
1

（Ｒ）

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　語
（
地
理
歴
史
・
公
民
、
数
学
は
別
冊
子
（
Ｒ
）
に
な
り
ま
す
）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日
を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

二
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
十
七
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

五
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

七
、
試
験
時
間
は
国
語
と
地
理
歴
史
・
公
民
、
ま
た
は
国
語
と
数
学
で
八
十
分
で
す
。

八
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

2

一

　
以
下
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

こ
の
間
の
日
曜
日
、
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
り
に
い
っ
た
ら
、「
ハ
ト
に
え
さ
を
や
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
立
て
札
が
あ
り
ま
し
た
。
近
く

の
売
店
の
お
ば
さ
ん
に
、
ど
う
し
て
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
聞
い
た
ら
、「
ハ
ト
が
公
園
で
ふ
ん
を
し
て
困
る
か
ら
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物
は
ハ
ト
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
池
の
コ
イ
だ
っ
て
ふ
ん
を
し
ま
す
。
な
の

に
、
コ
イ
に
は
え
さ
を
や
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
な
ら
、
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す

る
べ
き
で
す
。

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、「
同
じ
本
質
的
範
疇ち

ゅ
う

に
属
す
る
も
の
は
同
じ
待
遇
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
正
義
原
則
」
に
よ
っ
て
そ
の
説
得
力
が

担
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
a
と
い
う
「
本
質
的
範
疇
」
に
、
ａ
と
ｂ
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
属
す
る
場
合
、
も
し
ａ
に
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と

い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
、
ｂ
に
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
公
平
の
原
理
と
同
じ
も
の
と
考
え

て
よ
い
。
こ
れ
を
図
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

a

ｂ　]　ａ

ａ
に
対
し
て
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
す
る

ｂ
に
対
し
て
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑴

国

　

 

語

3

具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
a
を
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
生
徒
」
と
し
、
そ
こ
に
Ａ
子
と
Ｂ
子
と
い
う
二
人
の
生
徒
が
あ
て

は
ま
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
も
し
Ａ
子
に
、「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
る
」

と
い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
Ｂ
子
に
も
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
「
正
義
原
則
」
で
あ
る
。

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
正
義
原
則
」
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

1

。

①

　報
酬
は
能
力
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ

②

　ど
ん
な
人
に
も
必
ず
長
所
が
あ
る

③

　個
人
の
利
害
を
離
れ
、
社
会
に
貢
献
す
べ
き
だ

④

　人
間
の
権
利
は
人
種
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

⑤

　犯
罪
の
な
い
社
会
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い

4

問
二

　
正
義
原
則
を
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
議
論
に
当
て
は
め
た
と
き
、
a
、
ａ
、
ｂ
、
Ｓ
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
a

2

、
ａ

3

、
ｂ

4

、
Ｓ

5

。

①

　ハ
ト

②

　コ
イ

③

　売
店
の
お
ば
さ
ん

④

　公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物

⑤

　公
園
で
餌
付
け
さ
れ
て
い
る
生
き
物

⑥

　公
園
を
楽
し
む
人
の
迷
惑
に
な
る
生
き
物

⑦

　え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い

⑧

　ふ
ん
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い

⑨

　い
じ
め
て
は
い
け
な
い

問
三

　
類
似
か
ら
の
議
論
の
構
造
を
も
っ
て
い
な
い
議
論
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

6

。

①

　電
車
の
中
で
会
話
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
た
め
、
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ら
ば
、
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か

け
る
こ
と
も
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
禁
止
す
る
べ
き
で
は
な
い

②

　野
菜
は
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い
。
同
様
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
も
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い

③

　友
だ
ち
の
Ａ
君
は
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た
の
で
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
ぼ
く
も
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た

の
だ
か
ら
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
ほ
し
い

④

　体
罰
は
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
試
験
も
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い

⑤

　私
の
町
で
は
、
片
手
で
ス
マ
ホ
を
持
ち
な
が
ら
自
転
車
の
運
転
を
す
る
こ
と
は
交
通
規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歩
き
ス
マ
ホ
を
禁

止
す
る
規
則
は
私
の
町
に
は
な
い
。
だ
か
ら
、
私
の
町
で
は
歩
き
ス
マ
ホ
を
し
て
も
よ
い
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の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　語
（
地
理
歴
史
・
公
民
、
数
学
は
別
冊
子
（
Ｒ
）
に
な
り
ま
す
）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
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を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日
を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

記
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に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
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い
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二
、
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題
冊
子
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解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
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号
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違
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よ
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し
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さ
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ペ
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ま
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開
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、
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中
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五
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
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を
上
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て
合
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て
く
だ
さ
い
。

六
、
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時
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中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
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七
、
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験
時
間
は
国
語
と
地
理
歴
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・
公
民
、
ま
た
は
国
語
と
数
学
で
八
十
分
で
す
。

八
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

2

一

　
以
下
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

こ
の
間
の
日
曜
日
、
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
り
に
い
っ
た
ら
、「
ハ
ト
に
え
さ
を
や
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
立
て
札
が
あ
り
ま
し
た
。
近
く

の
売
店
の
お
ば
さ
ん
に
、
ど
う
し
て
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
聞
い
た
ら
、「
ハ
ト
が
公
園
で
ふ
ん
を
し
て
困
る
か
ら
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物
は
ハ
ト
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
池
の
コ
イ
だ
っ
て
ふ
ん
を
し
ま
す
。
な
の

に
、
コ
イ
に
は
え
さ
を
や
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
な
ら
、
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す

る
べ
き
で
す
。

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、「
同
じ
本
質
的
範
疇ち

ゅ
う

に
属
す
る
も
の
は
同
じ
待
遇
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
正
義
原
則
」
に
よ
っ
て
そ
の
説
得
力
が

担
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
a
と
い
う
「
本
質
的
範
疇
」
に
、
ａ
と
ｂ
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
属
す
る
場
合
、
も
し
ａ
に
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と

い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
、
ｂ
に
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
公
平
の
原
理
と
同
じ
も
の
と
考
え

て
よ
い
。
こ
れ
を
図
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

a
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ａ
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し
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a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と
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う
扱
い
を
す
る

ｂ
に
対
し
て
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑴

国

　

 

語

3

具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
a
を
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
生
徒
」
と
し
、
そ
こ
に
Ａ
子
と
Ｂ
子
と
い
う
二
人
の
生
徒
が
あ
て

は
ま
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
も
し
Ａ
子
に
、「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
る
」

と
い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
Ｂ
子
に
も
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
「
正
義
原
則
」
で
あ
る
。

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
正
義
原
則
」
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

1

。

①

　報
酬
は
能
力
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ

②

　ど
ん
な
人
に
も
必
ず
長
所
が
あ
る

③

　個
人
の
利
害
を
離
れ
、
社
会
に
貢
献
す
べ
き
だ

④

　人
間
の
権
利
は
人
種
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

⑤

　犯
罪
の
な
い
社
会
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い

4

問
二

　
正
義
原
則
を
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
議
論
に
当
て
は
め
た
と
き
、
a
、
ａ
、
ｂ
、
Ｓ
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
a

2

、
ａ

3

、
ｂ

4

、
Ｓ

5

。

①

　ハ
ト

②

　コ
イ

③

　売
店
の
お
ば
さ
ん

④

　公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物

⑤

　公
園
で
餌
付
け
さ
れ
て
い
る
生
き
物

⑥

　公
園
を
楽
し
む
人
の
迷
惑
に
な
る
生
き
物

⑦

　え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い

⑧

　ふ
ん
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い

⑨

　い
じ
め
て
は
い
け
な
い

問
三

　
類
似
か
ら
の
議
論
の
構
造
を
も
っ
て
い
な
い
議
論
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

6

。

①

　電
車
の
中
で
会
話
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
た
め
、
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ら
ば
、
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か

け
る
こ
と
も
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
禁
止
す
る
べ
き
で
は
な
い

②

　野
菜
は
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い
。
同
様
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
も
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い

③

　友
だ
ち
の
Ａ
君
は
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た
の
で
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
ぼ
く
も
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た

の
だ
か
ら
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
ほ
し
い

④

　体
罰
は
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
試
験
も
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い

⑤

　私
の
町
で
は
、
片
手
で
ス
マ
ホ
を
持
ち
な
が
ら
自
転
車
の
運
転
を
す
る
こ
と
は
交
通
規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歩
き
ス
マ
ホ
を
禁

止
す
る
規
則
は
私
の
町
に
は
な
い
。
だ
か
ら
、
私
の
町
で
は
歩
き
ス
マ
ホ
を
し
て
も
よ
い
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1

（Ｒ）

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い

国

　語
（
地
理
歴
史
・
公
民
、
数
学
は
別
冊
子
（
Ｒ
）
に
な
り
ま
す
）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日
を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

二
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
十
七
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

五
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

七
、
試
験
時
間
は
国
語
と
地
理
歴
史
・
公
民
、
ま
た
は
国
語
と
数
学
で
八
十
分
で
す
。

八
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

2

一

　
以
下
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

こ
の
間
の
日
曜
日
、
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
り
に
い
っ
た
ら
、「
ハ
ト
に
え
さ
を
や
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
立
て
札
が
あ
り
ま
し
た
。
近
く

の
売
店
の
お
ば
さ
ん
に
、
ど
う
し
て
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
聞
い
た
ら
、「
ハ
ト
が
公
園
で
ふ
ん
を
し
て
困
る
か
ら
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物
は
ハ
ト
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
池
の
コ
イ
だ
っ
て
ふ
ん
を
し
ま
す
。
な
の

に
、
コ
イ
に
は
え
さ
を
や
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
な
ら
、
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す

る
べ
き
で
す
。

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、「
同
じ
本
質
的
範
疇ち

ゅ
う

に
属
す
る
も
の
は
同
じ
待
遇
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
正
義
原
則
」
に
よ
っ
て
そ
の
説
得
力
が

担
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
a
と
い
う
「
本
質
的
範
疇
」
に
、
ａ
と
ｂ
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
属
す
る
場
合
、
も
し
ａ
に
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と

い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
、
ｂ
に
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
公
平
の
原
理
と
同
じ
も
の
と
考
え

て
よ
い
。
こ
れ
を
図
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

a

ｂ　]　ａ

ａ
に
対
し
て
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
す
る

ｂ
に
対
し
て
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑴

国

　

 

語

3

具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
a
を
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
生
徒
」
と
し
、
そ
こ
に
Ａ
子
と
Ｂ
子
と
い
う
二
人
の
生
徒
が
あ
て

は
ま
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
も
し
Ａ
子
に
、「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
る
」

と
い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
Ｂ
子
に
も
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
「
正
義
原
則
」
で
あ
る
。

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
正
義
原
則
」
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

1

。

①

　報
酬
は
能
力
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ

②

　ど
ん
な
人
に
も
必
ず
長
所
が
あ
る

③

　個
人
の
利
害
を
離
れ
、
社
会
に
貢
献
す
べ
き
だ

④

　人
間
の
権
利
は
人
種
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

⑤

　犯
罪
の
な
い
社
会
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い

4

問
二

　
正
義
原
則
を
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
議
論
に
当
て
は
め
た
と
き
、
a
、
ａ
、
ｂ
、
Ｓ
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
a

2

、
ａ

3

、
ｂ

4

、
Ｓ

5

。

①

　ハ
ト

②

　コ
イ

③

　売
店
の
お
ば
さ
ん

④

　公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物

⑤

　公
園
で
餌
付
け
さ
れ
て
い
る
生
き
物

⑥

　公
園
を
楽
し
む
人
の
迷
惑
に
な
る
生
き
物

⑦

　え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い

⑧

　ふ
ん
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い

⑨

　い
じ
め
て
は
い
け
な
い

問
三

　
類
似
か
ら
の
議
論
の
構
造
を
も
っ
て
い
な
い
議
論
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

6

。

①

　電
車
の
中
で
会
話
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
た
め
、
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ら
ば
、
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か

け
る
こ
と
も
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
禁
止
す
る
べ
き
で
は
な
い

②

　野
菜
は
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い
。
同
様
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
も
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い

③

　友
だ
ち
の
Ａ
君
は
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た
の
で
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
ぼ
く
も
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た

の
だ
か
ら
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
ほ
し
い

④

　体
罰
は
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
試
験
も
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い

⑤

　私
の
町
で
は
、
片
手
で
ス
マ
ホ
を
持
ち
な
が
ら
自
転
車
の
運
転
を
す
る
こ
と
は
交
通
規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歩
き
ス
マ
ホ
を
禁

止
す
る
規
則
は
私
の
町
に
は
な
い
。
だ
か
ら
、
私
の
町
で
は
歩
き
ス
マ
ホ
を
し
て
も
よ
い
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始
の
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が
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る
ま
で
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か
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で
く
だ
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地
理
歴
史
・
公
民
、
数
学
は
別
冊
子
（
Ｒ
）
に
な
り
ま
す
）

令
和
五
年
度
入
学
試
験
問
題

受
験
上
の
注
意

一
、
監
督
の
指
示
に
よ
り
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
（
算
用
数
字
）、
氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
、
受
験
番
号
お
よ
び
該
当
す
る
試
験
日
を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
に
つ
い
て
は
解
答
用
紙
の
注
意
事
項
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

二
、
問
題
冊
子
の
解
答
番
号
と
解
答
用
紙
の
番
号
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

三
、
国
語
の
問
題
は
、
二
〜
十
七
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
ま
ず
ペ
ー
ジ
数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

四
、
試
験
時
間
中
は
、
受
験
票
を
机
上
の
受
験
番
号
の
下
に
呈
示
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

五
、
質
問
、
そ
の
他
用
件
が
あ
る
と
き
は
、
手
を
上
げ
て
合
図
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
試
験
時
間
中
の
退
場
は
認
め
ま
せ
ん
。

七
、
試
験
時
間
は
国
語
と
地
理
歴
史
・
公
民
、
ま
た
は
国
語
と
数
学
で
八
十
分
で
す
。

八
、
こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

2

一

　
以
下
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

こ
の
間
の
日
曜
日
、
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
り
に
い
っ
た
ら
、「
ハ
ト
に
え
さ
を
や
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
立
て
札
が
あ
り
ま
し
た
。
近
く

