
「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

─ 1 ─

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
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）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

─ 2 ─

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
irates

）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…
。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

─ 3 ─

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
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m
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）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）
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死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U
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）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*
テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
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）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス
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の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
irates

）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と
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の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
irates

）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH
は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

─ 7 ─

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
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）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m
utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を
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見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state

の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。



「
一
色
単
」
に
ビ
ッ
ク
リ

　

も
う
数
年
前
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
兵
庫
県
入
試
国
語
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
独
立
し
て
出
題
さ
れ
て
い
た
「
こ
と

ば
」
に
関
す
る
問
題
が
消
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
が
、「
実
用
的
文
章
」
の
問
題
で
す
。
何
も
正
し

い
こ
と
ば
づ
か
い
の
必
要
性
や
重
要
性
が
薄
れ
た
か
ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
入
試
改
革
の
ゆ
く
え
を
見
す
え

た
と
き
、
限
り
あ
る
試
験
時
間
の
中
で
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
し
か
な
く
、「
実
用
的
文
章
」
読
解
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
兵
庫
県
入
試
問
題
の
中
で
「
意
義
を
誤
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
と
ば
」
と
し
て
出

題
さ
れ
た
も
の
の
多
く
は
、
国
の
日
本
語
政
策
に
関
す
る
審
議
会
の
分
科
会
（
旧
国
語
審
議
会
）
が
一
般
に
誤
解
さ
れ

て
使
わ
れ
る
こ
と
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
日
本
語
の
こ
と
ば
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、そ
れ
ら
で
扱
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
ネ
ッ
ト
で
散
見
さ
れ
る
も
の
を
お
も
に
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
自
分
は
も
っ
と
基
本
的
な
こ
と
ば
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
の
で
は
？
」
と
思
い
は
じ
め
た
勤
勉
な
人
は
、
先

の
審
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
例
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
検
索
し
て
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
こ

で
は
お
も
に
、
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
、
そ
れ
の
番
外
に
あ
た
る
よ
う
な
も
の
を
採
り
あ
げ
る
予
定
な
の
で
、

ま
ず
は
基
本
的
な
も
の
を
知
る
と
い
う
意
味
で
、
む
し
ろ
ま
ず
、
そ
ち
ら
を
参
照
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
が
知
ら
な
い
こ
と
ば
ど
こ
ろ
か
、「
知
っ
て
い
る
つ
も
り
」
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
完
全
な
自
信
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
場
合
は
、必
ず
辞
書
を
引
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
わ
ず
か
で
も
疑
問
に
思
っ
た
ら
辞
書
、少
し
で
も
引
っ

掛
か
っ
た
ら
辞
書
、
で
す
。

「
一
色
単
」│
│「
味
噌
も
ク
ソ
も
一
色
単
に
し
て
ん
じ
ゃ
ね
ェ
よ
！
」
な
ど
の
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

正
し
く
は
「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
て
使
用
し
て
い
る
人
は
な
ぜ
か
、
あ
て
て
い
る
漢
字
も
み

な
一
緒
で
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」
だ
と
心
底
信
じ
て
い
た
ら
思
い
及
ば
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
あ
や
ふ
や

だ
と
思
う
こ
と
ば
は
辞
書
で
調
べ
て
み
た
ら
は
っ
き
り
し
ま
す
。「
い
っ
し
ょ
く
た
ん
」と
い
う
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
停
滞
楽
」│
│「
今
年
の
あ
の
チ
ー
ム
の
停
滞
楽
と
言
っ
た
ら
あ
り
ゃ
し
な
い
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
面
で
「
一
色
単
」
と
同
じ
で
す
。「
て
い
た
い
ら
く
」
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

「
い
つ
ぶ
り
？
」「
先
週
の
火
曜
日
ぶ
り
」│
│
こ
れ
も
な
か
な
か
の
ビ
ッ
ク
リ
で
す
ね
。「
〜
ぶ
り
」
の
「
〜
」
の
部
分

に
は
時
間
の
長
さ
を
表
す
こ
と
ば
し
か
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。「
七
日
間
ぶ
り
」「
三
年
ぶ
り
」
な
ど
と
い
う
言

い
方
が
正
し
い
の
で
す
。「
〜
以
来
」
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
（
使
え
な
い
）
と
い
う
の
も
驚
き
で
す
。

「
責
任
転
換
」│
│「
他
者
に
責
任
を
転
換
す
る
」
と
は
、
ふ
つ
う
言
わ
な
い
で
す
よ
ね
。
正
し
く
は
何
で
す
か
。

「
冤
罪
」と「
免
罪
」│
│「
え
ん（
冤
）罪
」と「
免
罪
」で
は
、漢
字
も
音
も
似
て
い
ま
す
が
、ま
る
で
異
な
る
意
味
で
す
ね
。

中
学
の
歴
史
で
習
っ
た
「
免
罪
符
」
が
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
覚
え
て
い
た
ら
、
免
罪
を
「
え
ん
罪
」
と
取
り

違
え
よ
う
が
な
い
と
思
い
ま
す
が…

…

。

「
句
点
」
と
「
読
点
」│
│
な
ぜ
か
「
句
点
」
と
「
読
点
」
を
逆
に
覚
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

「
や
む
お
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」│
│「
お
え
な
い
」
の
部
分
に
は
「
終
え
な
い
」「
負
え
な
い
」「
追
え
な
い
」

な
ど
と
、
丁
寧
に
？
漢
字
ま
で
あ
て
て
い
る
例
を
見
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
自
分
な
り
に
何
か
文
法
的
に
説
明
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
何
と
信
じ
が
た
い
こ
と
に
「
こ
と
ば
を
駆
使
す
る
の
が
な
り
わ
い
」
で
あ
る
は
ず
の

プ
ロ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
中
に
も
「
〜
せ
ざ
る　

お
え
な
い
」
と
区
切
っ
て
読
ん
で
い
る
人
が
い
ま
す
。
た
と
え
デ
ィ
レ

ク
タ
が
「
〜
せ
ざ
る
お
え
な
い
」
と
原
稿
に
書
い
て
い
た
と
し
て
も
、自
分
で
読
む
前
に
訂
正
し
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ

う
か
。
も
ち
ろ
ん
、正
し
く
は
「
や
む
を
え
な
い
」「
〜
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
で
す
。
そ
の
文
法
を
説
明
し
ま
す
。「
や
む
」

