・
描
写
に
つ
い
て
（
質
問
し
た
こ
と
と
答
え
）

　
　
　
・
聞
い
て
い
る
と
き
の
自
分
の
気
持
ち
。

　
　
　
・
語
り
手
の
表
情
や
様
子
ま
わ
り
に
い
る
人
の
よ
う
す
。

　
　
お
わ
り
（
取
材
し
た
後
の
こ
と
）

　
　
　
・
取
材
を
終
え
て
、
自
分
が
思
っ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
書
く
。（
聞

き
書
き
を
通
し
て
の
認
識
の
変
化
）
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こ
の
指
導
計
画
に
も
あ
る
よ
う
に
、
本
作
文
に
は
「
描
写
」
が
多
い
。
た
と

え
ば
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

　
　「
お
帰
り
。
待
っ
て
い
た
よ
」／
温
か
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
声
が
ぼ
く
を
包

む
。
／「
い
き
な
り
だ
け
ど
、
本
題
に
入
る
け
ど
い
い
。」／
少
し
の
間
沈
黙

が
続
い
た
。
／「
い
い
よ
。」／
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
小
さ
い
声
で
言
っ
た
。
／

「
で
は
一
つ
目
。
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
き
、
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
。」／

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
少
し
深
刻
そ
う
な
顔
で
言
っ
た
。

　
こ
こ
に
は
、
声
、
音
、
表
情
に
つ
い
て
の
描
写
が
登
場
す
る
。「
温
か
い
」→

「
沈
黙
」→「
小
さ
い
」→「
深
刻
」
と
並
べ
て
み
る
と
、
短
い
時
間
の
中
で
祖
母
の

様
子
が
大
き
く
変
化
す
る
様
子
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
用
い
た
れ
て
い
る
描
写
は
、
実
際
の
場
面
を
忠
実
に
描

い
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
祖
母
の
家
に
行
く
と
実
際
に
「
温
か
い
」

声
で
迎
え
て
も
ら
っ
た
と
か
、
本
題
に
入
る
と
き
に
実
際
に
「
小
さ
い
声
」
で

答
え
た
の
を
作
者
（
ぼ
く
）
は
聞
い
た
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
作
文
を
書
く
こ
と
に
な
り
、
こ
の
場
面
の
出
来
事
を
思
い
出
し
た
と

き
に
、
全
体
の
話
の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る
箇
所
か
を
構
想
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
表
現
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者
（
ぼ

く
）
の
中
に
は
、
作
文
全
体
の
筋
書
き
が
あ
り
、
読
者
の
反
応
を
先
読
み
し
な

が
ら
、
こ
れ
ら
の
描
写
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

②
　
会
話
文
と
伝
聞
表
現
の
効
果
的
な
書
き
分
け

　
こ
の
作
文
に
は
、
二
種
類
の
「
ぼ
く
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
人
は
、
聞
き

手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
で
あ
り
、
作
文
の
中
に
人
物
と
し
て
登
場
し
、
祖
母
に

問
い
か
け
話
を
聞
き
だ
し
て
、
や
が
て
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
「
ぼ
く
」
で
あ
る
。

も
う
一
人
は
、
一
連
の
出
来
事
を
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
観
察
し
、
冷
静
に
話

の
内
容
を
整
理
し
報
告
す
る
語
り
手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
で
あ
る
。

　
作
者
は
、
こ
の
二
種
類
の
「
ぼ
く
」
を
、
会
話
文
と
伝
聞
表
現
の
書
き
分
け

と
い
う
方
法
で
た
く
み
に
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
の
話
は
二
人
の
会
話
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
麦
茶
を
飲
ん
だ
り
、
昔

の
ア
ル
バ
ム
を
見
た
り
し
た
と
こ
ろ
以
外
は
、
全
部
会
話
の
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
○
○
は
「
　
　
　
　
」
と
言
っ
た
」
の
よ
う
に
、
会
話
文
の
形
式

で
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
作
文
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
形
式
で
作
ら
れ
て

い
る
が
、
途
中
三
箇
所
ほ
ど
、
会
話
文
以
外
の
形
式
で
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
ａ
　
そ
し
て
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
軍
医
を
し
て
い
た
の
で
戦
争
が
始
ま
る
こ

と
を
前
も
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
た
そ
う
だ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
戦
争
が