の
売
店
の
お
ば
さ
ん
に
、
ど
う
し
て
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
聞
い
た
ら
、「
ハ
ト
が
公
園
で
ふ
ん
を
し
て
困
る
か
ら
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

で
も
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物
は
ハ
ト
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
池
の
コ
イ
だ
っ
て
ふ
ん
を
し
ま
す
。
な
の

に
、
コ
イ
に
は
え
さ
を
や
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
公
園
の
ハ
ト
に
え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
な
ら
、
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す

る
べ
き
で
す
。

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、「
同
じ
本
質
的
範
疇ち

ゅ
う

に
属
す
る
も
の
は
同
じ
待
遇
を
う
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
正
義
原
則
」
に
よ
っ
て
そ
の
説
得
力
が

担
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
a
と
い
う
「
本
質
的
範
疇
」
に
、
ａ
と
ｂ
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
属
す
る
場
合
、
も
し
ａ
に
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と

い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
、
ｂ
に
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
公
平
の
原
理
と
同
じ
も
の
と
考
え

て
よ
い
。
こ
れ
を
図
に
表
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

a

ｂ　]　ａ

ａ
に
対
し
て
（
a
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
す
る

ｂ
に
対
し
て
も
Ｓ
と
い
う
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑴

国

　

 

語

3

具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
a
を
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
生
徒
」
と
し
、
そ
こ
に
Ａ
子
と
Ｂ
子
と
い
う
二
人
の
生
徒
が
あ
て

は
ま
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
も
し
Ａ
子
に
、「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
る
」

と
い
う
扱
い
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
「
自
宅
が
学
校
か
ら
五
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
る
」
Ｂ
子
に
も
「（
Ｓ
）
自
転
車
通
学
を
認
め
」
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
が
「
正
義
原
則
」
で
あ
る
。

問
一

　
傍
線
部
分
⑴
「
正
義
原
則
」
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

1

。

①

　報
酬
は
能
力
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ

②

　ど
ん
な
人
に
も
必
ず
長
所
が
あ
る

③

　個
人
の
利
害
を
離
れ
、
社
会
に
貢
献
す
べ
き
だ

④

　人
間
の
権
利
は
人
種
に
よ
っ
て
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

⑤

　犯
罪
の
な
い
社
会
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い

4

問
二

　
正
義
原
則
を
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
議
論
に
当
て
は
め
た
と
き
、
a
、
ａ
、
ｂ
、
Ｓ
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
a

2

、
ａ

3

、
ｂ

4

、
Ｓ

5

。

①

　ハ
ト

②

　コ
イ

③

　売
店
の
お
ば
さ
ん

④

　公
園
で
ふ
ん
を
す
る
生
き
物

⑤

　公
園
で
餌
付
け
さ
れ
て
い
る
生
き
物

⑥

　公
園
を
楽
し
む
人
の
迷
惑
に
な
る
生
き
物

⑦

　え
さ
を
や
っ
て
は
い
け
な
い

⑧

　ふ
ん
を
さ
せ
て
は
い
け
な
い

⑨

　い
じ
め
て
は
い
け
な
い

問
三

　
類
似
か
ら
の
議
論
の
構
造
を
も
っ
て
い
な
い
議
論
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

6

。

①

　電
車
の
中
で
会
話
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
た
め
、
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ら
ば
、
電
車
の
中
で
携
帯
電
話
を
か

け
る
こ
と
も
、
と
く
に
迷
惑
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
禁
止
す
る
べ
き
で
は
な
い

②

　野
菜
は
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い
。
同
様
に
、
こ
ん
に
ゃ
く
も
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
か
ら
食
べ
た
方
が
よ
い

③

　友
だ
ち
の
Ａ
君
は
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た
の
で
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
ぼ
く
も
こ
の
前
の
テ
ス
ト
で
百
点
を
と
っ
た

の
だ
か
ら
、
こ
づ
か
い
を
上
げ
て
ほ
し
い

④

　体
罰
は
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
試
験
も
生
徒
を
苦
し
め
る
か
ら
や
る
べ
き
で
は
な
い

⑤

　私
の
町
で
は
、
片
手
で
ス
マ
ホ
を
持
ち
な
が
ら
自
転
車
の
運
転
を
す
る
こ
と
は
交
通
規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
歩
き
ス
マ
ホ
を
禁

止
す
る
規
則
は
私
の
町
に
は
な
い
。
だ
か
ら
、
私
の
町
で
は
歩
き
ス
マ
ホ
を
し
て
も
よ
い

28 国　語国　語



5

﹇
本
文
Ⅲ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、
二
要
素
間
の
類
似
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
に
誤
り
が
な
い
限
り
、
そ
れ
に
反
論
す
る
方
法
は
一
つ
し
か
な

い
。

Ａ

、
そ
の
類
似
を
上
回
る
ほ
ど
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ａ
と
ｂ
の
間
に
誰
も
が
納
得
す
る
大
き
な
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
ａ
に

当
て
は
ま
る
こ
と
が
ｂ
に
も
当
て
は
ま
る
と
は
言
え
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
類
似
か
ら
の
議
論
す
べ
て
に
適
用
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

Ｂ

、

た
だ
「
ａ
と
ｂ
の
違
い
を
見
つ
け
な
さ
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢し

ょ
う

的
な
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
相
手
の
議
論
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
本
質
的
な
違
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

②

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　む
し
ろ

③

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

④

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　む
し
ろ

⑤

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

⑥

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

⑵

6

問
五

　
傍
線
部
分
⑵
「
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢
的
な
違
い
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選

び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　誰
も
気
が
つ
か
な
い
よ
う
な
さ
さ
い
な
違
い

②

　違
う
か
違
わ
な
い
か
、
人
に
よ
っ
て
判
断
の
分
か
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
違
い

③

　類
似
か
ら
の
議
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
要
素
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
違
い

④

　そ
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
正
義
原
則
に
対
す
る
根
本
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
違
い

⑤

　そ
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
も
類
似
か
ら
の
議
論
が
説
得
力
を
失
わ
な
い
よ
う
な
違
い

問
六

　
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
は
「
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す
る
べ
き
で
す
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
類
似
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
反
論
す
る
と
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
差
異
を
指
摘
す
れ
ば
よ

い
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　ハ
ト
は
あ
た
り
か
ま
わ
ず
ふ
ん
を
す
る
が
、
コ
イ
は
池
の
中
で
し
か
ふ
ん
を
し
な
い

②

　ハ
ト
の
寿
命
は
平
均
10
年
と
言
わ
れ
る
が
、
コ
イ
は
魚
と
し
て
は
長
寿
で
、
そ
の
寿
命
は
平
均
20
年
と
言
わ
れ
る

③

　コ
イ
に
は
え
さ
を
あ
げ
て
も
よ
い
が
、
コ
イ
に
だ
っ
て
え
さ
の
あ
げ
す
ぎ
は
よ
く
な
い

④

　ハ
ト
は
鳴
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
騒
音
被
害
を
も
た
ら
す
が
、
コ
イ
は
鳴
か
な
い
の
で
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い

⑤

　こ
の
公
園
で
は
コ
イ
に
え
さ
を
あ
げ
て
よ
い
よ
う
だ
が
、
コ
イ
へ
の
え
さ
や
り
を
禁
止
し
て
い
る
公
園
も
あ
る

7

﹈
Ⅳ
文
本
﹇

。
る
あ
で
き
べ
る
れ
ら
め
責
に
様
同

）
注
（
　

　

七
問

　

、
き
と
た
め
は
て
当
に
論
議
の
﹈
Ⅳ
文
本
﹇
を
則
原
義
正

一
れ
ぞ
れ
そ
を
の
も
な
当
適
も
最
、
て
し
と
の
も
る
ま
は
て
当
に
Ｓ
、
ｂ
、
ａ
、

10

ａ
、

11

ｂ
、

12

Ｓ
、

13

。

①　②　

技
闘
格
の
ど
な
道
柔

③　

動
活
部

④　⑤　⑥　⑦　

む
す
で
い
な
れ
ら
叱
に
母

⑧　

き
べ
る
め
や
で
の
る
な
に
的
力
暴

⑨　

い
な
れ
ら
め
認
は
情
感
な
的
力
暴

）
注
（

（﹇
本
文
Ⅰ
﹈〜﹇
本
文
Ⅳ
﹈、香
西
秀
信
編
、高
明
会
系
香
西
流
レ
ト
リ
ッ
ク
道
場
著『
反
論
の
技
術
・
実
践
資
料
編
』明
治
図
書

　問
題
作
成
上
、一
部
を
改
変
し
た
）

8

問
八

　
﹇
本
文
Ⅳ
﹈
の
議
論
に
対
し
て
反
論
し
た
い
。﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
る
反
論
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

①

　柔
道
な
ど
の
格
闘
技
は
自
分
で
も
実
際
に
痛
み
を
感
じ
、
抑
制
が
き
く
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
は
自
分
で
は
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
抑

制
が
き
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
力
性
を
助
長
す
る
可
能
性
に
関
し
て
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
と
格
闘
ゲ
ー
ム
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

②

　も
ち
ろ
ん
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
も
暴
力
性
を
助
長
す
る
危
険
性
は
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
暴
力
性
を
助
長
す
る
程
度
で
あ
る
。
格
闘
ゲ
ー
ム

の
方
が
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
よ
り
も
は
る
か
に
暴
力
性
を
助
長
す
る
の
だ

③

　も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の
子
ど
も
は
、
先
生
に
つ
い
て
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
格
闘
技
よ
り
も
、
一
人
で
簡
単
に
手
が
出
せ
る
格
闘

ゲ
ー
ム
を
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
格
闘
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
方
が
柔
道
の
よ
う
な
格
闘
技
よ
り
も
、
も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の

子
ど
も
が
多
い
に
違
い
な
い

④

　な
る
ほ
ど
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
対
し
て
大
人
た
ち
は
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
対
し
て
は
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
。
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
か
ず
に
議
論
し
て
も
無
意
味
で
あ
る

⑤

　格
闘
ゲ
ー
ム
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
は
ゲ
ー
ム
依
存
症
が
社
会
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
柔
道
に
対
し
て
は
依
存
症
が
社

会
的
な
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
柔
道
は
問
題
が
な
い
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
る

国

語
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5

﹇
本
文
Ⅲ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、
二
要
素
間
の
類
似
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
に
誤
り
が
な
い
限
り
、
そ
れ
に
反
論
す
る
方
法
は
一
つ
し
か
な

い
。

Ａ

、
そ
の
類
似
を
上
回
る
ほ
ど
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ａ
と
ｂ
の
間
に
誰
も
が
納
得
す
る
大
き
な
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
ａ
に

当
て
は
ま
る
こ
と
が
ｂ
に
も
当
て
は
ま
る
と
は
言
え
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
類
似
か
ら
の
議
論
す
べ
て
に
適
用
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

Ｂ

、

た
だ
「
ａ
と
ｂ
の
違
い
を
見
つ
け
な
さ
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢し

ょ
う

的
な
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
相
手
の
議
論
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
本
質
的
な
違
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

②

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　む
し
ろ

③

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

④

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　む
し
ろ

⑤

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

⑥

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

⑵

6

問
五

　
傍
線
部
分
⑵
「
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢
的
な
違
い
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選

び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　誰
も
気
が
つ
か
な
い
よ
う
な
さ
さ
い
な
違
い

②

　違
う
か
違
わ
な
い
か
、
人
に
よ
っ
て
判
断
の
分
か
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
違
い

③

　類
似
か
ら
の
議
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
要
素
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
違
い

④

　そ
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
正
義
原
則
に
対
す
る
根
本
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
違
い

⑤

　そ
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
も
類
似
か
ら
の
議
論
が
説
得
力
を
失
わ
な
い
よ
う
な
違
い

問
六

　
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
は
「
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す
る
べ
き
で
す
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
類
似
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
反
論
す
る
と
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
差
異
を
指
摘
す
れ
ば
よ

い
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　ハ
ト
は
あ
た
り
か
ま
わ
ず
ふ
ん
を
す
る
が
、
コ
イ
は
池
の
中
で
し
か
ふ
ん
を
し
な
い

②

　ハ
ト
の
寿
命
は
平
均
10
年
と
言
わ
れ
る
が
、
コ
イ
は
魚
と
し
て
は
長
寿
で
、
そ
の
寿
命
は
平
均
20
年
と
言
わ
れ
る

③

　コ
イ
に
は
え
さ
を
あ
げ
て
も
よ
い
が
、
コ
イ
に
だ
っ
て
え
さ
の
あ
げ
す
ぎ
は
よ
く
な
い

④

　ハ
ト
は
鳴
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
騒
音
被
害
を
も
た
ら
す
が
、
コ
イ
は
鳴
か
な
い
の
で
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い

⑤

　こ
の
公
園
で
は
コ
イ
に
え
さ
を
あ
げ
て
よ
い
よ
う
だ
が
、
コ
イ
へ
の
え
さ
や
り
を
禁
止
し
て
い
る
公
園
も
あ
る

7

﹈
Ⅳ
文
本
﹇

。
る
あ
で
き
べ
る
れ
ら
め
責
に
様
同

）
注
（
　

　

七
問

　

、
き
と
た
め
は
て
当
に
論
議
の
﹈
Ⅳ
文
本
﹇
を
則
原
義
正

一
れ
ぞ
れ
そ
を
の
も
な
当
適
も
最
、
て
し
と
の
も
る
ま
は
て
当
に
Ｓ
、
ｂ
、
ａ
、

10

ａ
、

11

ｂ
、

12

Ｓ
、

13

。

①　②　

技
闘
格
の
ど
な
道
柔

③　

動
活
部

④　⑤　⑥　⑦　

む
す
で
い
な
れ
ら
叱
に
母

⑧　

き
べ
る
め
や
で
の
る
な
に
的
力
暴

⑨　

い
な
れ
ら
め
認
は
情
感
な
的
力
暴

）
注
（

（﹇
本
文
Ⅰ
﹈〜﹇
本
文
Ⅳ
﹈、香
西
秀
信
編
、高
明
会
系
香
西
流
レ
ト
リ
ッ
ク
道
場
著『
反
論
の
技
術
・
実
践
資
料
編
』明
治
図
書