は「
止
む
」で
す
。
た
だ
し
、「
雨
が
や
む
」の
よ
う
な
自
動
詞
で
は
な
く
、「
〜
を
や
め
る
」の
文
語
で
あ
る「
〜
を
や
む
」、

す
な
わ
ち
他
動
詞
の
ほ
う
で
す
。
し
か
も
、
こ
の
「
や
む
」
は
終
止
形
で
は
な
く
連
体
形
で
す
。
そ
れ
は
、「
〜
せ
ざ

る
を
得
な
い
」
の
「
せ
ざ
る
」
が
（
終
止
形
「
せ
ず
」
で
は
な
く
）
連
体
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
す
る
と
、「
連

体
形
な
ら
直
後
に
体
言（
名
詞
）が
あ
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
の
？
」と
い
う
疑
問
が
わ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
す
。

「
や
む
」や「
〜
せ
ざ
る
」の
う
し
ろ
に
は
体
言「
こ
と
」が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。「
や
む（
こ
と
）」「
〜
せ
ざ
る（
こ

と
）」で
す
。「
や
む
こ
と
」は
現
代
語
で「
や
め
る
こ
と
」、「
〜
せ
ざ
る
こ
と
」は「
〜
し
な
い
こ
と
」で
す
。「
〜
を
得
な
い
」

は
「
〜
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
意
義
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
〜
が
で
き
な
い
﹇
不
能
で
あ
る
﹈」

と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
ま
と
め
る
と
、「
や
む
を
え
な
い
」＝「
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」、「
〜
せ
ざ
る
を
え
な
い
」

＝「
〜
し
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
」で
あ
り
、結
局
、「
〜
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
」「（
ど
う
し
て
も
）〜
し
て
し
ま
う
」

「
〜
す
る
の
も
無
理
は
な
い
」と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。実
は
、連
体
形
の
う
し
ろ
の
体
言（「
こ
と
」「
も
の
」「
と
き
」「
と

こ
ろ
」
な
ど
）
の
省
略
と
い
う
の
は
、
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
例
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
見
ら
れ
ま
す
。
例

と
し
て
は
、「
聞
く
は
一
時
の
恥
、
聞
か
ぬ
は
一
生
の
恥
」、「
進
む
も
地
獄
、
退
（
ひ
）
く
も
地
獄
」
な
ど
、
い
ず
れ

も
動
詞
の
連
体
形
の
直
後
の
「
こ
と
」
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
動
詞
以
外
で
も
こ
の
連
体
形
の
例
は
あ
り
ま
す
。「
遅

き
に
失
す
る
」
な
ど
で
す
。「
遅
き
」
は
終
止
形
「
遅
し
」
の
連
体
形
で
、
直
後
に
体
言
の
省
略
が
あ
り
ま
す
。

「
簡
単
の
た
め
に
」│
│
こ
う
記
述
し
た
人
は
、
数
学
の
専
門
家
で
あ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
数
学
学
習
参
考
書
・
問
題
集
や
学
術
書
の
編
集
者
の
多
く
も
し
か
り
。
し
た
が
っ
て
、
活
字
化
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
正
し
い
情
報
で
あ
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。「
簡
単
」
は
「
簡
単
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
と
い
う
形
容
動
詞
の
あ
く
ま
で

語
幹
で
す
。
し
た
が
っ
て
、本
項
目
の
冒
頭
の
よ
う
な
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
。「
数
学
の
世
界
の
特
別
な
用
法
ダ
カ
ラ
ー
」

な
ど
と
い
う
主
張
も
噴
飯
モ
ノ
で
す
。
日
本
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、
数
学
で
あ
っ
て
も
日
本
語
の
問
題
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
記
述
の
あ
る
複
数
の
数
学
文
書
の
前
後
を
読
む
に
、
著
者
は
「
簡
略
化
の
た
め
に
﹇
目
的
で
﹈」
と
い

う
意
図
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
す
が
、そ
も
そ
も
形
容
動
詞「
簡
単
だ
」の
語
幹
た
る「
簡
単
」に「
簡

略
化
（
す
る
こ
と
）」
な
ど
の
意
味
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
英
語
の
数
学
文
書
に
もto m

ake it m
ore sim

ple

、to 

sim
plify

な
ど
の
記
載
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
語
も
「
簡
略
化
の
た
め
に
」「（
よ
り
）
簡
単
に
す

る
た
め
に
」
な
ど
と
書
く
べ
き
で
す
。
こ
こ
で
ま
た
、「『
何
と
い
っ
て
も
、
安
全
が
一
番
だ
』、
お
よ
び
『
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
』
の
よ
う
に
、『
安
全
』、
お
よ
び
『
安
全
ナ
リ
﹇
ダ
﹈』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
名
詞
、
お
よ
び
形
容
動
詞
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
す
、「
安
全
」
に
は
「
安
全
」
と

い
う
名
詞
と
「
安
全
だ
」
と
い
う
形
容
動
詞
の
両
方
が
あ
る
の
で
す
。
ゆ
え
に
、「
安
全
」
と
い
う
名
詞
は
「
安
全
で

あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
す
。
一
方
、「
簡
単
」
は
形
容
動
詞
「
簡
単
だ
」
の
語
幹
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
語
幹
「
簡
単
」

に
は
「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。「
簡
単
で
あ
る
こ
と
」
を
表
す
名
詞
は
、名
詞
「
簡
単
さ
」

で
す
。

「
大
切
と
思
う
」│
│「
大
切
」
は
形
容
動
詞
「
大
切
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
語
幹
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
正
し
く
は
た
と
え
ば
、「
大

切
だ
と
思
う
」
で
す
。

「
敬
愛
な
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」│
│
珍
妙
な
フ
レ
ー
ズ
で
す
が
、こ
れ
は
外
国
映
画
に
つ
け
ら
れ
た
実
際
の
邦
題
で
す
。

「
〜
な
る
（
体
言
）」
の
「
〜
な
る
」
は
、形
容
動
詞
「
〜
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
の
連
体
形
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
敬
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」

な
ど
と
い
う
形
容
動
詞
は
存
在
し
ま
せ
ん
。「
敬
愛
」
に
は
名
詞
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
冒
頭
の
邦
題