起
こ
ら
な
い
こ
と
を
ひ
た
す
ら
祈
り
続
け
た
と
い
う
。

　
ｂ
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
さ
い
ふ
か
ら
今
に
も
破
れ
そ
う
な
和
紙
で
出
来
た
手

紙
を
取
り
出
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
曰
く
、
そ
れ
は
義
理
の
兄
の
遺
書
だ

と
い
う
こ
と
だ
。
イ
ン
ク
が
に
じ
ん
で
い
る
そ
の
遺
書
は
、
戦
争
に
行
く

の
を
拒
み
、
若
く
し
て
自
ら
命
を
絶
っ
た
義
理
の
兄
が
記
し
た
も
の
ら
し

い
。

　
ｃ
　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
言
う
に
は
、
長
男
は
海
軍
、
次
男
は
陸
軍
、
三
男
は

特
攻
隊
だ
っ
た
そ
う
だ
。
長
男
と
三
男
は
戦
地
に
行
っ
た
き
り
、
家
に
帰

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
次
男
は
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
き
は
病
気
だ
っ
た
た

め
に
し
ば
ら
く
軍
に
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
が
、
病
気
が
治
っ
た
と
た
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ん
赤
紙
が
届
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
、
招
集
さ
れ
た
先
の
基
地
で
終
戦

を
迎
え
て
、
助
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
祖
母
が
語
っ
て
く
れ
た
内
容
を
巧
み
に
ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
書
き
分
け
る
と
、
会
話
文
が
連
続
す
る
単
調
さ
を
避
け
る
だ
け
で
な
く
、
立

ち
止
ま
っ
て
話
を
整
理
し
考
え
を
巡
ら
す
「
ぼ
く
」
を
想
像
す
る
こ
と
に
な
っ

て
「
ぼ
く
」
と
い
う
人
物
を
重
層
的
に
思
い
描
く
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
で

優
れ
た
効
果
を
発
揮
す
る
。

　
こ
の
こ
と
を
実
際
の
作
文
に
即
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
会
話
文
　
…
…
　
個
別
的
、
体
験
的
、
感
覚
的
、
冗
長

　
　
伝
聞
表
現
…
…
　
概
括
的
、
知
識
的
、
理
知
的
、
簡
潔

　
な
お
、
聞
き
書
き
に
お
け
る
表
現
や
文
体
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
作
文

の
会
・
中
高
校
部
会
や
高
校
作
文
教
育
研
究
会
の
研
究
が
詳
し
い
。

③
　
象
徴

　
作
文
の
終
末
の
部
分
に
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

　
　
こ
の
二
日
間
は
別
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
会
え
た
。

　
祖
母
は
、「
ぼ
く
」
の
「
第
二
の
家
」
で
暮
ら
し
て
い
て
「
温
か
く
」
自
分
を

迎
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
頃
か
ら
「
ぼ
く
」
と
祖
母
の

関
係
は
良
好
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
聞
き
取
り
を
通
し
て
、「
ぼ

く
」
は
戦
争
の
時
代
の
こ
と
を
聞
き
、
祖
母
の
別
の
側
面
を
知
る
こ
と
に
な
り
、

い
っ
そ
う
祖
母
と
の
絆
は
強
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、「
別
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に

会
え
た
」
と
い
う
言
い
方
で
、
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
の
表
現
は
、
主
題
を
象
徴
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
作
文

の
終
末
部
分
で
用
い
る
と
効
果
的
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
日

間
の
聞
き
取
り
で
揺
れ
動
い
た
「
ぼ
く
」
の
心
を
よ
り
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
演
出

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

５
　
取
り
上
げ
た
作
文
の
問
題
点

　
こ
こ
ま
で
、
福
田
の
実
践
を
と
り
あ
げ
て
、
自
分
の
稚
拙
な
実
践
と
は
異
な

り
、
平
和
教
材
を
効
果
的
に
単
元
化
し
、
い
き
い
き
と
し
た
作
文
を
書
か
せ
て

い
る
と
い
う
点
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
作
文
か
ら
何
と
な
く
感
じ
る

違
和
感
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。

　
小
さ
な
事
で
は
、
表
記
に
揺
れ
が
あ
る
。「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
書
く
べ
き
と

こ
ろ
が
、
二
箇
所
ほ
ど
「
祖
母
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
小
学
生
に
し
て
は
、
難
し
い
漢
字
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
本
文
に