　問
題
作
成
上
、一
部
を
改
変
し
た
）

8

問
八

　
﹇
本
文
Ⅳ
﹈
の
議
論
に
対
し
て
反
論
し
た
い
。﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
る
反
論
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

①

　柔
道
な
ど
の
格
闘
技
は
自
分
で
も
実
際
に
痛
み
を
感
じ
、
抑
制
が
き
く
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
は
自
分
で
は
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
抑

制
が
き
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
力
性
を
助
長
す
る
可
能
性
に
関
し
て
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
と
格
闘
ゲ
ー
ム
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

②

　も
ち
ろ
ん
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
も
暴
力
性
を
助
長
す
る
危
険
性
は
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
暴
力
性
を
助
長
す
る
程
度
で
あ
る
。
格
闘
ゲ
ー
ム

の
方
が
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
よ
り
も
は
る
か
に
暴
力
性
を
助
長
す
る
の
だ

③

　も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の
子
ど
も
は
、
先
生
に
つ
い
て
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
格
闘
技
よ
り
も
、
一
人
で
簡
単
に
手
が
出
せ
る
格
闘

ゲ
ー
ム
を
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
格
闘
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
方
が
柔
道
の
よ
う
な
格
闘
技
よ
り
も
、
も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の

子
ど
も
が
多
い
に
違
い
な
い

④

　な
る
ほ
ど
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
対
し
て
大
人
た
ち
は
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
対
し
て
は
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
。
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
か
ず
に
議
論
し
て
も
無
意
味
で
あ
る

⑤

　格
闘
ゲ
ー
ム
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
は
ゲ
ー
ム
依
存
症
が
社
会
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
柔
道
に
対
し
て
は
依
存
症
が
社

会
的
な
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
柔
道
は
問
題
が
な
い
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
る

国

語
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5

﹇
本
文
Ⅲ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、
二
要
素
間
の
類
似
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
に
誤
り
が
な
い
限
り
、
そ
れ
に
反
論
す
る
方
法
は
一
つ
し
か
な

い
。

Ａ

、
そ
の
類
似
を
上
回
る
ほ
ど
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ａ
と
ｂ
の
間
に
誰
も
が
納
得
す
る
大
き
な
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
ａ
に

当
て
は
ま
る
こ
と
が
ｂ
に
も
当
て
は
ま
る
と
は
言
え
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
類
似
か
ら
の
議
論
す
べ
て
に
適
用
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

Ｂ

、

た
だ
「
ａ
と
ｂ
の
違
い
を
見
つ
け
な
さ
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢し

ょ
う

的
な
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
相
手
の
議
論
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
本
質
的
な
違
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

②

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　む
し
ろ

③

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

④

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　む
し
ろ

⑤

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

⑥

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

⑵

6

問
五

　
傍
線
部
分
⑵
「
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢
的
な
違
い
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選

び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　誰
も
気
が
つ
か
な
い
よ
う
な
さ
さ
い
な
違
い

②

　違
う
か
違
わ
な
い
か
、
人
に
よ
っ
て
判
断
の
分
か
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
違
い

③

　類
似
か
ら
の
議
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
要
素
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
違
い

④

　そ
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
正
義
原
則
に
対
す
る
根
本
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
違
い

⑤

　そ
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
も
類
似
か
ら
の
議
論
が
説
得
力
を
失
わ
な
い
よ
う
な
違
い

問
六

　
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
は
「
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す
る
べ
き
で
す
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
類
似
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
反
論
す
る
と
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
差
異
を
指
摘
す
れ
ば
よ

い
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　ハ
ト
は
あ
た
り
か
ま
わ
ず
ふ
ん
を
す
る
が
、
コ
イ
は
池
の
中
で
し
か
ふ
ん
を
し
な
い

②

　ハ
ト
の
寿
命
は
平
均
10
年
と
言
わ
れ
る
が
、
コ
イ
は
魚
と
し
て
は
長
寿
で
、
そ
の
寿
命
は
平
均
20
年
と
言
わ
れ
る

③

　コ
イ
に
は
え
さ
を
あ
げ
て
も
よ
い
が
、
コ
イ
に
だ
っ
て
え
さ
の
あ
げ
す
ぎ
は
よ
く
な
い

④

　ハ
ト
は
鳴
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
騒
音
被
害
を
も
た
ら
す
が
、
コ
イ
は
鳴
か
な
い
の
で
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い

⑤

　こ
の
公
園
で
は
コ
イ
に
え
さ
を
あ
げ
て
よ
い
よ
う
だ
が
、
コ
イ
へ
の
え
さ
や
り
を
禁
止
し
て
い
る
公
園
も
あ
る

7

﹈
Ⅳ
文
本
﹇

。
る
あ
で
き
べ
る
れ
ら
め
責
に
様
同

）
注
（
　

　

七
問

　

、
き
と
た
め
は
て
当
に
論
議
の
﹈
Ⅳ
文
本
﹇
を
則
原
義
正

一
れ
ぞ
れ
そ
を
の
も
な
当
適
も
最
、
て
し
と
の
も
る
ま
は
て
当
に
Ｓ
、
ｂ
、
ａ
、

10

ａ
、

11

ｂ
、

12

Ｓ
、

13

。

①　②　

技
闘
格
の
ど
な
道
柔

③　

動
活
部

④　⑤　⑥　⑦　

む
す
で
い
な
れ
ら
叱
に
母

⑧　

き
べ
る
め
や
で
の
る
な
に
的
力
暴

⑨　

い
な
れ
ら
め
認
は
情
感
な
的
力
暴

）
注
（

（﹇
本
文
Ⅰ
﹈〜﹇
本
文
Ⅳ
﹈、香
西
秀
信
編
、高
明
会
系
香
西
流
レ
ト
リ
ッ
ク
道
場
著『
反
論
の
技
術
・
実
践
資
料
編
』明
治
図
書

　問
題
作
成
上
、一
部
を
改
変
し
た
）

8

問
八

　
﹇
本
文
Ⅳ
﹈
の
議
論
に
対
し
て
反
論
し
た
い
。﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
る
反
論
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

①

　柔
道
な
ど
の
格
闘
技
は
自
分
で
も
実
際
に
痛
み
を
感
じ
、
抑
制
が
き
く
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
は
自
分
で
は
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
抑

制
が
き
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
力
性
を
助
長
す
る
可
能
性
に
関
し
て
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
と
格
闘
ゲ
ー
ム
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

②

　も
ち
ろ
ん
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
も
暴
力
性
を
助
長
す
る
危
険
性
は
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
暴
力
性
を
助
長
す
る
程
度
で
あ
る
。
格
闘
ゲ
ー
ム

の
方
が
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
よ
り
も
は
る
か
に
暴
力
性
を
助
長
す
る
の
だ

③

　も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の
子
ど
も
は
、
先
生
に
つ
い
て
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
格
闘
技
よ
り
も
、
一
人
で
簡
単
に
手
が
出
せ
る
格
闘

ゲ
ー
ム
を
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
格
闘
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
方
が
柔
道
の
よ
う
な
格
闘
技
よ
り
も
、
も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の

子
ど
も
が
多
い
に
違
い
な
い

④

　な
る
ほ
ど
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
対
し
て
大
人
た
ち
は
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
対
し
て
は
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
。
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
か
ず
に
議
論
し
て
も
無
意
味
で
あ
る

⑤

　格
闘
ゲ
ー
ム
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
は
ゲ
ー
ム
依
存
症
が
社
会
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
柔
道
に
対
し
て
は
依
存
症
が
社

会
的
な
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
柔
道
は
問
題
が
な
い
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
る

国

語
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5

﹇
本
文
Ⅲ
﹈

類
似
か
ら
の
議
論
は
、
二
要
素
間
の
類
似
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
記
述
に
誤
り
が
な
い
限
り
、
そ
れ
に
反
論
す
る
方
法
は
一
つ
し
か
な

い
。

Ａ

、
そ
の
類
似
を
上
回
る
ほ
ど
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ａ
と
ｂ
の
間
に
誰
も
が
納
得
す
る
大
き
な
違
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
ａ
に

当
て
は
ま
る
こ
と
が
ｂ
に
も
当
て
は
ま
る
と
は
言
え
な
く
な
る
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
類
似
か
ら
の
議
論
す
べ
て
に
適
用
で
き
る
方
法
で
あ
る
。

Ｂ

、

た
だ
「
ａ
と
ｂ
の
違
い
を
見
つ
け
な
さ
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢し

ょ
う

的
な
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
相
手
の
議
論
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
本
質
的
な
違
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

問
四

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

7

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

②

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　む
し
ろ

③

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

④

　Ａ

　す
な
わ
ち

　
　
　Ｂ

　む
し
ろ

⑤

　Ａ

　し
た
が
っ
て

　
　Ｂ

　そ
れ
ゆ
え

⑥

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　
　Ｂ

　た
だ
し

⑵

6

問
五

　
傍
線
部
分
⑵
「
議
論
の
本
質
と
は
無
関
係
な
、
末
梢
的
な
違
い
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選

び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

8

。

①

　誰
も
気
が
つ
か
な
い
よ
う
な
さ
さ
い
な
違
い

②

　違
う
か
違
わ
な
い
か
、
人
に
よ
っ
て
判
断
の
分
か
れ
る
よ
う
な
微
妙
な
違
い

③

　類
似
か
ら
の
議
論
に
用
い
ら
れ
て
い
る
二
要
素
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
違
い

④

　そ
の
違
い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
正
義
原
則
に
対
す
る
根
本
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
な
い
よ
う
な
違
い

⑤

　そ
の
違
い
を
指
摘
さ
れ
て
も
類
似
か
ら
の
議
論
が
説
得
力
を
失
わ
な
い
よ
う
な
違
い

問
六

　
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
は
「
池
の
コ
イ
に
も
え
さ
を
や
る
こ
と
を
禁
止
に
す
る
べ
き
で
す
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
類
似
か
ら
の
議
論
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
っ
て
反
論
す
る
と
し
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
差
異
を
指
摘
す
れ
ば
よ

い
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

9

。

①

　ハ
ト
は
あ
た
り
か
ま
わ
ず
ふ
ん
を
す
る
が
、
コ
イ
は
池
の
中
で
し
か
ふ
ん
を
し
な
い

②

　ハ
ト
の
寿
命
は
平
均
10
年
と
言
わ
れ
る
が
、
コ
イ
は
魚
と
し
て
は
長
寿
で
、
そ
の
寿
命
は
平
均
20
年
と
言
わ
れ
る

③

　コ
イ
に
は
え
さ
を
あ
げ
て
も
よ
い
が
、
コ
イ
に
だ
っ
て
え
さ
の
あ
げ
す
ぎ
は
よ
く
な
い

④

　ハ
ト
は
鳴
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
騒
音
被
害
を
も
た
ら
す
が
、
コ
イ
は
鳴
か
な
い
の
で
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い

⑤

　こ
の
公
園
で
は
コ
イ
に
え
さ
を
あ
げ
て
よ
い
よ
う
だ
が
、
コ
イ
へ
の
え
さ
や
り
を
禁
止
し
て
い
る
公
園
も
あ
る

7

﹈
Ⅳ
文
本
﹇

。
る
あ
で
き
べ
る
れ
ら
め
責
に
様
同

）
注
（
　

　

七
問

　

、
き
と
た
め
は
て
当
に
論
議
の
﹈
Ⅳ
文
本
﹇
を
則
原
義
正

一
れ
ぞ
れ
そ
を
の
も
な
当
適
も
最
、
て
し
と
の
も
る
ま
は
て
当
に
Ｓ
、
ｂ
、
ａ
、

10

ａ
、

11

ｂ
、

12

Ｓ
、

13

。

①　②　

技
闘
格
の
ど
な
道
柔

③　

動
活
部

④　⑤　⑥　⑦　

む
す
で
い
な
れ
ら
叱
に
母

⑧　

き
べ
る
め
や
で
の
る
な
に
的
力
暴

⑨　

い
な
れ
ら
め
認
は
情
感
な
的
力
暴

）
注
（

（﹇
本
文
Ⅰ
﹈〜﹇
本
文
Ⅳ
﹈、香
西
秀
信
編
、高
明
会
系
香
西
流
レ
ト
リ
ッ
ク
道
場
著『
反
論
の
技
術
・
実
践
資
料
編
』明
治
図
書

　問
題
作
成
上
、一
部
を
改
変
し
た
）

8

問
八

　
﹇
本
文
Ⅳ
﹈
の
議
論
に
対
し
て
反
論
し
た
い
。﹇
本
文
Ⅲ
﹈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
法
に
よ
る
反
論
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

①

　柔
道
な
ど
の
格
闘
技
は
自
分
で
も
実
際
に
痛
み
を
感
じ
、
抑
制
が
き
く
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
は
自
分
で
は
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
抑

制
が
き
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
暴
力
性
を
助
長
す
る
可
能
性
に
関
し
て
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
と
格
闘
ゲ
ー
ム
を
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い

②

　も
ち
ろ
ん
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
も
暴
力
性
を
助
長
す
る
危
険
性
は
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
暴
力
性
を
助
長
す
る
程
度
で
あ
る
。
格
闘
ゲ
ー
ム

の
方
が
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
よ
り
も
は
る
か
に
暴
力
性
を
助
長
す
る
の
だ

③

　も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の
子
ど
も
は
、
先
生
に
つ
い
て
稽
古
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
格
闘
技
よ
り
も
、
一
人
で
簡
単
に
手
が
出
せ
る
格
闘

ゲ
ー
ム
を
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
格
闘
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
方
が
柔
道
の
よ
う
な
格
闘
技
よ
り
も
、
も
と
も
と
暴
力
的
な
性
格
の

子
ど
も
が
多
い
に
違
い
な
い

④

　な
る
ほ
ど
柔
道
な
ど
の
格
闘
技
に
対
し
て
大
人
た
ち
は
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
対
し
て
は
あ
ま
り
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
主
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
。
客
観
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
か
ず
に
議
論
し
て
も
無
意
味
で
あ
る