は
文
法
的
に
誤
っ
て
い
ま
す
。「
敬
愛
」
を
ど
う
し
て
も
使
い
た
い
な
ら
、「
敬
愛
す
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
な
ど
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
版
の
配
給
権
を
得
た
日
本
の
企
業
に
お
い
て
日
本
人
が
集
ま
っ
た
会
議
で
決
ま
っ
た
邦

題
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
日
本
語
の
わ
か
る
人
は
い
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、「
親
愛
」
に
は
形

容
動
詞
「
親
愛
ナ
リ
﹇
ダ
﹈」
が
あ
る
の
で
、「
親
愛
な
（
る
）
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
が
な
え
な
い
」│
│「
あ
が
な
う
」
は
漢
字
だ
と
「
贖
う
」
な
ど
と
書
き
ま
す
。
単
に
「（
対
価
を

支
払
っ
て
）
購
入
す
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
で
す
が
、同
じ
漢
字
を
使
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
贖
罪
（
し
ょ

く
ざ
い
）
す
る
」（
＝「
罪
を
償
う
」）
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、冒
頭
の
使
用
法
は
お
か
し
い
で
す
ね
。

お
そ
ら
く
は
「
あ
ら
が
え
な
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
あ
ら
が
う
」
は
「
抗
う
」
と
書
き
、「
抵
抗
す
る
」「
逆

ら
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
時
代
の
流
れ
に
は
あ
ら
が
え
な
い
」
で
す
。（
お
そ
ら
く
本
人
は
）「
網
羅
（
も
う
ら
）」

の
意
味
の
つ
も
り
で
「
と
う
た
」「
と
う
た
（
お
そ
ら
く
「
淘
汰
」
？
）」
と
言
っ
て
い
る
人
が
知
人
に
い
た
の
で
す
が
、

相
手
が
年
長
者
な
ど
だ
と
正
面
切
っ
て
指
摘
・
訂
正
し
づ
ら
い
で
す
ね
。
意
味
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
、
正
誤
双
方
の

こ
と
ば
を
織
り
込
ん
だ
文
書
な
ど
を
作
成
し
、
業
務
内
の
自
然
な
流
れ
で
相
手
に
読
ま
せ
る
こ
と
な
ど
で
き
れ
ば
角
が

立
た
な
く
て
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
な
か
な
か
都
合
よ
く
は
い
き
ま
せ
ん…

…

。

「
爪
痕
（
つ
め
あ
と
）
を
残
す
」│
│
ネ
ッ
ト
発
と
い
う
よ
り
も
、
芸
人
あ
た
り
が
最
初
に
誤
用
し
だ
し
た
の
で
は
な
い

か
と
憶
測
し
て
い
ま
す
。「
最
終
ス
テ
ー
ジ
ま
で
進
ん
だ
こ
と
で
、
爪
痕
は
残
せ
た
と
思
う
」。
お
そ
ら
く
「
何
ら
か
の

足
跡（
そ
く
せ
き
、あ
し
あ
と
）を
残
し
た
」と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。「
爪
痕
」は「
爪
に
よ
る
ひ
っ

か
き
傷
等
の
痕
跡
（
こ
ん
せ
き
）」
の
こ
と
を
指
す
の
で
、「
被
害
」
を
表
す
こ
と
ば
で
す
。「
台
風
５
号
に
よ
る
爪
痕
」

な
ど
と
い
う
使
い
方
を
し
ま
す
。

「
永
遠
と
続
け
て
い
る
」│
│
わ
か
ら
な
く
は
な
い
も
の
の
、「
延
々
（
え
ん
え
ん
）
と
続
け
て
い
る
」
と
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
ね
。

「
〜
し
た
と
う
り
」「
ど
お
り
で
」│
│
漢
字
で
書
け
ば
そ
れ
ぞ
れ
「
〜
し
た
通
り
」「
道
理
で
」
と
な
る
の
で
、「
〜
し

た
と
お
り
」「
ど
う
り
で
」
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
ふ
い
ん
き
」│
│（
一
部
の
人
に
と
っ
て
）「
雰
囲
気
（
ふ
ん
い
き
）」
が
発
音
し
づ
ら
い
の
か
、明
ら
か
に
「
ふ
い
ん
き
」

と
発
音
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
漢
字
で
は
『
雰
囲
気
』
だ
が
、
発
音
は
『
ふ
い
ん
き
』
で
も
正
し
い
」

な
ん
て
馬
鹿
な
話
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
ふ
ん
い
き
」
と
し
か
読
み
ま
せ
ん
。

「
い
さ
ぎ
（
が
）
悪
い
」「
い
さ
ぎ
（
が
）
い
い
」│
│「
潔
い
」
と
い
う
の
は
「
い
さ
ぎ
よ
い
」
と
読
む
の
で
、そ
も
そ
も
「
い

さ
ぎ
悪
い
」「
い
さ
ぎ
い
い
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
潔
い
」の
も
と
は
文
語
の「
い

さ 

き
よ
し
」
で
す
。「
き
よ
し
」
は
「
き
い
し
」
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
で
す
。「
き
よ
し
﹇
き
よ
い
﹈」
が
一
つ

の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
い
さ
ぎ
が
よ
い
」
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
雪
辱
（
せ
つ
じ
ょ
く
）
を
晴
ら
す
」│
│
雪
辱
は
「
す
る
」「
果
た
す
」「
期
す
る
」
な
ど
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
晴
ら
す
」

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
雪
辱
を
晴
ら
す
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
人
は
、「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
（
ち
じ
ょ
く
）」
と
混

同
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
雪
辱
」
は
そ
も
そ
も
、（「
辱
」
そ
の
も
の
た
る
「
屈
辱
」
や
「
恥
辱
」
と
は
違
い
）「『
辱
』

を
洗
い
流
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
、
そ
れ
を
さ
ら
に
「
晴
ら
す
」
の
は
お
か
し
な
理
屈
で
す
。

「
モ
ザ
イ
ク
」│
│
見
せ
た
く
な
い
映
像
を
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
で
す
が
、
そ
も
そ
も
「
モ
ザ
イ
ク
」
の
こ
と
ば

の
意
味
を
調
べ
て
も
ら
っ
た
ら
わ
か
る
の
で
す
が
、
ぼ
か
し
て
あ
る
の
は
「
モ
ザ
イ
ク
」
で
は
な
く
「
ボ
カ
シ
」
と
い