出
て
く
る
漢
字
の
中
で
、
学
年
別
漢
字
配
当
表
の
漢
字
（
教
育
漢
字
一
〇
〇
六

字
）
以
外
の
漢
字
を
抜
き
出
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
塾
、
埼
京
線
、
沈
黙
、
祈
る
、
漬
け
物
、
み
そ
汁
、
珍
し
い
、
空
襲
、
迎

え
、
鍵
、
奥
、
洗
濯
機
、
貼
る
、
撮
る
、
一
緒
、
一
瞬
、
怖
い
、
曰
く
、

拒
む
、
特
攻
隊
、
迎
え
る
、
奪
う
、
涙
、
途
中
、
辛
い

　
も
ち
ろ
ん
作
文
に
教
育
漢
字
以
外
の
漢
字
を
使
用
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
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こ
と
は
な
い
。
漢
字
検
定
の
級
の
取
得
者
な
ど
漢
字
が
得
意
な
小
学
生
は
多
い
。

　
こ
の
よ
う
な
さ
さ
い
な
こ
と
は
措
く
と
し
て
、
作
文
が
、
授
業
者
の
「
ね
ら

い
」
を
と
て
も
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
逆
に
気
に
な
っ
て
く
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

①
　
描
写
の
多
用

　
聞
き
取
り
を
通
し
て
揺
れ
動
く
「
ぼ
く
」
の
内
面
は
、
そ
の
場
の
様
子
や
祖

母
の
声
や
表
情
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
果
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ひ
と
ま
と
ま
り
の
お
話
と
し
て
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
話
が
展
開
す
る
よ
う
に
、

描
写
を
自
覚
的
に
用
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
効
果
的
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
方
略
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
に
は
効
果
的
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
み

手
に
よ
っ
て
は
、
方
略
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
作
為
的
な
印
象
を
い
だ

く
こ
と
も
あ
る
。
も
し
、
少
し
で
も
作
為
的
な
感
じ
を
い
だ
か
れ
る
と
、
果
た

し
て
こ
の
話
は
ど
こ
ま
で
が
本
当
の
こ
と
な
の
か
と
い
う
疑
念
が
生
ま
れ
て
き

て
、
祖
母
が
語
っ
て
く
れ
た
戦
争
体
験
の
話
が
色
あ
せ
て
く
る
。

②
　
常
套
句

　「
別
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
会
え
た
」
は
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
ま
た
作
文

で
は
よ
く
目
に
す
る
常
套
句
で
も
あ
る
。
同
じ
段
落
に
あ
る
「
家
に
帰
っ
て
も

母
に
話
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」「
こ
の
複
雑
な
気
持
ち
を
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
現
も
、
多
く
の
作
文
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る

表
現
で
あ
り
、
常
套
句
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
常
套
句
だ
か
ら
よ
く
な
い
、
使
う
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

は
な
い
。
常
套
句
は
、
先
人
が
考
え
出
し
た
優
れ
た
表
現
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、

し
か
も
読
み
手
に
も
な
じ
み
が
あ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

気
持
ち
や
考
え
を
言
い
表
す
適
当
な
表
現
が
思
い
浮
か
ば
な
い
と
き
、
ま
た
、

小
学
生
の
よ
う
に
表
現
力
が
ま
だ
十
分
で
な
い
と
き
は
積
極
的
に
常
套
句
を
使

う
べ
き
で
あ
る
と
も
思
う
。

　
た
だ
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
常
套
句
を
作
文
の
結
末
部
分
の

重
要
な
と
こ
ろ
で
重
ね
て
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
重
ね
て
用

い
ら
れ
る
と
、
こ
と
ば
が
思
い
つ
か
な
く
て
常
套
句
を
用
い
た
と
い
う
よ
り
も
、

事
実
と
は
異
な
っ
て
無
理
矢
理
そ
の
よ
う
に
話
を
締
め
く
く
っ
た
、
と
い
う
印

象
を
与
え
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　
さ
ら
に
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
は
た
し
て
「
ぼ
く
」
は
、
本
当
に
「
話

す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」「
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い

う
ほ
ど
に
自
分
を
対
象
化
で
き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
抱
か
せ

る
。
作
文
の
こ
の
箇
所
は
、
自
己
を
対
象
化
し
た
姿
を
描
い
た
部
分
で
あ
り
、

と
て
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
自
分
の
拙
い
実
践
の
よ
う
に
「
戦
争
反
対
」「
戦