⑤

　格
闘
ゲ
ー
ム
な
ど
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ゲ
ー
ム
は
ゲ
ー
ム
依
存
症
が
社
会
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
柔
道
に
対
し
て
は
依
存
症
が
社

会
的
な
問
題
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
柔
道
は
問
題
が
な
い
が
、
格
闘
ゲ
ー
ム
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
る

国

語

27国　語
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二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

日
常
的
理
解
に
従
え
ば
、
治
療
と
は
「
病
気
」
の
状
態
か
ら
「
健
康
」
の
状
態
へ
、「
正
常
以
下
」
の
状
態
か
ら
「
正
常
」
な
状
態
へ
と
み
ち
び
く
過

程
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
の
宗
教
に
お
け
る
修
行
は
、
そ
う
い
う
日
常
的
（
存
在
的
）
意
味
に
お
け
る
「
正
常
さ
」
の
水
準
を
こ
え
て
ゆ
こ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
修
行
と
は
元
来
、
社
会
の
平
均
的
人
間
が
従
っ
て
い
る
社
会
規
範
の
拘
束
よ
り
以
上
の
き
び
し
い
拘
束
を
、
自
己
の
心
身
に
対

し
て
課
そ
う
と
す
る
実
践
的
企
て
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
修
行
は
、
平
均
的
な
生
き
方
よ
り
以
上
の
生
き
方
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
い
ま
い
な
表

現
で
あ
る
が
、
人
格
の
向
上
と
か
完
成
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
心
身
の
諸
能
力
を
平
均
的
「
正
常
さ
」
か
ら
「
正
常
以
上
」
の
水
準
に
高
め

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
の
向
上
と
完
成
を
目
指
す
の
が
修
行
で
あ
る
。

Ａ

一
体
、「
正
常
以
上
」
の
状
態
と
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
状
態
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
か
、
と
人
は
問
う
か
も
し
れ
な
い
。
病
気
の

治
療
と
い
う
臨
床
医
学
の
観
点
に
止と

ど
ま

る
か
ぎ
り
、「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
も
た
な
い
。
臨
床
医
学
の
使
命
は
、
正
常
な
健
康
状
態
を
回
復

し
た
と
こ
ろ
で
終お

わ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
、
人
間
の
心
身
の
潜
在
的
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
平
均
的

「
正
常
さ
」
を
こ
え
た
「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
に
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
。「
正
常
」
と
は
、
こ
こ
で
は
単
に
「
平
均
値
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
身
体
的
諸
能
力
に
せ
よ
、
心
理
的
能
力
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
平
均
値
以
上
と
以
下
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
知
能
指
数
に
つ

い
て
多
数
の
例
を
と
れ
ば
、
平
均
値
を
中
心
と
し
た
正
規
分
布
が
得
ら
れ
る
。
理
論
的
に
は
、
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
哲
学
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
。
日
常
的
次
元
に
お
け
る
存
在
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
日
常
的

「
正
常
さ
」
が
判
断
の
尺
度
と
な
り
、
こ
の
尺
度
か
ら
離
れ
た
状
態
は
す
べ
て
「
異
常
」
と
み
ら
れ
る
。
天
才
と
狂
人
は
共
に
異
常
者
と
み
な
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
日
常
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
心
身
能
力
の
理
想
的
極
限
状
態
に
つ
い
て
問
い
つ
つ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
東
洋
の
修
行
論
の
一
つ
の
特
徴
は
、
心
身
の
諸
能
力
を
別
個
に
バ
ラ
バ
ラ
に
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
全
体
的
統
一
を
も
つ
も
の

（
注
）

⑴

11

と
し
て
と
ら
え
る
と
共
に
、
そ
の
統
一
の
中
心
と
な
る
べ
き
人
格
の
核
心
的
部
分
に
宗
教
的
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
芸
道

論
は
、
芸
術
的
創
造
の
能
力
を
訓
練
し
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
、
す
な
わ
ち
「
芸
の
稽
古
」
を
人
間
完
成
に
至
る
た
め
の
「
修
行
」
と
み
な
し
て
い
る
。

武
術
の
場
合
に
も
、
身
体
的
技
能
の
訓
練
が
人
間
完
成
の
た
め
の
修
行
と
み
な
さ
れ
た
。
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
身
の
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
結
局
は
す
べ
て
、
一
つ
の
共
通
な

中
心
で
あ
る
人
格
の
核
心
に
み
ち
び
い
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
道
は
心
身
の
諸
能
力
の
全
体
的
統
一
の
核
心
と
な
る
人
格
中
心
の
完
成

と
い
う
道
程
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
格
中
心
の
向
上
と
完
成
に
結
び
つ
か
な
い
単
な
る
技
能
的
訓
練
を
目
的
と
し
た
態
度
は
、
東
洋
の

修
行
論
で
は
邪
道
と
み
な
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
身
体
的
技
能
や
学
問
的
能
力
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
人
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
間
的
心
情
の

あ
り
方
に
欠
陥
が
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
尊
敬
を
か
ち
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
技
能
や
学
問
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

Ｂ

東

洋
の
修
行
論
の
伝
統
で
は
、
宗
教
的
修
行
が
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
に
お
け
る
修
行
を
統
一
す
る
中
心
理
念
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
湯
浅
泰
雄
『
身
体
論

　東
洋
的
心
身
論
と
現
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　正
規
分
布

　統
計
に
よ
る
分
布
状
態
の
一
つ
。
左
右
対
称
な
形
を
し
て
い
る

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

明
治
時
代
の
日
本
に
は
教
養
と
い
う
通
念
は
な
か
っ
た
。
教
養
は
大
正
期
以
来
の
も
の
で
、
修
養
と
い
う
言
葉
に
代か
わ

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

修
養
と
類
を
同
じ
ゅ
う
す
る
も
の
に
、
修
行
と
か
修
業
が
あ
る
。
い
ま
試
み
に
手
元
の
『
辞
苑
』
に
よ
っ
て
修
行
の
項
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。「
教
祖
の

行
蹟せ

き

を
生
活
の
典
型
と
し
て
修
養
す
る
こ
と
。
仏
門
の
教
法
を
守
り
善
行
を
修
め
る
こ
と
」、
ま
た
一
般
に
は
「
研
究
、
錬
磨
の
た
め
に
諸
国
を
へ
め
ぐ

る
こ
と
」
等
と
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
修
行
に
は
則の

っ
と

る
べ
き
典
型
や
教
法
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
全
生
活
、
全

身
の
行
為
に
関
し
て
、
そ
れ
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
修
養
は
、
修
行
が
仏
教
に
か
か
わ
る
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
儒
教
、
武
士
道

に
か
か
わ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
典
型
の
存
す
る
こ
と
、
生
活
と
行
為
に
関
す
る
こ
と
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
四
書
五
経
が
則
る
べ
き
経
典
で
あ
り
、

君
子
、
大
丈
夫
に
な
る
こ
と
が
理
想
で
あ
っ
た
。
修
養
や
修
行
の
修
、
お
さ
む
に
は
、
正
す
と
か
整
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
軌
範
に
よ
っ
て
自
ら
を

⑵

（
注
1
）

（
注
2
）
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規
制
す
る
わ
け
で
あ
る
。
放
漫
に
走
ろ
う
と
す
る
諸
欲
望
、
諸
煩
悩
を
お
さ
え
て
、
典
型
に
従
っ
て
自
己
を
型
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

う
い
う
道
程
を
意
味
す
る
。
狭
き
門
か
ら
入
る
わ
け
で
あ
る
。
自
己
規
制
に
よ
る
自
己
形
成
で
あ
ろ
う
。
修
業
は
そ
の
庶
民
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
ね
ら

う
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
学
ぶ
、
習
う
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
も
、
経
典
、
典
型
を
ま
ね
び
、
な
ら
う
と
い
う
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
な
探
求
、

無
限
な
可
能
性
の
開
発
と
は
お
の
ず
か
ら
に
し
て
異
な
る
来
歴
を
も
っ
て
い
る
。

修
養
、
修
行
、
修
業
は
、
そ
の
則
る
べ
き

Ｃ

が
生
き
て
い
る
限
り
生
き
て
い
る
。

Ｄ

が
ぼ
や
け
る
と
き
、
そ
れ
は
常
識
的
な
マ
ン
ネ
リ

ズ
ム
に
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
幼
い
と
き
、
武
士
の
家
に
生う

ま

れ
た
以
上
、
必
要
な
場
合
に
は
切
腹
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
た
森
鷗
外
、
初
対

面
の
小
宮
豊
隆
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
の
を
叱し

か

っ
た
夏
目
漱
石
、
夜
打た

坐ざ

、
朝
打
坐
と
日
記
に
誌し

る

し
、
以
道
為
体
、
以
学
問
為
四
肢
と
書
い
た
西
田
寸
心
に

お
い
て
は
、
典
型
は
生
き
、
修
養
は
生
き
て
い
た
。
と
も
に
明
治
改
元
前
後
に
生
れ
た
人
々
で
あ
る
。
一
般
に
明
治
二
十
年
前
後
に
青
年
時
代
を
送
っ
た

エ
リ
ッ
ト
に
於お

い

て
は
修
養
は
現
実
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
う
い
う
人
た
ち
に
お
け
る
東
洋
の
西
洋
に
対
す
る
対
決
、
西
洋
摂
取
、
東
と
西
の
総
合
統
一

の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
。

我わ
が

国
に
お
け
る
文
明
開
化
の
風
潮
は
明
治
十
年
以
来
隆
盛
に
な
っ
た
。
洪
水
の
よ
う
に
お
し
よ
せ
て
き
た
西
洋
の
文
物
を
海
綿
の
よ
う
に
吸
収
し
よ
う

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
性
急
な
摂
取
は
、
勢
い
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し

て
と
り
い
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
花
を
根
か
ら
ひ
き
離
し
、
成
果
を
方
法
か
ら
た
ち
き
り
、
既
製
品
と
し
て
舶
載
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
資
本
主
義
の
後
進
国
に
お
い
て
は
通
例
で
あ
る
。
ビ
ド
ニ
ー
の
い
う
カ
ル
チ
ュ
ア
の
第
三
の
意
味
、
即す

な
わ

ち
、
物
質
的
人
工
物
、
心
的
人
工
物
、
社

会
的
人
工
物
を
、
そ
れ
を
生
み
い
だ
し
た
地
盤
か
ら
き
り
離
し
て
移
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
う
ち
の
心
的
人
工
物
、
即
ち
言
語
、
文
学
、

美
術
、
道
徳
、
宗
教
の
教
義
等
を
、
摂
取
し
、
理
解
し
、
享
受
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
二
十
年
前
後
に

生
れ
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
社
会
的
に
活
動
を
始
め
た
ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
則
る
べ
き

経
典
は
な
い
。
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
書
物
は
経
典
で
あ
る
と
い
う
『
三
太
郎
の
日
記
』
の
立
場
で
は
経
典
の
意
味
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
心
的

人
工
物
は
自
ら
を
養
う
滋
養
分
で
あ
る
。
三
太
郎
は
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ト
ル
ス
ト
イ
も
同
格
に
公
平
に
摂
取
す
る
。
自
己
規

制
の
な
い
だ
け
に
広
い
と
こ
ろ
へ
出
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
広
く
な
っ
た
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
形
成
力
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
。

（
唐
木
順
三
『
現
代
史
へ
の
試
み

　喪
失
の
時
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

⑶

⑷
（
注
8
）

（
注
9
）

⑸

（
注
10
）

（
注
11
）

（
注
12
）
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（
注
1
）

　四
書
五
経

　儒
教
の
教
え
の
中
で
特
に
重
要
と
さ
れ
る
四
書
と
五
経
の
総
称

（
注
2
）

　大
丈
夫

　立
派
な
人

（
注
3
）

　打
坐

　坐
禅
す
る
こ
と

（
注
4
）

　以
道
為
体

　道
を
極
め
る
と
は
実
践
す
る
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
5
）

　以
学
問
為
四
肢

　学
問
が
身
に
つ
く
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
6
）

　西
田
寸
心

　西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
五
）。
日
本
の
哲
学
者

（
注
7
）

　エ
リ
ッ
ト

　エ
リ
ー
ト

（
注
8
）

　ビ
ド
ニ
ー

　デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ビ
ド
ニ
ー
（
一
九
〇
八
〜
一
九
八
七
）。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
、
哲
学
者

（
注
9
）

　ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン

　世
代
、
時
代

（
注
10
）

　三
太
郎
の
日
記

　阿
部
次
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
九
）
が
著
し
た
随
筆
評
論
集
。
大
正
期
の
典
型
的
な
教
養
人
が
描
か
れ
て
い
る

（
注
11
）

　ニ
イ
チ
ェ

　フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
〜
一
九
〇
〇
）。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者

（
注
12
）

　デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

　超
自
然
的
、
悪
魔
的

問
一

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　Ｂ

　だ
か
ら

②

　Ａ

　し
か
も

　
　
　Ｂ

　す
な
わ
ち

③

　Ａ

　し
か
し

　
　
　Ｂ

　つ
ま
り

④

　Ａ

　と
こ
ろ
で

　
　Ｂ

　た
だ
し

⑤

　Ａ

　さ
て

　
　
　
　Ｂ

　な
ぜ
な
ら
ば

26 国　語
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二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

日
常
的
理
解
に
従
え
ば
、
治
療
と
は
「
病
気
」
の
状
態
か
ら
「
健
康
」
の
状
態
へ
、「
正
常
以
下
」
の
状
態
か
ら
「
正
常
」
な
状
態
へ
と
み
ち
び
く
過

程
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
の
宗
教
に
お
け
る
修
行
は
、
そ
う
い
う
日
常
的
（
存
在
的
）
意
味
に
お
け
る
「
正
常
さ
」
の
水
準
を
こ
え
て
ゆ
こ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
修
行
と
は
元
来
、
社
会
の
平
均
的
人
間
が
従
っ
て
い
る
社
会
規
範
の
拘
束
よ
り
以
上
の
き
び
し
い
拘
束
を
、
自
己
の
心
身
に
対