い
ま
す
。
一
昔
前
と
違
い
、
い
ま
は
テ
レ
ビ
な
ど
で
モ
ザ
イ
ク
よ
り
ボ
カ
シ
処
理
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
い
た
め
、
そ

も
そ
も
若
い
人
の
多
く
は
モ
ザ
イ
ク
処
理
さ
れ
た
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
く
、「
見
え
づ
ら
く
す
る
画
像
処
理
を
総
称

し
て
『
モ
ザ
イ
ク
』
と
い
う
」
と
勘
違
い
し
て
い
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
」
等
、

モ
ザ
イ
ク
と
い
う
こ
と
ば
が
指
す
も
の
の
意
味
か
ら
考
え
て
、「
ボ
カ
シ
」は
モ
ザ
イ
ク
の
一
種
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
、

ボ
カ
シ
に
対
し
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
言
う
の
は
不
適
切
で
す
。

「
青
色
吐
息
」│
│
咲
ー
か
せ
ー
て
、
咲
ー
か
せ
ー
て
♪
。
現
在
、
四
十
代
半
ば
よ
り
下
の
人
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
「
桃
色
吐
息
」
と
い
う
楽
曲
が
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。「
昭
和
歌
謡
」
が
最

後
の
華
や
か
な
し
り
時
代
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
ろ
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
あ
ま
り
に
頭
に
残
っ
て
し
ま
っ
た

た
め
に
、
元
か
ら
あ
っ
た
こ
と
ば
「
青
○
吐
息
」
が
「
青
色
吐
息
」
だ
と
誤
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。と
い
う
の
は
、こ
の
楽
曲
以
前
に
は
、コ
ー
パ
ス
で「
青
色
吐
息
」な
る
こ
と
ば
は
ヒ
ッ
ト
し
な
い
か
ら
で
す
。

「
青
○
吐
息
」
の
正
解
は
、
こ
れ
よ
り
う
し
ろ
の
項
目
に
あ
り
ま
す
。

「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」│
│「
耳
ざ
わ
り
」
は
「
耳
障
り
」
で
あ
っ
て
「
耳
触
り
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（「
耳
触
り
」
と
い

う
こ
と
ば
自
体
あ
り
ま
せ
ん
）。「
障
り
」と
い
う
の
は「
差
し
障
り
」の
こ
と
な
の
で
、「
耳
障
り
」は「
耳
に
し
た
く
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。「
目
障
り
」
を
考
え
て
も
ら
っ
た
ら
明
ら
か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
目
ざ
わ

り
が
よ
い
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、「
耳
障
り
」
に
「
よ
い
」
も
「
悪
い
」
も
な
い
の
で
す
（「
悪

い
も
な
い
」
と
い
う
よ
り
「
悪
い
も
の
に
し
か
使
わ
な
い
」）。「
耳
ざ
わ
り
が
よ
い
」
と
発
し
た
人
は
お
そ
ら
く
「
甘
言
」

の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
、「
聞
い
て
﹇
耳
に
﹈
心
地
の
よ
い
」
な
ど
、

別
の
表
現
を
当
た
っ
て
く
だ
さ
い
。

「
罪
」
と
「
罰
」│
│
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ィ
の
作
品
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
ど
う
し
の
混
同
、
特
に
「
罰
」
と

す
べ
き
と
こ
ろ
を
「
罪
」
と
し
た
間
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。「
こ
ん
な
奴
に
は
も
っ
と
重
い
罪
を
課
す
べ
き
だ
」。
明
ら

か
に
「（
刑
）
罰
」
の
間
違
い
で
す
ね
。「
罪
」
と
い
う
の
は
、詐
欺
罪
、過
失
致
死
罪
や
殺
人
罪
と
い
う
も
の
で
す
。「
も
っ

と
重
い
罪
を
課
せ
」
と
い
う
こ
と
は
、
お
ば
あ
さ
ん
か
ら
老
後
資
金
を
だ
ま
し
取
っ
た
（
詐
欺
罪
）
人
間
に
「
殺
人
罪

を
課
せ
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
ど
う
考
え
て
も
、
正
し
く
は
「
罰
」
で
す
よ
ね
。

「
確
信
犯
」│
│「
敷
居
が
高
い
」
と
同
程
度
誤
用
が
広
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
な
の
で…

…

。
そ
も
そ
も
、
正
し
い
意
味
で
の
「
確
信
犯
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。「（
現
状
（
と
き
・
と
こ
ろ
）
で
は
相
対
的
に
犯
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）
行
為
者
自
身
は
『
正
し
い
』
と
信

じ
て
お
こ
な
う
犯
罪
、
も
し
く
は
そ
の
行
為
者
」
を
言
い
ま
す
。
決
し
て
、「
わ
ざ
と
﹇
意
図
的
に
﹈
や
る
行
為
」「
敢

行
す
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「（
過
失
犯
に
対
す
る
）
故
意
犯
」
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
い
ま
か
ら
三

十
年
近
く
前
に
某
カ
ル
ト
が
街
な
か
で
毒
物
を
無
差
別
散
布
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。彼
ら
は「（
被
害
者
は
）

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
を
救
っ
て
や
っ
た
の
だ
」
な
ど
と
い
う
主
張
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
確
信
犯
」
の
例
で
す
。
い
ま
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
日
本
で
も
特
定
の
政
治
思
想
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ

が
爆
弾*

テ
ロ
ル
を
さ
か
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
「
革
命
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
も
確
信
犯
で
す
。
ゆ
え
に
、（
本
来
の
意
味
で
の
）
確
信
犯
は
、
宗
教
犯
、
思
想
・
政
治

犯
し
か
基
本
的
に
あ
り
え
ま
せ
ん
。
お
ま
ん
ま
を
食
べ
た
く
て
、あ
る
い
は
ぜ
い
た
く
を
し
た
く
て
泥
棒
す
る
人
は「
泥

棒
と
い
う
行
為
は
正
し
い
こ
と
な
ん
だ
」
と
は
決
し
て
思
っ
て
い
ま
せ
ん
。（*

「
も
う
こ
こ
ま
で
く
り
ゃ
、
テ
ロ
だ
な
」

な
ど
と
、「
テ
ロ
ル
﹇
テ
ロ
﹈」
も
ネ
ッ
ト
上
で
非
常
に
誤
用
が
多
い
こ
と
ば
で
す
が
、
不
穏
な
単
語
な
の
で
、
こ
こ
で