争
は
悲
惨
だ
」
な
ど
他
人
事
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
ま
と
ま
り

の
経
験
と
考
察
を
経
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か

を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
優
れ
た
聞
き
書
き
の
作
文
を
書
く
子
ど

も
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
常
套
句
を
最
後
に
用
い
る
必
要

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

６
　
国
語
科
平
和
教
材
に
お
け
る
文
章
表
現
指
導
の
可
能
性

　
た
っ
た
一
つ
の
作
文
事
例
か
ら
結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
る
の
は
軽
率
で
は

あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
し
て
、
国
語
科
平
和
教
材
に
お
け
る
文
章
表

現
指
導
の
可
能
性
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
た
い
。
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①
　
何
を
書
く
か

　
戦
争
の
事
実
（
戦
争
体
験
）
の
理
解
と
表
現
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
に
戦
争
体
験
の
周
辺
を
取
り
上
げ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。「
周
辺
」
と
は
、
戦
争
体
験
と
そ
れ
を
学
ぶ
学
習
者
と
の
間

に
あ
る
も
の
（
場
面
、
状
況
、
文
脈
、
経
緯
、
関
係
な
ど
）
を
漠
然
と
さ
し
し

め
す
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
例
示
の
作
文
で
は
、
語
り
が
た

さ
、
二
人
の
関
係
、
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
場
面
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ

れ
ら
は
、
戦
争
体
験
と
は
直
接
的
に
は
無
関
係
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
取
り

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
母
が
語
っ
た
戦
争
体
験
が
個
別
で
か
け
が
え
の
な
い

も
の
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
学
習
者
が
、
個
別
で
か
け
が
え
の
な
い
も

の
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
お
の
ず
と
書
く
内
容
や
主
題

は
、
戦
争
に
つ
い
て
画
一
化
、
類
型
化
さ
れ
た
も
の
か
ら
別
な
も
の
へ
と
変

わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

②
　
ど
の
よ
う
に
書
く
か

　
表
現
に
か
か
わ
っ
て
取
り
上
げ
た
、
描
写
、
象
徴
、
常
套
句
な
ど
の
問
題
は
、

ど
の
よ
う
な
文
種
で
ど
の
よ
う
な
文
体
を
用
い
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
生
活
文
と
い
う
文
種
を
取
り
上
げ
て
、
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
を

再
現
し
考
え
た
こ
と
を
一
人
称
主
語
の
文
体
で
書
く
場
合
を
考
察
し
た
。
経
験

し
た
事
の
再
現
と
い
う
の
は
、
単
純
に
経
験
の
表
現
へ
の
置
き
換
え
で
は
な
い
。

経
験
は
、
書
き
手
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
目
的
に
沿
っ
て
加
工
さ
れ
る
。

そ
の
方
法
が
、
描
写
や
象
徴
や
常
套
句
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ど

の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
加
工
す
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
取
り
上
げ
た
作
文
で
は
、
そ
の
加
工
に
い
く
ら
か
行
き
過
ぎ
た
面
が
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
の
よ
う
な
作
文
で
も
こ
の
加
工
を
排
除
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
問
題
は
、
扱
う
題
材
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
加
工
を
さ
せ
る
の

か
を
明
確
に
し
、
文
種
に
応
じ
た
方
略
を
用
い
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
聞
き
書
き
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
優
れ
た
実
践

者
の
一
人
で
あ
る
小
野
田
（
二
〇
〇
四
）
は
、
聞
き
書
き
の
相
手
を
一
人
称
、

ま
た
は
三
人
称
に
置
き
換
え
、
語
り
手
が
体
験
し
た
こ
と
を
小
説
風
に
書
く
実

践
を
行
っ
て
い 

ま
た
、
藤
本
（
二
〇
〇
二
）
は
、
平
和
教
材
で
は
な
い
が
、

語
り
手
、
聞
き
手
の
ほ
か
に
潜
在
的
な
読
者
と
い
う
第
三
極
を
設
定
し
て
、「
イ

ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
で
あ
る
自
分
」「
聞
き
書
き
の
書
き
手
で
あ
る
自
分
」「
潜
在
的