し
て
課
そ
う
と
す
る
実
践
的
企
て
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
修
行
は
、
平
均
的
な
生
き
方
よ
り
以
上
の
生
き
方
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
い
ま
い
な
表

現
で
あ
る
が
、
人
格
の
向
上
と
か
完
成
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
心
身
の
諸
能
力
を
平
均
的
「
正
常
さ
」
か
ら
「
正
常
以
上
」
の
水
準
に
高
め

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
の
向
上
と
完
成
を
目
指
す
の
が
修
行
で
あ
る
。

Ａ

一
体
、「
正
常
以
上
」
の
状
態
と
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
状
態
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
か
、
と
人
は
問
う
か
も
し
れ
な
い
。
病
気
の

治
療
と
い
う
臨
床
医
学
の
観
点
に
止と

ど
ま

る
か
ぎ
り
、「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
も
た
な
い
。
臨
床
医
学
の
使
命
は
、
正
常
な
健
康
状
態
を
回
復

し
た
と
こ
ろ
で
終お

わ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
、
人
間
の
心
身
の
潜
在
的
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
平
均
的

「
正
常
さ
」
を
こ
え
た
「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
に
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
。「
正
常
」
と
は
、
こ
こ
で
は
単
に
「
平
均
値
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
身
体
的
諸
能
力
に
せ
よ
、
心
理
的
能
力
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
平
均
値
以
上
と
以
下
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
知
能
指
数
に
つ

い
て
多
数
の
例
を
と
れ
ば
、
平
均
値
を
中
心
と
し
た
正
規
分
布
が
得
ら
れ
る
。
理
論
的
に
は
、
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
哲
学
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
。
日
常
的
次
元
に
お
け
る
存
在
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
日
常
的

「
正
常
さ
」
が
判
断
の
尺
度
と
な
り
、
こ
の
尺
度
か
ら
離
れ
た
状
態
は
す
べ
て
「
異
常
」
と
み
ら
れ
る
。
天
才
と
狂
人
は
共
に
異
常
者
と
み
な
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
日
常
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
心
身
能
力
の
理
想
的
極
限
状
態
に
つ
い
て
問
い
つ
つ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
東
洋
の
修
行
論
の
一
つ
の
特
徴
は
、
心
身
の
諸
能
力
を
別
個
に
バ
ラ
バ
ラ
に
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
全
体
的
統
一
を
も
つ
も
の

（
注
）

⑴

11

と
し
て
と
ら
え
る
と
共
に
、
そ
の
統
一
の
中
心
と
な
る
べ
き
人
格
の
核
心
的
部
分
に
宗
教
的
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
芸
道

論
は
、
芸
術
的
創
造
の
能
力
を
訓
練
し
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
、
す
な
わ
ち
「
芸
の
稽
古
」
を
人
間
完
成
に
至
る
た
め
の
「
修
行
」
と
み
な
し
て
い
る
。

武
術
の
場
合
に
も
、
身
体
的
技
能
の
訓
練
が
人
間
完
成
の
た
め
の
修
行
と
み
な
さ
れ
た
。
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
身
の
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
結
局
は
す
べ
て
、
一
つ
の
共
通
な

中
心
で
あ
る
人
格
の
核
心
に
み
ち
び
い
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
道
は
心
身
の
諸
能
力
の
全
体
的
統
一
の
核
心
と
な
る
人
格
中
心
の
完
成

と
い
う
道
程
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
格
中
心
の
向
上
と
完
成
に
結
び
つ
か
な
い
単
な
る
技
能
的
訓
練
を
目
的
と
し
た
態
度
は
、
東
洋
の

修
行
論
で
は
邪
道
と
み
な
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
身
体
的
技
能
や
学
問
的
能
力
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
人
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
間
的
心
情
の

あ
り
方
に
欠
陥
が
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
尊
敬
を
か
ち
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
技
能
や
学
問
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

Ｂ

東

洋
の
修
行
論
の
伝
統
で
は
、
宗
教
的
修
行
が
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
に
お
け
る
修
行
を
統
一
す
る
中
心
理
念
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
湯
浅
泰
雄
『
身
体
論

　東
洋
的
心
身
論
と
現
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　正
規
分
布

　統
計
に
よ
る
分
布
状
態
の
一
つ
。
左
右
対
称
な
形
を
し
て
い
る

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

明
治
時
代
の
日
本
に
は
教
養
と
い
う
通
念
は
な
か
っ
た
。
教
養
は
大
正
期
以
来
の
も
の
で
、
修
養
と
い
う
言
葉
に
代か
わ

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

修
養
と
類
を
同
じ
ゅ
う
す
る
も
の
に
、
修
行
と
か
修
業
が
あ
る
。
い
ま
試
み
に
手
元
の
『
辞
苑
』
に
よ
っ
て
修
行
の
項
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。「
教
祖
の

行
蹟せ

き

を
生
活
の
典
型
と
し
て
修
養
す
る
こ
と
。
仏
門
の
教
法
を
守
り
善
行
を
修
め
る
こ
と
」、
ま
た
一
般
に
は
「
研
究
、
錬
磨
の
た
め
に
諸
国
を
へ
め
ぐ

る
こ
と
」
等
と
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
修
行
に
は
則の

っ
と

る
べ
き
典
型
や
教
法
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
全
生
活
、
全

身
の
行
為
に
関
し
て
、
そ
れ
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
修
養
は
、
修
行
が
仏
教
に
か
か
わ
る
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
儒
教
、
武
士
道

に
か
か
わ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
典
型
の
存
す
る
こ
と
、
生
活
と
行
為
に
関
す
る
こ
と
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
四
書
五
経
が
則
る
べ
き
経
典
で
あ
り
、

君
子
、
大
丈
夫
に
な
る
こ
と
が
理
想
で
あ
っ
た
。
修
養
や
修
行
の
修
、
お
さ
む
に
は
、
正
す
と
か
整
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
軌
範
に
よ
っ
て
自
ら
を

⑵

（
注
1
）

（
注
2
）
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規
制
す
る
わ
け
で
あ
る
。
放
漫
に
走
ろ
う
と
す
る
諸
欲
望
、
諸
煩
悩
を
お
さ
え
て
、
典
型
に
従
っ
て
自
己
を
型
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

う
い
う
道
程
を
意
味
す
る
。
狭
き
門
か
ら
入
る
わ
け
で
あ
る
。
自
己
規
制
に
よ
る
自
己
形
成
で
あ
ろ
う
。
修
業
は
そ
の
庶
民
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
ね
ら

う
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
学
ぶ
、
習
う
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
も
、
経
典
、
典
型
を
ま
ね
び
、
な
ら
う
と
い
う
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
な
探
求
、

無
限
な
可
能
性
の
開
発
と
は
お
の
ず
か
ら
に
し
て
異
な
る
来
歴
を
も
っ
て
い
る
。

修
養
、
修
行
、
修
業
は
、
そ
の
則
る
べ
き

Ｃ

が
生
き
て
い
る
限
り
生
き
て
い
る
。

Ｄ

が
ぼ
や
け
る
と
き
、
そ
れ
は
常
識
的
な
マ
ン
ネ
リ

ズ
ム
に
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
幼
い
と
き
、
武
士
の
家
に
生う

ま

れ
た
以
上
、
必
要
な
場
合
に
は
切
腹
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
た
森
鷗
外
、
初
対

面
の
小
宮
豊
隆
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
の
を
叱し

か

っ
た
夏
目
漱
石
、
夜
打た

坐ざ

、
朝
打
坐
と
日
記
に
誌し

る

し
、
以
道
為
体
、
以
学
問
為
四
肢
と
書
い
た
西
田
寸
心
に

お
い
て
は
、
典
型
は
生
き
、
修
養
は
生
き
て
い
た
。
と
も
に
明
治
改
元
前
後
に
生
れ
た
人
々
で
あ
る
。
一
般
に
明
治
二
十
年
前
後
に
青
年
時
代
を
送
っ
た

エ
リ
ッ
ト
に
於お

い

て
は
修
養
は
現
実
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
う
い
う
人
た
ち
に
お
け
る
東
洋
の
西
洋
に
対
す
る
対
決
、
西
洋
摂
取
、
東
と
西
の
総
合
統
一

の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
。

我わ
が

国
に
お
け
る
文
明
開
化
の
風
潮
は
明
治
十
年
以
来
隆
盛
に
な
っ
た
。
洪
水
の
よ
う
に
お
し
よ
せ
て
き
た
西
洋
の
文
物
を
海
綿
の
よ
う
に
吸
収
し
よ
う

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
性
急
な
摂
取
は
、
勢
い
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し

て
と
り
い
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
花
を
根
か
ら
ひ
き
離
し
、
成
果
を
方
法
か
ら
た
ち
き
り
、
既
製
品
と
し
て
舶
載
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
資
本
主
義
の
後
進
国
に
お
い
て
は
通
例
で
あ
る
。
ビ
ド
ニ
ー
の
い
う
カ
ル
チ
ュ
ア
の
第
三
の
意
味
、
即す

な
わ

ち
、
物
質
的
人
工
物
、
心
的
人
工
物
、
社

会
的
人
工
物
を
、
そ
れ
を
生
み
い
だ
し
た
地
盤
か
ら
き
り
離
し
て
移
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
う
ち
の
心
的
人
工
物
、
即
ち
言
語
、
文
学
、

美
術
、
道
徳
、
宗
教
の
教
義
等
を
、
摂
取
し
、
理
解
し
、
享
受
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
二
十
年
前
後
に

生
れ
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
社
会
的
に
活
動
を
始
め
た
ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
則
る
べ
き

経
典
は
な
い
。
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
書
物
は
経
典
で
あ
る
と
い
う
『
三
太
郎
の
日
記
』
の
立
場
で
は
経
典
の
意
味
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
心
的

人
工
物
は
自
ら
を
養
う
滋
養
分
で
あ
る
。
三
太
郎
は
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ト
ル
ス
ト
イ
も
同
格
に
公
平
に
摂
取
す
る
。
自
己
規

制
の
な
い
だ
け
に
広
い
と
こ
ろ
へ
出
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
広
く
な
っ
た
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
形
成
力
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
。

（
唐
木
順
三
『
現
代
史
へ
の
試
み

　喪
失
の
時
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

⑶

⑷
（
注
8
）

（
注
9
）

⑸

（
注
10
）

（
注
11
）

（
注
12
）
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（
注
1
）

　四
書
五
経

　儒
教
の
教
え
の
中
で
特
に
重
要
と
さ
れ
る
四
書
と
五
経
の
総
称

（
注
2
）

　大
丈
夫

　立
派
な
人

（
注
3
）

　打
坐

　坐
禅
す
る
こ
と

（
注
4
）

　以
道
為
体

　道
を
極
め
る
と
は
実
践
す
る
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
5
）

　以
学
問
為
四
肢

　学
問
が
身
に
つ
く
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
6
）

　西
田
寸
心

　西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
五
）。
日
本
の
哲
学
者

（
注
7
）

　エ
リ
ッ
ト

　エ
リ
ー
ト

（
注
8
）

　ビ
ド
ニ
ー

　デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ビ
ド
ニ
ー
（
一
九
〇
八
〜
一
九
八
七
）。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
、
哲
学
者

（
注
9
）

　ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン

　世
代
、
時
代

（
注
10
）

　三
太
郎
の
日
記

　阿
部
次
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
九
）
が
著
し
た
随
筆
評
論
集
。
大
正
期
の
典
型
的
な
教
養
人
が
描
か
れ
て
い
る

（
注
11
）

　ニ
イ
チ
ェ

　フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
〜
一
九
〇
〇
）。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者

（
注
12
）

　デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

　超
自
然
的
、
悪
魔
的

問
一

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　Ｂ

　だ
か
ら

②

　Ａ

　し
か
も

　
　
　Ｂ

　す
な
わ
ち

③

　Ａ

　し
か
し

　
　
　Ｂ

　つ
ま
り

④

　Ａ

　と
こ
ろ
で

　
　Ｂ

　た
だ
し

⑤

　Ａ

　さ
て

　
　
　
　Ｂ

　な
ぜ
な
ら
ば

26 国　語
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二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

日
常
的
理
解
に
従
え
ば
、
治
療
と
は
「
病
気
」
の
状
態
か
ら
「
健
康
」
の
状
態
へ
、「
正
常
以
下
」
の
状
態
か
ら
「
正
常
」
な
状
態
へ
と
み
ち
び
く
過

程
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
の
宗
教
に
お
け
る
修
行
は
、
そ
う
い
う
日
常
的
（
存
在
的
）
意
味
に
お
け
る
「
正
常
さ
」
の
水
準
を
こ
え
て
ゆ
こ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
修
行
と
は
元
来
、
社
会
の
平
均
的
人
間
が
従
っ
て
い
る
社
会
規
範
の
拘
束
よ
り
以
上
の
き
び
し
い
拘
束
を
、
自
己
の
心
身
に
対

し
て
課
そ
う
と
す
る
実
践
的
企
て
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
修
行
は
、
平
均
的
な
生
き
方
よ
り
以
上
の
生
き
方
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
い
ま
い
な
表

現
で
あ
る
が
、
人
格
の
向
上
と
か
完
成
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
心
身
の
諸
能
力
を
平
均
的
「
正
常
さ
」
か
ら
「
正
常
以
上
」
の
水
準
に
高
め

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
の
向
上
と
完
成
を
目
指
す
の
が
修
行
で
あ
る
。

Ａ

一
体
、「
正
常
以
上
」
の
状
態
と
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
状
態
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
か
、
と
人
は
問
う
か
も
し
れ
な
い
。
病
気
の

治
療
と
い
う
臨
床
医
学
の
観
点
に
止と

ど
ま

る
か
ぎ
り
、「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
も
た
な
い
。
臨
床
医
学
の
使
命
は
、
正
常
な
健
康
状
態
を
回
復

し
た
と
こ
ろ
で
終お

わ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
、
人
間
の
心
身
の
潜
在
的
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
平
均
的