は
こ
れ
以
上
説
明
し
ま
せ
ん
。
た
だ
ひ
と
こ
と
言
っ
て
お
く
と
、
あ
る
暴
力
行
為
が
テ
ロ
ル
で
あ
る
か
否
か
は
、
程
度

や
用
い
る
手
段
で
決
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
基
準
は
、
ま
っ
た
く
の
見
当
違
い
で
す
）

「
く
び
ち
ょ
う
」│
│
Ｕ
Ａ
Ｅ（U

nited A
rab E

m
irates

）
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
│
だ
れ
も
「
あ
ら
ぶ
く
び
ち
ょ
う
こ

く
れ
ん
ぽ
う
」
と
は
発
音
し
な
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
タ
レ
ン
ト
弁
護
士
だ
け
で
な
く
、
自
治
体
の
首
長
や
国
会

議
員
ま
で
も
「
首
長
」
を
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、「
首
長
」
に
「
く
び
ち
ょ
う
」
と
い
う

別
読
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
子
ど
も
が
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
は
「『
し
さ
ん
（
試
算
）』、
こ

こ
ろ
み
の
計
算
」
と
同
様
、
同
音
異
字
の
こ
と
ば
（「
資
産
」
等
）
と
の
取
り
違
え
が
な
い
よ
う
、
断
り
の
文
言
と
し

て
登
場
し
た「
く
び
ち
ょ
う
」で
し
ょ
う
が
、「
首
長
」に「
く
び
ち
ょ
う
」と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、

「
し
ゅ
ち
ょ
う
」
と
い
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
場
合
、
話
題
の
前
後
関
係
か
ら
「
ど
の
『
し
ゅ
ち
ょ
う
』
な
の
か
」
を

区
別
で
き
な
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
毎
回
「
く
び
ち
ょ
う
」
な
ど
と
「
お
断
り
を
入
れ
て
い
た
だ
く
」
必
要
が
あ

り
ま
す
か
。

「
対
処
療
法
」│
│
あ
る
弁
護
士
タ
レ
ン
ト
が
盛
ん
に
「
た
い
し
ょ
療
法
」「
た
い
し
ょ
療
法
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

そ
も
そ
も
「
療
法
」
な
の
で
、
傷
病
に
「
対
処
」
す
る
の
は
当
た
り
前
で
す
。
だ
か
ら
、「
対
処
療
法
」
と
い
う
こ
と

ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
上
で
も
検
索
す
る
と
こ
の
誤
り
が
多
く
見
つ
か
り
ま
す
が
、正
し
く
は
「
対
症
（
た
い
し
ょ

う
）
療
法
」
で
す
。「
症
状
に
対
す
る
療
法
」
だ
か
ら
対
症
療
法
な
の
で
す
。「
対
症
薬
」
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
風

邪
薬
で
す
。
風
邪
薬
は
、
せ
き
を
抑
え
る
、
鼻
水
を
軽
減
す
る
、
熱
を
下
げ
る
な
ど
、
風
邪
の
症
状
に
対
処
す
る
は
た

ら
き
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
風
邪
薬
は
風
邪
の
ウ
ィ
ル
ス
を
身
体
か
ら
消
し
去
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、風
邪
薬
は
「
根
治
薬
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、疾
病
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、対
症
薬
と
根
治
薬
、

両
方
が
存
在
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

「
い
た
だ
い
て
く
だ
さ
い
」│
│
と
あ
る
芸
人
が
、こ
ん
な
珍
妙
な
表
現
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。「
食
べ
て
く
だ
さ
い
」「
も

ら
っ
て
く
だ
さ
い
」の
敬
語
は
、自
身
の
行
動
で
は
な
く
相
手
の
行
動
を
表
す
の
で
、尊
敬
語
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（「
食
べ
る
」「
も
ら
う
」
と
い
う
意
味
で
の
）「
い
た
だ
く
」
は
、自
身
の
行
動
を
表
現
す
る
敬
語
で
あ
る
謙
譲
語
で
す
。

当
然
、「
〜
し
て
く
だ
さ
い
」
を
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
正
し
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
食
べ
る
」
の
尊
敬
語

は
「
召
し
上
が
る
」
で
す
。「
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
「
お
収
め
く
だ
さ
い
」「
ご
査
収
く
だ
さ
い
」
な
ど
で
よ
い
で
す
。

た
だ
し
、「
王
冠
を
い
た
だ
く
」「
山
頂
部
に
雪
を
い
た
だ
く
」
と
い
う
と
き
の
「
い
た
だ
く
」
は
「
載
せ
る
﹇
か
ぶ
る
﹈」

と
い
う
意
味
な
の
で
、
そ
も
そ
も
敬
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
風
邪
菌
」「
コ
ロ
ナ
菌
」│
│
も
う
こ
れ
は
、
今
回
のCO

V
ID
-19

（「
コ
ウ
ヴ
ィ
ド
・
ナ
イ
ン
テ
ィ
ン
」
と
読
む
。
い

わ
ゆ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）
禍
で
も
、
メ
デ
ィ
ア
自
体
で
さ
か
ん
に
指
摘
・
訂
正
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
で
書
く
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
風
邪
もCO

V
ID
-19

も
、
菌
で
は
な
く
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
病
で
す
。
菌
は
生
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
ウ
ィ
ル
ス
は
い
わ
ば
「（
高
分
子
）
化

合
物
の
混
合
物
」
で
す
。
ウ
ィ
ル
ス
は
細
胞
を
も
た
ず
、
生
物
（
動
物
、
植
物
、
菌
等
）
に
寄
生
し
な
い
と
増
殖
す
る

こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
一
般
に
、ウ
ィ
ル
ス
一
個
は
菌
一
個
体
の
百
万
分
の
一
程
度
の
体
積
な
ど
と
い
う
小
さ
さ
で
す
。

細
胞
壁
・
細
胞
膜
を
も
た
ず
、自
身
の
み
で
増
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、ウ
ィ
ル
ス
に
は
抗
生
物
質
が
効
き
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
」
な
る
呼
称
の
菌
が
存
在
す
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

を
引
き
起
こ
す
菌
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
）。

自
動
詞
「
適
応
（
す
る
）」
と
他
動
詞
「
適
用
（
す
る
）」│
│「
新
し
い
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
が
出
た
の
で
、早
速
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
自
分
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
に
適
応
し
た
」、「
刻
々
と
変
化
す
る
環
境
に
適
用
し
て
生
き
抜
く
」
は
誤
り
で
す
。
こ