な
読
者
（
書
か
れ
た
文
章
を
読
ん
で
い
る
自
分
）」
が
層
に
な
っ
た
一
人
語
り
の

文
体
で
書
か
せ
る
実
践
を
行
っ
て
い 

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
は
異
な
る
が
、
い

ず
れ
も
「
い
か
に
加
工
す
る
か
」
を
学
習
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

取
り
上
げ
た
対
象
に
向
き
合
わ
さ
せ
、
ま
た
自
己
を
対
象
化
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
。

　「
ぼ
く
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
二
日
間
」
は
、
平
和
や
戦
争
を
主
題
に
し
た
文
章

表
現
指
導
を
す
る
際
に
、
教
師
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
多

く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
意
義
あ
る
作
文
で
あ
る
。
こ
の
度
の
分
析
か
ら
か
い

ま
見
え
た
、
戦
争
体
験
の
周
辺
へ
の
着
目
、
文
章
を
加
工
す
る
こ
と
へ
の
意
識

化
が
、
画
一
化
、
類
型
化
に
陥
り
や
す
い
平
和
教
材
の
文
章
表
現
指
導
に
示
唆

を
与
え
る
こ
と
の
一
端
を
示
し
た
。

注１
本
島
和
人
「
満
州
体
験
者
と
市
民
の
出
会
い
─
地
域
で
満
蒙
体
験
を
語
り
継

る
。
６

る
。
７

─　　─３３０



ぐ
こ
と
─
」『
日
本
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
』
第
２
号
、
二
〇
〇
六
年

九
月
、p.64
 
    
。

２
福
田
重
夫
（
二
〇
一
三
）「
こ
の
平
成
の
世
の
中
に
も
、
太
平
洋
戦
争
の
傷
跡

は
残
る
─
─「
祖
父
母
か
ら
子
ど
も
の
こ
ろ
の
話
を
聞
い
て
作
文
に
ま
と
め
よ

う
」（
戦
争
体
験
者
か
ら
の
聞
き
書
き
）─
」、
日
本
作
文
の
会
『
作
文
と
教
育 

N
o
.799

 
      
』（
二
〇
一
三
年
三
月
号
）pp.26–33

 
        
。

３
桜
井
厚
（
二
〇
一
三
）「
戦
争
体
験
を
語
り
継
ぐ
ス
ト
ー
リ
ー
の
分
析
─
沖
縄

戦
の
語
り
─
」『
応
用
社
会
学
研
究
』N

o.55,p.80

 
            
。

４
阿
武
由
貴
「
利
治
お
じ
さ
ん
の
死
」（
小
５
、
一
九
八
一
年
）、
日
本
作
文
の

会
『
子
ど
も
の
作
文
で
綴
る
戦
後
　
年
　
⑪
ど
う
し
て
戦
争
す
る
の
』、pp.

 
   

５０

161–164

       
。

５
瀧
口
み
ほ
「
被
爆
体
験
と
骨
つ
ぼ
」（
中
１
、
一
九
八
二
年
）、
日
本
作
文
の

会
『
子
ど
も
の
作
文
で
綴
る
戦
後
　
年
　
⑪
ど
う
し
て
戦
争
す
る
の
』、pp.

 
   

５０

180–190

       
。

６
女
子
学
院
中
学
校
「
祖
父
母
の
戦
争
体
験
」
編
集
委
員
会
・
編
（
二
〇
〇
四
）

『
　
歳
が
受
け
継
ぐ
平
和
の
バ
ト
ン
』、
高
文
研
。

１５
７
藤
本
英
二
（
二
〇
〇
二
）『
聞
か
し
て
ぇ
～
な
　
仕
事
の
話
』、
青
木
書
店
。

※
本
論
考
は
、
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
の
発
表
に
基

５５

づ
い
て
作
成
し
た
。
学
会
で
は
、
戦
争
体
験
の
周
辺
に
着
目
す
る
こ
と
に

つ
い
て
「
周
辺
＝
語
り
が
た
さ
」
の
よ
う
な
形
式
化
が
安
易
に
再
生
産
さ

れ
る
こ
と
の
問
題
点
や
、
日
本
作
文
の
会
に
お
け
る
戦
争
や
平
和
を
テ
ー

マ
に
し
た
実
践
・
作
文
の
全
体
像
の
分
析
の
重
要
性
に
つ
い
て
ご
助
言
を

賜
っ
た
。
問
題
点
や
課
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
中
で
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

（
広
島
経
済
大
学
）

─　　─３３１