「
正
常
さ
」
を
こ
え
た
「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
に
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
。「
正
常
」
と
は
、
こ
こ
で
は
単
に
「
平
均
値
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
身
体
的
諸
能
力
に
せ
よ
、
心
理
的
能
力
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
平
均
値
以
上
と
以
下
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
知
能
指
数
に
つ

い
て
多
数
の
例
を
と
れ
ば
、
平
均
値
を
中
心
と
し
た
正
規
分
布
が
得
ら
れ
る
。
理
論
的
に
は
、
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
哲
学
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
。
日
常
的
次
元
に
お
け
る
存
在
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
日
常
的

「
正
常
さ
」
が
判
断
の
尺
度
と
な
り
、
こ
の
尺
度
か
ら
離
れ
た
状
態
は
す
べ
て
「
異
常
」
と
み
ら
れ
る
。
天
才
と
狂
人
は
共
に
異
常
者
と
み
な
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
日
常
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
心
身
能
力
の
理
想
的
極
限
状
態
に
つ
い
て
問
い
つ
つ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
東
洋
の
修
行
論
の
一
つ
の
特
徴
は
、
心
身
の
諸
能
力
を
別
個
に
バ
ラ
バ
ラ
に
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
全
体
的
統
一
を
も
つ
も
の

（
注
）

⑴

11

と
し
て
と
ら
え
る
と
共
に
、
そ
の
統
一
の
中
心
と
な
る
べ
き
人
格
の
核
心
的
部
分
に
宗
教
的
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
芸
道

論
は
、
芸
術
的
創
造
の
能
力
を
訓
練
し
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
、
す
な
わ
ち
「
芸
の
稽
古
」
を
人
間
完
成
に
至
る
た
め
の
「
修
行
」
と
み
な
し
て
い
る
。

武
術
の
場
合
に
も
、
身
体
的
技
能
の
訓
練
が
人
間
完
成
の
た
め
の
修
行
と
み
な
さ
れ
た
。
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
身
の
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
結
局
は
す
べ
て
、
一
つ
の
共
通
な

中
心
で
あ
る
人
格
の
核
心
に
み
ち
び
い
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
道
は
心
身
の
諸
能
力
の
全
体
的
統
一
の
核
心
と
な
る
人
格
中
心
の
完
成

と
い
う
道
程
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
格
中
心
の
向
上
と
完
成
に
結
び
つ
か
な
い
単
な
る
技
能
的
訓
練
を
目
的
と
し
た
態
度
は
、
東
洋
の

修
行
論
で
は
邪
道
と
み
な
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
身
体
的
技
能
や
学
問
的
能
力
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
人
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
間
的
心
情
の

あ
り
方
に
欠
陥
が
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
尊
敬
を
か
ち
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
技
能
や
学
問
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

Ｂ

東

洋
の
修
行
論
の
伝
統
で
は
、
宗
教
的
修
行
が
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
に
お
け
る
修
行
を
統
一
す
る
中
心
理
念
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
湯
浅
泰
雄
『
身
体
論

　東
洋
的
心
身
論
と
現
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　正
規
分
布

　統
計
に
よ
る
分
布
状
態
の
一
つ
。
左
右
対
称
な
形
を
し
て
い
る

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

明
治
時
代
の
日
本
に
は
教
養
と
い
う
通
念
は
な
か
っ
た
。
教
養
は
大
正
期
以
来
の
も
の
で
、
修
養
と
い
う
言
葉
に
代か
わ

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

修
養
と
類
を
同
じ
ゅ
う
す
る
も
の
に
、
修
行
と
か
修
業
が
あ
る
。
い
ま
試
み
に
手
元
の
『
辞
苑
』
に
よ
っ
て
修
行
の
項
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。「
教
祖
の

行
蹟せ

き

を
生
活
の
典
型
と
し
て
修
養
す
る
こ
と
。
仏
門
の
教
法
を
守
り
善
行
を
修
め
る
こ
と
」、
ま
た
一
般
に
は
「
研
究
、
錬
磨
の
た
め
に
諸
国
を
へ
め
ぐ

る
こ
と
」
等
と
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
修
行
に
は
則の

っ
と

る
べ
き
典
型
や
教
法
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
全
生
活
、
全

身
の
行
為
に
関
し
て
、
そ
れ
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
修
養
は
、
修
行
が
仏
教
に
か
か
わ
る
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
儒
教
、
武
士
道

に
か
か
わ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
典
型
の
存
す
る
こ
と
、
生
活
と
行
為
に
関
す
る
こ
と
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
四
書
五
経
が
則
る
べ
き
経
典
で
あ
り
、

君
子
、
大
丈
夫
に
な
る
こ
と
が
理
想
で
あ
っ
た
。
修
養
や
修
行
の
修
、
お
さ
む
に
は
、
正
す
と
か
整
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
軌
範
に
よ
っ
て
自
ら
を

⑵

（
注
1
）

（
注
2
）
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規
制
す
る
わ
け
で
あ
る
。
放
漫
に
走
ろ
う
と
す
る
諸
欲
望
、
諸
煩
悩
を
お
さ
え
て
、
典
型
に
従
っ
て
自
己
を
型
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

う
い
う
道
程
を
意
味
す
る
。
狭
き
門
か
ら
入
る
わ
け
で
あ
る
。
自
己
規
制
に
よ
る
自
己
形
成
で
あ
ろ
う
。
修
業
は
そ
の
庶
民
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
ね
ら

う
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
学
ぶ
、
習
う
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
も
、
経
典
、
典
型
を
ま
ね
び
、
な
ら
う
と
い
う
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
な
探
求
、

無
限
な
可
能
性
の
開
発
と
は
お
の
ず
か
ら
に
し
て
異
な
る
来
歴
を
も
っ
て
い
る
。

修
養
、
修
行
、
修
業
は
、
そ
の
則
る
べ
き

Ｃ

が
生
き
て
い
る
限
り
生
き
て
い
る
。

Ｄ

が
ぼ
や
け
る
と
き
、
そ
れ
は
常
識
的
な
マ
ン
ネ
リ

ズ
ム
に
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
幼
い
と
き
、
武
士
の
家
に
生う

ま

れ
た
以
上
、
必
要
な
場
合
に
は
切
腹
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
た
森
鷗
外
、
初
対

面
の
小
宮
豊
隆
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
の
を
叱し

か

っ
た
夏
目
漱
石
、
夜
打た

坐ざ

、
朝
打
坐
と
日
記
に
誌し

る

し
、
以
道
為
体
、
以
学
問
為
四
肢
と
書
い
た
西
田
寸
心
に

お
い
て
は
、
典
型
は
生
き
、
修
養
は
生
き
て
い
た
。
と
も
に
明
治
改
元
前
後
に
生
れ
た
人
々
で
あ
る
。
一
般
に
明
治
二
十
年
前
後
に
青
年
時
代
を
送
っ
た

エ
リ
ッ
ト
に
於お

い

て
は
修
養
は
現
実
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
う
い
う
人
た
ち
に
お
け
る
東
洋
の
西
洋
に
対
す
る
対
決
、
西
洋
摂
取
、
東
と
西
の
総
合
統
一

の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
。

我わ
が

国
に
お
け
る
文
明
開
化
の
風
潮
は
明
治
十
年
以
来
隆
盛
に
な
っ
た
。
洪
水
の
よ
う
に
お
し
よ
せ
て
き
た
西
洋
の
文
物
を
海
綿
の
よ
う
に
吸
収
し
よ
う

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
性
急
な
摂
取
は
、
勢
い
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し

て
と
り
い
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
花
を
根
か
ら
ひ
き
離
し
、
成
果
を
方
法
か
ら
た
ち
き
り
、
既
製
品
と
し
て
舶
載
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
資
本
主
義
の
後
進
国
に
お
い
て
は
通
例
で
あ
る
。
ビ
ド
ニ
ー
の
い
う
カ
ル
チ
ュ
ア
の
第
三
の
意
味
、
即す

な
わ

ち
、
物
質
的
人
工
物
、
心
的
人
工
物
、
社

会
的
人
工
物
を
、
そ
れ
を
生
み
い
だ
し
た
地
盤
か
ら
き
り
離
し
て
移
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
う
ち
の
心
的
人
工
物
、
即
ち
言
語
、
文
学
、

美
術
、
道
徳
、
宗
教
の
教
義
等
を
、
摂
取
し
、
理
解
し
、
享
受
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
二
十
年
前
後
に

生
れ
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
社
会
的
に
活
動
を
始
め
た
ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
則
る
べ
き

経
典
は
な
い
。
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
書
物
は
経
典
で
あ
る
と
い
う
『
三
太
郎
の
日
記
』
の
立
場
で
は
経
典
の
意
味
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
心
的

人
工
物
は
自
ら
を
養
う
滋
養
分
で
あ
る
。
三
太
郎
は
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ト
ル
ス
ト
イ
も
同
格
に
公
平
に
摂
取
す
る
。
自
己
規

制
の
な
い
だ
け
に
広
い
と
こ
ろ
へ
出
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
広
く
な
っ
た
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
形
成
力
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
。

（
唐
木
順
三
『
現
代
史
へ
の
試
み

　喪
失
の
時
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

⑶

⑷
（
注
8
）

（
注
9
）

⑸

（
注
10
）

（
注
11
）

（
注
12
）
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（
注
1
）

　四
書
五
経

　儒
教
の
教
え
の
中
で
特
に
重
要
と
さ
れ
る
四
書
と
五
経
の
総
称

（
注
2
）

　大
丈
夫

　立
派
な
人

（
注
3
）

　打
坐

　坐
禅
す
る
こ
と

（
注
4
）

　以
道
為
体

　道
を
極
め
る
と
は
実
践
す
る
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
5
）

　以
学
問
為
四
肢

　学
問
が
身
に
つ
く
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
6
）

　西
田
寸
心

　西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
五
）。
日
本
の
哲
学
者

（
注
7
）

　エ
リ
ッ
ト

　エ
リ
ー
ト

（
注
8
）

　ビ
ド
ニ
ー

　デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ビ
ド
ニ
ー
（
一
九
〇
八
〜
一
九
八
七
）。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
、
哲
学
者

（
注
9
）

　ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン

　世
代
、
時
代

（
注
10
）

　三
太
郎
の
日
記

　阿
部
次
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
九
）
が
著
し
た
随
筆
評
論
集
。
大
正
期
の
典
型
的
な
教
養
人
が
描
か
れ
て
い
る

（
注
11
）

　ニ
イ
チ
ェ

　フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
〜
一
九
〇
〇
）。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者

（
注
12
）

　デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

　超
自
然
的
、
悪
魔
的

問
一

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　Ｂ

　だ
か
ら

②

　Ａ

　し
か
も

　
　
　Ｂ

　す
な
わ
ち

③

　Ａ

　し
か
し

　
　
　Ｂ

　つ
ま
り

④

　Ａ

　と
こ
ろ
で

　
　Ｂ

　た
だ
し

⑤

　Ａ

　さ
て

　
　
　
　Ｂ

　な
ぜ
な
ら
ば

26 国　語
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二

　
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

﹇
本
文
Ⅰ
﹈

日
常
的
理
解
に
従
え
ば
、
治
療
と
は
「
病
気
」
の
状
態
か
ら
「
健
康
」
の
状
態
へ
、「
正
常
以
下
」
の
状
態
か
ら
「
正
常
」
な
状
態
へ
と
み
ち
び
く
過

程
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
洋
の
宗
教
に
お
け
る
修
行
は
、
そ
う
い
う
日
常
的
（
存
在
的
）
意
味
に
お
け
る
「
正
常
さ
」
の
水
準
を
こ
え
て
ゆ
こ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
修
行
と
は
元
来
、
社
会
の
平
均
的
人
間
が
従
っ
て
い
る
社
会
規
範
の
拘
束
よ
り
以
上
の
き
び
し
い
拘
束
を
、
自
己
の
心
身
に
対

し
て
課
そ
う
と
す
る
実
践
的
企
て
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
修
行
は
、
平
均
的
な
生
き
方
よ
り
以
上
の
生
き
方
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
い
ま
い
な
表

現
で
あ
る
が
、
人
格
の
向
上
と
か
完
成
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
心
身
の
諸
能
力
を
平
均
的
「
正
常
さ
」
か
ら
「
正
常
以
上
」
の
水
準
に
高
め

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
格
の
向
上
と
完
成
を
目
指
す
の
が
修
行
で
あ
る
。

Ａ

一
体
、「
正
常
以
上
」
の
状
態
と
は
何
な
の
か
。
そ
う
い
う
状
態
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
か
、
と
人
は
問
う
か
も
し
れ
な
い
。
病
気
の

治
療
と
い
う
臨
床
医
学
の
観
点
に
止と

ど
ま

る
か
ぎ
り
、「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
を
も
た
な
い
。
臨
床
医
学
の
使
命
は
、
正
常
な
健
康
状
態
を
回
復

し
た
と
こ
ろ
で
終お

わ

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
、
人
間
の
心
身
の
潜
在
的
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
と
い
う
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
平
均
的

「
正
常
さ
」
を
こ
え
た
「
正
常
以
上
」
と
い
う
言
葉
に
は
十
分
に
意
味
が
あ
る
。「
正
常
」
と
は
、
こ
こ
で
は
単
に
「
平
均
値
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

い
。
身
体
的
諸
能
力
に
せ
よ
、
心
理
的
能
力
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は
平
均
値
以
上
と
以
下
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
知
能
指
数
に
つ

い
て
多
数
の
例
を
と
れ
ば
、
平
均
値
を
中
心
と
し
た
正
規
分
布
が
得
ら
れ
る
。
理
論
的
に
は
、
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
哲
学
的
に
い
え
ば
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
。
日
常
的
次
元
に
お
け
る
存
在
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
日
常
的

「
正
常
さ
」
が
判
断
の
尺
度
と
な
り
、
こ
の
尺
度
か
ら
離
れ
た
状
態
は
す
べ
て
「
異
常
」
と
み
ら
れ
る
。
天
才
と
狂
人
は
共
に
異
常
者
と
み
な
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
日
常
的
理
解
に
止
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
人
間
の
心
身
能
力
の
理
想
的
極
限
状
態
に
つ
い
て
問
い
つ
つ
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
東
洋
の
修
行
論
の
一
つ
の
特
徴
は
、
心
身
の
諸
能
力
を
別
個
に
バ
ラ
バ
ラ
に
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
全
体
的
統
一
を
も
つ
も
の