の
相
互
誤
用
が
存
外
に
多
い
の
で
驚
き
ま
す
。
両
者
で
意
味
が
違
う
の
で
、
入
れ
替
え
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
き
ち
ん
と
調
べ
て
把
握
し
ま
し
ょ
う
。ち
な
み
に
、医
薬
品
や
治
療
法
に
つ
い
て「
適
応
が
あ
る﹇
な

い
﹈」「
適
応
外
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
、
医
学
分
野
に
お
い
て
正
し
い
表
現
で
す
。

「
ね
ん
ぼ
う
」「
ぼ
う
き
ゅ
う
」│
│「
年
俸
」、お
よ
び「
俸
給
」の
そ
れ
ぞ
れ
の
正
し
い
読
み
は「
ね
ん
ぽ
う
」、お
よ
び「
ほ

う
き
ゅ
う
」
で
あ
り
、「
ね
ん
ぼ
う
」
な
ど
と
い
う
別
読
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
上
記
漢
熟
語
に
お
け
る
「
ぼ
う
」
と

い
う
誤
っ
た
読
み
は
、「
つ
く
り
」
部
分
が
同
じ
で
あ
る
漢
字
「
棒
」
の
読
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
見
れ
る
」「
食
べ
れ
る
」「
着
れ
る
」「
来
れ
る
」「
出
れ
る
」「
や
め
れ
る
」「
止
（
と
）
め
れ
る
」「
は
じ
め
れ
る
」「
入
（
い
）

れ
れ
る
」「
い
﹇
居
﹈
れ
る
」
な
ど
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
可
能
の
《
ら
抜
き
こ
と
ば
》│
│「
ら
抜
き
表
現
」
は
先
の
審
議

会
で
も
た
び
た
び
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
特
別
に
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
聞
い

て
い
る
と
、も
は
や
《
ら
抜
き
》
す
る
人
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
五
十
代
く
ら
い
ま
で
の
人
で
は
、

む
し
ろ
《
ら
抜
き
》
す
る
ほ
う
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、《
ら
抜
き
》
を
訂
正
し
て
や
ろ
う

と
す
る
抵
抗
？
勢
力
も
も
は
や
青
息
吐
息
で
す
。「
ら
抜
き
」
す
る
か
し
な
い
か
に
は
年
齢
・
世
代
的
な
要
素
は
も
ち

ろ
ん
あ
る
も
の
の
、
家
庭
や
通
っ
て
い
た
学
校
教
師
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ま
や
、「
ら

抜
き
」
す
る
教
諭
も
大
変
多
い
か
ら
で
す
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
の
新
人
研
修
の
中
で
は
相
変
わ
ら
ず
《
ら
抜
き
》
を
ご
法
度

と
し
て
教
え
ら
れ
て
は
い
ま
す
が
、
出
演
タ
レ
ン
ト
や
字
幕
を
つ
く
る
デ
ィ
レ
ク
タ
な
ど
は
そ
ん
な
教
育
を
受
け
て
は

い
な
い
の
で
、
民
放
で
は
《
ら
抜
き
》
こ
と
ば
が
す
で
に
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
お
昼
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
の
司
会

を
や
っ
て
い
る
元
民
放
局
ア
ナ
の
芸
人
ア
ナ
な
ど
は
、（
新
人
時
代
の
研
修
で
い
の
一
番
に
「
ら
抜
き
ご
法
度
」
の
指

導
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
に
媚
び
る
た
め
か
）
わ
ざ
と
《
ら
抜
き
》
を
し
て
い
る
フ
シ
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、《
ら
抜
き
》
が
こ
れ
ほ
ど
「
標
準
化
」
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
公
共
放
送
で
も
《
ら
抜
き
》
が
気
に
さ
れ

な
く
な
る
日
も
近
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
が
直
近
で
だ
れ
か
か
ら
《
ら
抜
き
》
を
指

摘
さ
れ
て
過
敏
に
な
っ
て
い
た
の
か
、あ
る
民
放
バ
ラ
エ
テ
ィ
番
組
で
「
だ
れ
が
鬼
よ
り
先
に
缶
を
蹴
ら
れ
る
か
？
！
」

と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、そ
も
そ
も「
蹴
る
」の
可
能
表
現
は「
蹴
れ
る
」が
正
し
い
の
で
あ
っ

て
、「
蹴
ら
れ
る
」
だ
と
受
け
身
表
現
な
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
「
ら
抜
き
は
嫌
だ
！
」
と
い
う
人
は
、

「
ら
」
が
な
い
も
の
が
本
来
正
し
い
の
に
、
勢
い
余
っ
て
？
そ
れ
を
間
違
え
て
し
ま
う
よ
う
な
失
敗
に
陥
ら
な
い
よ
う

し
ま
し
ょ
う
。

《
番
外
そ
の
一
》　pH

の
読
み
と
し
て
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
は
中
学
か
高
校
で
「
ペ
ー
ハ
ー
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ド

イ
ツ
語
を
習
っ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
そ
れ
は
独
語
読
み
で
す
。
実
は
、
自
然
科
学
分
野
に
は
こ
の

名
残
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
デ
ン
プ
ン
を
分
解
（
し
て
ブ
ド
ウ
糖
に
）
す
る
酵
素
「
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
」
を
聞
い
た
こ
と

の
あ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
独
語
読
み
で
す
。
ペ
ト
リ
皿
（Petri dish

）
の
別
名
「
シ
ャ
ー
レ
」
は

独
語
で
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
自
然
科
学
大
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
。
そ
の
た
め
、日
本
語
と
し
て
存
在
し
な
か
っ

た
自
然
科
学
用
語
に
は
、
独
語
か
ら
の
拝
借
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
随
一
の
科
学
大
国
は
何
と
い
っ
て
も

米
国
で
あ
り
、
独
語
よ
り
英
語
の
ほ
う
が
現
在
で
は
は
る
か
に
国
際
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
も
は
や
実
際
の
ラ
ボ
・
レ

ベ
ル
で
は
、pH

は
「
ピ
ー
エ
イ
チ
」
と
発
音
さ
れ
て
久
し
い
で
す
。
ち
な
み
に
ラ
ボ
で
は
、シ
ャ
ー
レ
は
単
に
「
プ
レ
ー

ト
（plate; 