（
注
）

⑴

11

と
し
て
と
ら
え
る
と
共
に
、
そ
の
統
一
の
中
心
と
な
る
べ
き
人
格
の
核
心
的
部
分
に
宗
教
的
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
芸
道

論
は
、
芸
術
的
創
造
の
能
力
を
訓
練
し
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
過
程
、
す
な
わ
ち
「
芸
の
稽
古
」
を
人
間
完
成
に
至
る
た
め
の
「
修
行
」
と
み
な
し
て
い
る
。

武
術
の
場
合
に
も
、
身
体
的
技
能
の
訓
練
が
人
間
完
成
の
た
め
の
修
行
と
み
な
さ
れ
た
。
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
心
身
の
諸
能
力
の
訓
練
と
向
上
は
、
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
行
な
わ
れ
よ
う
と
も
、
結
局
は
す
べ
て
、
一
つ
の
共
通
な

中
心
で
あ
る
人
格
の
核
心
に
み
ち
び
い
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
の
道
は
心
身
の
諸
能
力
の
全
体
的
統
一
の
核
心
と
な
る
人
格
中
心
の
完
成

と
い
う
道
程
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
格
中
心
の
向
上
と
完
成
に
結
び
つ
か
な
い
単
な
る
技
能
的
訓
練
を
目
的
と
し
た
態
度
は
、
東
洋
の

修
行
論
で
は
邪
道
と
み
な
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
身
体
的
技
能
や
学
問
的
能
力
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
人
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
間
的
心
情
の

あ
り
方
に
欠
陥
が
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
尊
敬
を
か
ち
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
技
能
や
学
問
は
む
し
ろ
危
険
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。

Ｂ

東

洋
の
修
行
論
の
伝
統
で
は
、
宗
教
的
修
行
が
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
に
お
け
る
修
行
を
統
一
す
る
中
心
理
念
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
湯
浅
泰
雄
『
身
体
論

　東
洋
的
心
身
論
と
現
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
）

　正
規
分
布

　統
計
に
よ
る
分
布
状
態
の
一
つ
。
左
右
対
称
な
形
を
し
て
い
る

﹇
本
文
Ⅱ
﹈

明
治
時
代
の
日
本
に
は
教
養
と
い
う
通
念
は
な
か
っ
た
。
教
養
は
大
正
期
以
来
の
も
の
で
、
修
養
と
い
う
言
葉
に
代か
わ

っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

修
養
と
類
を
同
じ
ゅ
う
す
る
も
の
に
、
修
行
と
か
修
業
が
あ
る
。
い
ま
試
み
に
手
元
の
『
辞
苑
』
に
よ
っ
て
修
行
の
項
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。「
教
祖
の

行
蹟せ

き

を
生
活
の
典
型
と
し
て
修
養
す
る
こ
と
。
仏
門
の
教
法
を
守
り
善
行
を
修
め
る
こ
と
」、
ま
た
一
般
に
は
「
研
究
、
錬
磨
の
た
め
に
諸
国
を
へ
め
ぐ

る
こ
と
」
等
と
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
修
行
に
は
則の

っ
と

る
べ
き
典
型
や
教
法
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
全
生
活
、
全

身
の
行
為
に
関
し
て
、
そ
れ
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
修
養
は
、
修
行
が
仏
教
に
か
か
わ
る
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
儒
教
、
武
士
道

に
か
か
わ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
典
型
の
存
す
る
こ
と
、
生
活
と
行
為
に
関
す
る
こ
と
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
四
書
五
経
が
則
る
べ
き
経
典
で
あ
り
、

君
子
、
大
丈
夫
に
な
る
こ
と
が
理
想
で
あ
っ
た
。
修
養
や
修
行
の
修
、
お
さ
む
に
は
、
正
す
と
か
整
え
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
軌
範
に
よ
っ
て
自
ら
を

⑵

（
注
1
）

（
注
2
）
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規
制
す
る
わ
け
で
あ
る
。
放
漫
に
走
ろ
う
と
す
る
諸
欲
望
、
諸
煩
悩
を
お
さ
え
て
、
典
型
に
従
っ
て
自
己
を
型
に
ま
で
仕
上
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

う
い
う
道
程
を
意
味
す
る
。
狭
き
門
か
ら
入
る
わ
け
で
あ
る
。
自
己
規
制
に
よ
る
自
己
形
成
で
あ
ろ
う
。
修
業
は
そ
の
庶
民
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
ね
ら

う
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
学
ぶ
、
習
う
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
も
、
経
典
、
典
型
を
ま
ね
び
、
な
ら
う
と
い
う
性
格
が
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
な
探
求
、

無
限
な
可
能
性
の
開
発
と
は
お
の
ず
か
ら
に
し
て
異
な
る
来
歴
を
も
っ
て
い
る
。

修
養
、
修
行
、
修
業
は
、
そ
の
則
る
べ
き

Ｃ

が
生
き
て
い
る
限
り
生
き
て
い
る
。

Ｄ

が
ぼ
や
け
る
と
き
、
そ
れ
は
常
識
的
な
マ
ン
ネ
リ

ズ
ム
に
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
幼
い
と
き
、
武
士
の
家
に
生う

ま

れ
た
以
上
、
必
要
な
場
合
に
は
切
腹
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
た
森
鷗
外
、
初
対

面
の
小
宮
豊
隆
が
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
の
を
叱し

か

っ
た
夏
目
漱
石
、
夜
打た

坐ざ

、
朝
打
坐
と
日
記
に
誌し

る

し
、
以
道
為
体
、
以
学
問
為
四
肢
と
書
い
た
西
田
寸
心
に

お
い
て
は
、
典
型
は
生
き
、
修
養
は
生
き
て
い
た
。
と
も
に
明
治
改
元
前
後
に
生
れ
た
人
々
で
あ
る
。
一
般
に
明
治
二
十
年
前
後
に
青
年
時
代
を
送
っ
た

エ
リ
ッ
ト
に
於お

い

て
は
修
養
は
現
実
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
う
い
う
人
た
ち
に
お
け
る
東
洋
の
西
洋
に
対
す
る
対
決
、
西
洋
摂
取
、
東
と
西
の
総
合
統
一

の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
。

我わ
が

国
に
お
け
る
文
明
開
化
の
風
潮
は
明
治
十
年
以
来
隆
盛
に
な
っ
た
。
洪
水
の
よ
う
に
お
し
よ
せ
て
き
た
西
洋
の
文
物
を
海
綿
の
よ
う
に
吸
収
し
よ
う

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
性
急
な
摂
取
は
、
勢
い
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し

て
と
り
い
れ
る
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
花
を
根
か
ら
ひ
き
離
し
、
成
果
を
方
法
か
ら
た
ち
き
り
、
既
製
品
と
し
て
舶
載
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
資
本
主
義
の
後
進
国
に
お
い
て
は
通
例
で
あ
る
。
ビ
ド
ニ
ー
の
い
う
カ
ル
チ
ュ
ア
の
第
三
の
意
味
、
即す

な
わ

ち
、
物
質
的
人
工
物
、
心
的
人
工
物
、
社

会
的
人
工
物
を
、
そ
れ
を
生
み
い
だ
し
た
地
盤
か
ら
き
り
離
し
て
移
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
う
ち
の
心
的
人
工
物
、
即
ち
言
語
、
文
学
、

美
術
、
道
徳
、
宗
教
の
教
義
等
を
、
摂
取
し
、
理
解
し
、
享
受
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
明
治
二
十
年
前
後
に

生
れ
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
初
期
に
社
会
的
に
活
動
を
始
め
た
ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
則
る
べ
き

経
典
は
な
い
。
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
書
物
は
経
典
で
あ
る
と
い
う
『
三
太
郎
の
日
記
』
の
立
場
で
は
経
典
の
意
味
は
失
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
心
的

人
工
物
は
自
ら
を
養
う
滋
養
分
で
あ
る
。
三
太
郎
は
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
、
ニ
イ
チ
ェ
も
ト
ル
ス
ト
イ
も
同
格
に
公
平
に
摂
取
す
る
。
自
己
規

制
の
な
い
だ
け
に
広
い
と
こ
ろ
へ
出
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
広
く
な
っ
た
が
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
形
成
力
は
失
わ
れ
て
ゆ
く
。

（
唐
木
順
三
『
現
代
史
へ
の
試
み

　喪
失
の
時
代
』
問
題
作
成
上
、
一
部
を
改
変
し
た
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

⑶

⑷
（
注
8
）

（
注
9
）

⑸

（
注
10
）

（
注
11
）

（
注
12
）

13

（
注
1
）

　四
書
五
経

　儒
教
の
教
え
の
中
で
特
に
重
要
と
さ
れ
る
四
書
と
五
経
の
総
称

（
注
2
）

　大
丈
夫

　立
派
な
人

（
注
3
）

　打
坐

　坐
禅
す
る
こ
と

（
注
4
）

　以
道
為
体

　道
を
極
め
る
と
は
実
践
す
る
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
5
）

　以
学
問
為
四
肢

　学
問
が
身
に
つ
く
こ
と
と
い
う
意
味

（
注
6
）

　西
田
寸
心

　西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
五
）。
日
本
の
哲
学
者

（
注
7
）

　エ
リ
ッ
ト

　エ
リ
ー
ト

（
注
8
）

　ビ
ド
ニ
ー

　デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ビ
ド
ニ
ー
（
一
九
〇
八
〜
一
九
八
七
）。
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
、
哲
学
者

（
注
9
）

　ジ
ェ
ネ
レ
イ
シ
ョ
ン

　世
代
、
時
代

（
注
10
）

　三
太
郎
の
日
記

　阿
部
次
郎
（
一
八
八
三
〜
一
九
五
九
）
が
著
し
た
随
筆
評
論
集
。
大
正
期
の
典
型
的
な
教
養
人
が
描
か
れ
て
い
る

（
注
11
）

　ニ
イ
チ
ェ

　フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
（
一
八
四
四
〜
一
九
〇
〇
）。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者

（
注
12
）

　デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

　超
自
然
的
、
悪
魔
的

問
一

　
空
欄
Ａ
、
Ｂ
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

。

①

　Ａ

　た
と
え
ば

　
　Ｂ

　だ
か
ら

②

　Ａ

　し
か
も

　
　
　Ｂ

　す
な
わ
ち

③

　Ａ

　し
か
し

　
　
　Ｂ

　つ
ま
り

④

　Ａ

　と
こ
ろ
で

　
　Ｂ

　た
だ
し

⑤

　Ａ

　さ
て

　
　
　
　Ｂ

　な
ぜ
な
ら
ば

26 国　語
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問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　
「
正
常
以
上
」
と
は
、
統
計
上
の
平
均
値
以
上
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

②

　
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
は
「
平
均
」
と
「
平
均
以
上
」
の
境
界
が
あ
り
、「
正
常
」
と
は
平
均
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

③

　
「
正
常
さ
」
が
判
断
基
準
と
な
り
、
そ
の
判
断
基
準
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
「
異
常
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

④

　
人
間
の
心
身
能
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と

⑤

　
「
正
常
以
上
」
が
存
在
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
を
理
解
す
る
こ
と

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
た

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

17

。

①

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
の
向
上
に
よ
っ
て
、
人
格
の
完
成
に
つ
な
が
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

②

　
学
問
研
究
は
、
人
格
の
完
成
と
同
時
に
、
出
世
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

③

　
学
問
研
究
は
、
実
践
の
必
要
な
い
知
の
獲
得
と
い
う
営
み
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

④

　
学
問
研
究
は
、
理
論
的
思
考
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

⑤

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
が
す
ぐ
れ
た
人
間
を
目
指
し
て
い
た
か
ら

15

問
四

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
は
同
じ
語
が
入
る
が
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　典
型

②

　教
祖

③

　来
歴

④

　理
論

⑤

　概
念

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
東
と
西
の
総
合
統
一
の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　東
洋
の
武
士
的
な
骨
格
と
西
洋
文
明
と
の
一
定
の
距
離
を
、
ど
う
維
持
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

②

　江
戸
期
か
ら
の
修
養
に
つ
い
て
の
従
来
の
価
値
観
と
西
洋
文
明
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

③

　社
会
的
な
問
題
と
精
神
的
な
問
題
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

④

　修
養
が
軌
範
と
し
た
武
士
的
な
典
型
に
よ
っ
て
、
人
格
を
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

⑤

　西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
内
面
世
界
を
ど
う
豊
か
に
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

16

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し
て
と
り
い
れ
る
」
と
あ
る

が
、
そ
の
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
、
個
人
的
有
機
的
な
教
養
と
の
二
種
類
に
分
け
て
と
り
い
れ
る
こ
と

②

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
は
な
く
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
同
格
に
公
平
に
と
り
い
れ
る
こ
と

③

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
そ
れ
を
生
み
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
伝
統
と
関
わ
り
な
い
心
的
人
工
物
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

④

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

⑤

　
外
来
的
な
近
代
文
化
と
内
在
的
な
伝
統
文
化
を
切
り
離
し
、
統
合
さ
せ
る
た
め
に
と
り
い
れ
る
こ
と

問
七

　
傍
線
部
分
⑸
「
こ
こ
に
は
則
る
べ
き
経
典
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

21

。

①

　
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
修
養
」
と
な
り
え
る
と
い
う
意
味

②

　
新
た
な
文
化
を
摂
取
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
経
典
は
も
は
や
必
要
な
い
と
い
う
意
味

③

　
西
洋
の
心
的
人
工
物
だ
け
が
自
分
の
内
面
を
高
め
て
く
れ
る
と
い
う
意
味

④

　
自
ら
を
規
制
す
る
た
め
の
典
型
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味

⑤

　
自
己
規
制
が
な
い
た
め
広
い
所
へ
出
ら
れ
た
と
い
う
意
味

17

問
八

　
「
修
行
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
捉
え
方
を
比
較
し
た
い
。
次
の
ア
〜
オ
の
内
容
が
﹇
本
文
Ⅰ
﹈﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で 

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
後
の
①
〜
④
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

ア

22

、
イ

23

、
ウ

24

、
エ

25

、
オ

26

。

ア

　修
行
に
は
従
う
べ
き
典
型
や
経
典
が
存
在
す
る

イ

　修
行
の
中
心
に
は
宗
教
的
意
義
が
あ
る

ウ

　修
行
に
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
が
な
い

エ

　修
行
と
は
自
己
形
成
で
あ
る

オ

　修
行
者
は
自
ら
の
行
動
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

①

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
共
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

②

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

③

　﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

④

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
も
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

国

語

25国　語
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問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　
「
正
常
以
上
」
と
は
、
統
計
上
の
平
均
値
以
上
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

②

　
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
は
「
平
均
」
と
「
平
均
以
上
」
の
境
界
が
あ
り
、「
正
常
」
と
は
平
均
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

③

　
「
正
常
さ
」
が
判
断
基
準
と
な
り
、
そ
の
判
断
基
準
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
「
異
常
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

④

　
人
間
の
心
身
能
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と

⑤

　
「
正
常
以
上
」
が
存
在
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
を
理
解
す
る
こ
と

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
た

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

17

。

①

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
の
向
上
に
よ
っ
て
、
人
格
の
完
成
に
つ
な
が
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

②

　
学
問
研
究
は
、
人
格
の
完
成
と
同
時
に
、
出
世
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

③

　
学
問
研
究
は
、
実
践
の
必
要
な
い
知
の
獲
得
と
い
う
営
み
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

④

　
学
問
研
究
は
、
理
論
的
思
考
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

⑤

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
が
す
ぐ
れ
た
人
間
を
目
指
し
て
い
た
か
ら

15

問
四

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
は
同
じ
語
が
入
る
が
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　典
型

②

　教
祖

③

　来
歴

④

　理
論

⑤

　概
念

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
東
と
西
の
総
合
統
一
の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　東
洋
の
武
士
的
な
骨
格
と
西
洋
文
明
と
の
一
定
の
距
離
を
、
ど
う
維
持
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

②

　江
戸
期
か
ら
の
修
養
に
つ
い
て
の
従
来
の
価
値
観
と
西
洋
文
明
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

③

　社
会
的
な
問
題
と
精
神
的
な
問
題
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

④

　修
養
が
軌
範
と
し
た
武
士
的
な
典
型
に
よ
っ
て
、
人
格
を
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

⑤

　西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
内
面
世
界
を
ど
う
豊
か
に
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

16

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し
て
と
り
い
れ
る
」
と
あ
る

が
、
そ
の
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
、
個
人
的
有
機
的
な
教
養
と
の
二
種
類
に
分
け
て
と
り
い
れ
る
こ
と

②

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
は
な
く
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
同
格
に
公
平
に
と
り
い
れ
る
こ
と

③

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
そ
れ
を
生
み
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
伝
統
と
関
わ
り
な
い
心
的
人
工
物
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

④

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

⑤

　
外
来
的
な
近
代
文
化
と
内
在
的
な
伝
統
文
化
を
切
り
離
し
、
統
合
さ
せ
る
た
め
に
と
り
い
れ
る
こ
と

問
七

　
傍
線
部
分
⑸
「
こ
こ
に
は
則
る
べ
き
経
典
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

21

。

①

　
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
修
養
」
と
な
り
え
る
と
い
う
意
味

②

　
新
た
な
文
化
を
摂
取
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
経
典
は
も
は
や
必
要
な
い
と
い
う
意
味

③

　
西
洋
の
心
的
人
工
物
だ
け
が
自
分
の
内
面
を
高
め
て
く
れ
る
と
い
う
意
味

④

　
自
ら
を
規
制
す
る
た
め
の
典
型
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味

⑤

　
自
己
規
制
が
な
い
た
め
広
い
所
へ
出
ら
れ
た
と
い
う
意
味

17

問
八

　
「
修
行
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
捉
え
方
を
比
較
し
た
い
。
次
の
ア
〜
オ
の
内
容
が
﹇
本
文
Ⅰ
﹈﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で 

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
後
の
①
〜
④
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

ア

22

、
イ

23

、
ウ

24

、
エ

25

、
オ

26

。

ア

　修
行
に
は
従
う
べ
き
典
型
や
経
典
が
存
在
す
る

イ

　修
行
の
中
心
に
は
宗
教
的
意
義
が
あ
る

ウ

　修
行
に
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
が
な
い

エ

　修
行
と
は
自
己
形
成
で
あ
る

オ

　修
行
者
は
自
ら
の
行
動
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

①

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
共
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

②

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

③

　﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

④

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
も
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

国

語

25国　語



14

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　
「
正
常
以
上
」
と
は
、
統
計
上
の
平
均
値
以
上
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

②

　
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
は
「
平
均
」
と
「
平
均
以
上
」
の
境
界
が
あ
り
、「
正
常
」
と
は
平
均
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

③

　
「
正
常
さ
」
が
判
断
基
準
と
な
り
、
そ
の
判
断
基
準
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
「
異
常
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

④

　
人
間
の
心
身
能
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と

⑤

　
「
正
常
以
上
」
が
存
在
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
を
理
解
す
る
こ
と

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
た

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

17

。

①

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
の
向
上
に
よ
っ
て
、
人
格
の
完
成
に
つ
な
が
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

②

　
学
問
研
究
は
、
人
格
の
完
成
と
同
時
に
、
出
世
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

③

　
学
問
研
究
は
、
実
践
の
必
要
な
い
知
の
獲
得
と
い
う
営
み
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

④

　
学
問
研
究
は
、
理
論
的
思
考
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

⑤

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
が
す
ぐ
れ
た
人
間
を
目
指
し
て
い
た
か
ら

15

問
四

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
は
同
じ
語
が
入
る
が
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　典
型

②

　教
祖

③

　来
歴

④

　理
論

⑤

　概
念

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
東
と
西
の
総
合
統
一
の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　東
洋
の
武
士
的
な
骨
格
と
西
洋
文
明
と
の
一
定
の
距
離
を
、
ど
う
維
持
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

②

　江
戸
期
か
ら
の
修
養
に
つ
い
て
の
従
来
の
価
値
観
と
西
洋
文
明
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

③

　社
会
的
な
問
題
と
精
神
的
な
問
題
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

④

　修
養
が
軌
範
と
し
た
武
士
的
な
典
型
に
よ
っ
て
、
人
格
を
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

⑤

　西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
内
面
世
界
を
ど
う
豊
か
に
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

16

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し
て
と
り
い
れ
る
」
と
あ
る

が
、
そ
の
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
、
個
人
的
有
機
的
な
教
養
と
の
二
種
類
に
分
け
て
と
り
い
れ
る
こ
と

②

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
は
な
く
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
同
格
に
公
平
に
と
り
い
れ
る
こ
と

③

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
そ
れ
を
生
み
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
伝
統
と
関
わ
り
な
い
心
的
人
工
物
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

④

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

⑤

　
外
来
的
な
近
代
文
化
と
内
在
的
な
伝
統
文
化
を
切
り
離
し
、
統
合
さ
せ
る
た
め
に
と
り
い
れ
る
こ
と

問
七

　
傍
線
部
分
⑸
「
こ
こ
に
は
則
る
べ
き
経
典
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

21

。

①

　
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
修
養
」
と
な
り
え
る
と
い
う
意
味

②

　
新
た
な
文
化
を
摂
取
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
経
典
は
も
は
や
必
要
な
い
と
い
う
意
味

③

　
西
洋
の
心
的
人
工
物
だ
け
が
自
分
の
内
面
を
高
め
て
く
れ
る
と
い
う
意
味

④

　
自
ら
を
規
制
す
る
た
め
の
典
型
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味

⑤

　
自
己
規
制
が
な
い
た
め
広
い
所
へ
出
ら
れ
た
と
い
う
意
味

17

問
八

　
「
修
行
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
捉
え
方
を
比
較
し
た
い
。
次
の
ア
〜
オ
の
内
容
が
﹇
本
文
Ⅰ
﹈﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で 

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
後
の
①
〜
④
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

ア

22

、
イ

23

、
ウ

24

、
エ

25

、
オ

26

。

ア

　修
行
に
は
従
う
べ
き
典
型
や
経
典
が
存
在
す
る

イ

　修
行
の
中
心
に
は
宗
教
的
意
義
が
あ
る

ウ

　修
行
に
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
が
な
い

エ

　修
行
と
は
自
己
形
成
で
あ
る

オ

　修
行
者
は
自
ら
の
行
動
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

①

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
共
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

②

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

③

　﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

④

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
も
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

国

語

25国　語



14

問
二

　
傍
線
部
分
⑴
「
人
間
性
の
本
質
に
関
す
る
存
在
論
的
理
解
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は

16

。

①

　
「
正
常
以
上
」
と
は
、
統
計
上
の
平
均
値
以
上
を
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

②

　
心
身
の
す
べ
て
の
能
力
は
「
平
均
」
と
「
平
均
以
上
」
の
境
界
が
あ
り
、「
正
常
」
と
は
平
均
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

③

　
「
正
常
さ
」
が
判
断
基
準
と
な
り
、
そ
の
判
断
基
準
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
「
異
常
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と

④

　
人
間
の
心
身
能
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と

⑤

　
「
正
常
以
上
」
が
存
在
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
を
理
解
す
る
こ
と

問
三

　
傍
線
部
分
⑵
「
近
代
以
前
は
、
学
問
研
究
さ
え
も
修
行
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
そ
う
み
な
さ
れ
て
い
た

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

17

。

①

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
の
向
上
に
よ
っ
て
、
人
格
の
完
成
に
つ
な
が
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

②

　
学
問
研
究
は
、
人
格
の
完
成
と
同
時
に
、
出
世
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら

③

　
学
問
研
究
は
、
実
践
の
必
要
な
い
知
の
獲
得
と
い
う
営
み
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

④

　
学
問
研
究
は
、
理
論
的
思
考
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
ら

⑤

　
学
問
研
究
は
、
学
問
的
能
力
が
す
ぐ
れ
た
人
間
を
目
指
し
て
い
た
か
ら

15

問
四

　
空
欄
Ｃ
、
Ｄ
に
は
同
じ
語
が
入
る
が
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

①

　典
型

②

　教
祖

③

　来
歴

④

　理
論

⑤

　概
念

問
五

　
傍
線
部
分
⑶
「
東
と
西
の
総
合
統
一
の
問
題
は
真
剣
な
葛
藤
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

。

①

　東
洋
の
武
士
的
な
骨
格
と
西
洋
文
明
と
の
一
定
の
距
離
を
、
ど
う
維
持
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

②

　江
戸
期
か
ら
の
修
養
に
つ
い
て
の
従
来
の
価
値
観
と
西
洋
文
明
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

③

　社
会
的
な
問
題
と
精
神
的
な
問
題
を
、
自
分
の
中
で
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

④

　修
養
が
軌
範
と
し
た
武
士
的
な
典
型
に
よ
っ
て
、
人
格
を
ど
う
統
合
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

⑤

　西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
内
面
世
界
を
ど
う
豊
か
に
す
る
か
に
苦
悩
し
て
い
た

16

問
六

　
傍
線
部
分
⑷
「
カ
ル
チ
ュ
ア
の
文
化
面
、
文
明
面
を
、
カ
ル
チ
ュ
ア
の
教
養
面
、
個
性
面
、
培
養
面
か
ら
ひ
き
離
し
て
と
り
い
れ
る
」
と
あ
る

が
、
そ
の
例
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

20

。

①

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
、
個
人
的
有
機
的
な
教
養
と
の
二
種
類
に
分
け
て
と
り
い
れ
る
こ
と

②

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
で
は
な
く
、「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
と
同
格
に
公
平
に
と
り
い
れ
る
こ
と

③

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
そ
れ
を
生
み
出
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
伝
統
と
関
わ
り
な
い
心
的
人
工
物
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

④

　
カ
ル
チ
ュ
ア
を
社
会
的
集
団
的
な
文
化
と
し
て
と
り
い
れ
る
こ
と

⑤

　
外
来
的
な
近
代
文
化
と
内
在
的
な
伝
統
文
化
を
切
り
離
し
、
統
合
さ
せ
る
た
め
に
と
り
い
れ
る
こ
と

問
七

　
傍
線
部
分
⑸
「
こ
こ
に
は
則
る
べ
き
経
典
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

解
答
番
号
は

21

。

①

　
「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
の
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
修
養
」
と
な
り
え
る
と
い
う
意
味

②

　
新
た
な
文
化
を
摂
取
す
る
こ
と
が
「
教
養
」
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
経
典
は
も
は
や
必
要
な
い
と
い
う
意
味

③

　
西
洋
の
心
的
人
工
物
だ
け
が
自
分
の
内
面
を
高
め
て
く
れ
る
と
い
う
意
味

④

　
自
ら
を
規
制
す
る
た
め
の
典
型
と
な
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
意
味

⑤

　
自
己
規
制
が
な
い
た
め
広
い
所
へ
出
ら
れ
た
と
い
う
意
味

17

問
八

　
「
修
行
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
捉
え
方
を
比
較
し
た
い
。
次
の
ア
〜
オ
の
内
容
が
﹇
本
文
Ⅰ
﹈﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で 

述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
後
の
①
〜
④
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

ア

22

、
イ

23

、
ウ

24

、
エ

25

、
オ

26

。

ア

　修
行
に
は
従
う
べ
き
典
型
や
経
典
が
存
在
す
る

イ

　修
行
の
中
心
に
は
宗
教
的
意
義
が
あ
る

ウ

　修
行
に
は
こ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
が
な
い

エ

　修
行
と
は
自
己
形
成
で
あ
る

オ

　修
行
者
は
自
ら
の
行
動
を
律
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

①

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
と
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
共
通
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

②

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

③

　﹇
本
文
Ⅱ
﹈
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

④

　﹇
本
文
Ⅰ
﹈
で
も
﹇
本
文
Ⅱ
﹈
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

国

語

25国　語