皿
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

《
番
外
そ
の
二
》　
「m

l

」。「
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
」
と
い
え
ば
、
私
た
ち
の
時
代
、「
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
」
を
小
学
校
の
教

科
書
で
は
「m

l

」、
中
学
以
降
の
そ
れ
で
は
「m

l

」
と
小
文
字
表
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
お
よ
そ
二
十
五

歳
以
下
の
人
は
「m

L

」
と
、
リ
ッ
ト
ル
を
大
文
字
で
書
く
よ
う
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
役
の
化
学
系
研
究
者
に
近

い
位
置
に
い
る
と
こ
ろ
の
薬
品
関
連
企
業
の
商
品
で
は
、
リ
ッ
ト
ル
は
大
方
、
大
文
字
表
記
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

飲
食
料
品
メ
ー
カ
な
ど
、
車
内
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
・
デ
ザ
イ
ン
の
決
裁
権
者
を
ち
ょ
う
ど
わ
れ
ら
オ
ッ
サ
ン
世
代
が
ま
だ

ま
だ
占
め
て
い
る
よ
う
な
企
業
の
商
品
で
は
、
い
ま
だ
に
小
文
字
の
リ
ッ
ト
ル
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
れ
ら
オ
ッ

サ
ン
は
そ
れ
を
見
て
違
和
感
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
人
に
は
奇
異
に
見
え
ま
す
（
確
か
め
て
く
だ
さ
い
）。
リ
ッ
ト

ル
が
大
文
字L

に
改
め
ら
れ
た
の
は
小
文
字
のl

が
数
字
の
１
と
見
間
違
え
や
す
い
と
い
う
の
が
一
番
の
理
由
で
、
科

学
論
文
で
は
も
う
三
十
年
超
も
前
に
、
大
文
字
で
表
記
す
る
よ
う
投
稿
ル
ー
ル
が
変
わ
っ
た
雑
誌
も
あ
り
ま
す
。
よ
う

や
く
日
本
の
教
育
が
そ
れ
に
追
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
今
で
も
小
文
字
で
書
く
の
は
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
「l

は
数
字
の
１
と
見
間
違
い
や
す
い
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
実
は
、
昔
の
（
英
文
）
タ
イ
プ
ラ

イ
タ
で
は
、l

と
１
を
兼
用
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
（
グ
ー
グ
ル
「
画
像
」
な
ど
で
、「old typew

riter

」
を
検

索
し
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
ち
な
み
に
、
英
文
タ
イ
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
次
号
で
触
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

《
番
外
そ
の
三
》　

ネ
ッ
ト
で
は
な
い
で
す
が
、街
角
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
の
回
答
を
聞
い
て
い
る
と
、や
た
ら
「
〜
（
な
）

の
で
、
〜
（
な
）
の
で
、」
と
い
う
、「
な
の
で
」
を
連
続
的
に
使
用
し
た
話
し
方
が
耳
に
つ
き
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き

り
言
え
ば
、
耳
障
り
で
す
。「
〜
（
な
）
の
で
」
の
場
合
、「
〜
」
の
部
分
に
は
「
理
由
」、
な
い
し
は
「
原
因
・
根
拠
」

を
表
す
も
の
し
か
入
ら
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
ん
な
に
理
由
や
根
拠
を
述
べ
た
い
人
た
ち
だ
ら
け
な
の
で
し
ょ
う

か
、
こ
の
世
は
。
あ
な
た
は
「（
な
）
の
で
」
を
正
し
く
使
え
て
い
ま
す
か
（「
〜
（
だ
）
か
ら
」
も
同
じ
で
す
）。

《
番
外
そ
の
四
》　
「
あ
な
た
の
一
番
〜
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
？
」。
こ
れ
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
イ
ー
（
回
答
者
）
で
は
な

く
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ワ（
質
問
者
）が
と
き
ど
き
使
用
し
て
い
る
の
を
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に「
最
も
〜
で
あ
る
も
の
の『
存

否
』」
を
本
当
に
尋
ね
る
ケ
ー
ス
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
、「
最
も
〜
な
も
の
」
は
存
在
す
る
の
が
通
常
な

の
で
、
普
通
、
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
本
当
に
尋
ね
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
の
一
番
〜
な

も
の
は
何
で
す
か
？
」
で
し
ょ
う
ね
。

《
番
外
そ
の
五
》　
「
集
団
抗
体
」な
る
珍
語
。
こ
の
た
び
のCO

V
ID
-19

（
い
わ
ゆ
る「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
」）

禍
に
お
い
て
、
テ
レ
ビ
等
で
「
集
団
免
疫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
耳
に
し
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

感
染
症
に
つ
い
て
、
集
団
の
一
定
割
合
の
人
が
そ
の
感
染
症
に
対
す
る
免
疫
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
集
団
内
に
い

て
、
か
つ
そ
の
免
疫
を
も
っ
て
い
な
い
人
ま
で
も
が
そ
の
感
染
症
へ
の
感
染
か
ら
ま
ぬ
か
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

「
免
疫
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
「
疫
（
＝
病
気
）
を
免
（
ま
ぬ
か
）
れ
る
」
こ
と
を
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
生
体
に
備

わ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
概
念
で
も
あ
り
ま
す
。「
免
疫
」
は
概
念
で
も
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
集
団
免
疫
」
な
る
考
え
方
・

こ
と
ば
が
存
在
す
る
の
で
す
。
一
方
、「
抗
体
」
と
い
う
の
は
「
モ
ノ
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
抗
体
の
メ
イ
ン
と
な

る
も
の
は
「
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
Ｇ
」
と
い
う
タ
ン
パ
ク
質
の
複
合
体
で
す
。
免
疫
シ
ス
テ
ム
全
体
を
構
成
し
て
い
る
の

は
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
免
疫
グ
ロ
ブ
リ
ン
は
免
疫
の
主
役
の
一
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
抗
体
は
モ
ノ
で
あ
る
の
で
、「
集
団
抗
体
」
な
る
も
の
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
た
方
（
も

し
い
れ
ば
）
は
「
一
般
人
に
、そ
ん
な
専
門
の
細
か
い
こ
と
、ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
！
」
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
こ
と
に
そ
の
通
り
と
も
い
え
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
珍
語
は
複
数
の
人
が
使
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
昼
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
の
た
っ
た
ひ
と
り
の
Ｍ
Ｃ
が
使
用
し
て
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
Ｍ
Ｃ
は
、
専
門
家
に
専
門
家
と
し
て
の
見
解
を

尋
ね
て
お
き
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
自
分
の
考
え
が
否
定
さ
れ
る
と
「
で
も
ー
で
も
ー
」
と
抵
抗
し
、
非
常
に
見
苦
し

い
態
度
を
と
る
の
で
、
こ
こ
に
、
そ
れ
に
対
す
る
苦
言
と
し
て
書
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
専
門
家
が
自
身
の
専
門
分
野

の
範
ち
ゅ
う
で
述
べ
た
見
解
を
、専
門
家
ど
こ
ろ
か
理
系
出
身
で
も
な
い
た
だ
の
タ
レ
ン
ト
風
情
が
、何
の
根
拠
が
あ
っ

て
否
定
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
本
当
に
不
思
議
で
不
快
で
す
。
頭
を
よ
く
す
る
最
初
の
一
歩
は
、「
ま
ず
、自
分
の
誤
り
・

過
ち
を
潔
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
」。

《
番
外
そ
の
六
》　
「
橋
げ
た
の
水
位
を
表
す
目
盛
り
」。「
一
般
紙
大
の
タ
ブ
ロ
イ
ド
」
と
揶
揄
（
や
ゆ
）
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
、
あ
る
全
国
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
、
大
雨
に
よ
る
河
川
増
水
関
連
記
事
の
中
の
記
述
。
水
位
を
表
す
目
盛
り
は

橋
脚
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
橋
げ
た
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
橋
げ
た
は
漢
字

で
書
く
と
「
橋
桁
」
で
す
。
そ
も
そ
も
、
鉄
道
の
ガ
ー
ド
下
な
ど
に
「
桁
下
○
ｍ
」
と
い
う
注
意
書
き
が
さ
れ
て
い
る

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
、「
ケ
タ
」
が
何
を
表
す
の
か
想
像
で
き
そ
う
な
も
の
で
す
が…

…

。
さ
ら
な
る
驚
き
は
、

校
正
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
で
す
。「
柱
」「
梁
（
は
り
）」「
桁
」
を
調
べ
て
く
だ
さ
い
。

《
番
外
そ
の
七
》　
「
か
な
う
」い
ろ
い
ろ
。「
叶
う
」＝「
実
現
す
る
」（「
夢
が
か
な
う
」）。「
敵
う
」＝「
比
肩（
ひ
け
ん
）す
る
」

（「
あ
い
つ
に
は
か
な
わ
な
い
な
」）。「
適
う
」＝「
適
合
す
る
」（「
目
的
に
か
な
っ
た
道
具
」）。

《
定
訳
と
し
て
す
で
に
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
も
は
や
ど
う
し
よ
う
も
な
い
デ
シ
ョ
ウ
》　

特
に
ネ
ッ
ト
上
だ
け

で
見
か
け
る
こ
と
ば
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
ね
て
よ
り
個
人
的
に
変
な
こ
と
ば
だ
な
と
思
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
た

だ
し
、
他
の
も
の
よ
り
は
る
か
に
歳
月
を
経
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
、
な
か
に
は
国
が
決
め
た
定
訳
で
あ

る
も
の
も
あ
り
、
ま
あ
、
こ
れ
ら
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　
「
突
然
変
異
」│
│
遺
伝
子
、
も
し
く
は
そ
の
表
現
型
の
変
化
を
指
す
こ
と
ば
で
あ
る
英
語
のm

utation

の
訳
語
と

し
て
誕
生
し
た
日
本
語
の
こ
と
ば
が
こ
れ
で
す
が
、m

utation

に
は
せ
い
ぜ
い
「
変
化
す
る
こ
と
」
程
度
の
意
味
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、日
本
語
で
は
本
来
、単
に「
変
異
」な
ど
と
な
る
は
ず
で
す
。
英
語
のm

utation

に
は「
突
然
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ん
か
ま
っ
た
く
存
在
し
ま
せ
ん
（
英
英
辞
典
で
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
）。
な
ぜ
、
日
本
語
の

定
訳
が
「『
突
然
』
変
異
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
、
実
際
の
ラ
ボ
で
はm

utation

に
対
し
ど

ん
な
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
単
に
「
変
異
」、
ま
た
は
英
語
の
「
ミ
ュ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
で
す
（
ラ

ボ
の
日
常
に
お
い
て
「『
突
然
』
変
異
」
な
ど
と
発
す
る
と
、
先
の
「
ペ
ー
ハ
ー
」
同
様
、
同
僚
か
ら
失
笑
の
表
情
を

浮
か
べ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
！
）。
た
だ
し
、「
突
然
変
異
」
は
定
訳
で
あ
り
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
用
語
で
も

あ
り
ま
す
。
研
究
者
も
対
外
的
に
は
使
用
し
て
お
り
（
日
本
語
文
献
へ
の
投
稿
、
試
験
問
題
等
）、
私
は
悶
々
と
し
て

い
ま
す
。

　
「
国
際
連
合
」│
│
中
学
で
も
習
う
通
り
、
現
在
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
は
五
か
国
で
、
そ
の
五
か

国
は「
戦
勝
五
か
国
」で
す
。
つ
ま
り
、第
二
次
大
戦
の「
連
合
国
」な
の
で
す
。
日
本
人
が
い
う
国
連
を
中
国
語
で
は「
联

合
国
」（「
連
合
国
」
の
異
体
字
）
と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、（
第
二
次
大
戦
の
）
連
合
国
を
特
に
指
し
た
い
と
き
の

表
現
は
中
国
は
じ
め
他
国
に
も
あ
り
ま
す
が
、
常
任
理
事
国
五
か
国
の
排
他
的
な
自
身
の
身
分
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
を

見
る
に
、「
連
合
国
」
の
意
識
は
今
で
も
強
固
で
す
。
日
本
政
府
は
（
戦
後
国
際
組
織
と
し
て
の
、
か
つ
日
本
も
加
盟

し
よ
う
と
い
う
）the U

nited N
ations

に
定
訳
を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
と
き
、「
戦
争
で
甚
大
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け

た
す
え
に
敗
北
し
た
直
後
の
日
本
人
に
対
し
、『
敵
た
る
連
合
国
の
軍
門
に
下
っ
た
』
と
い
う
印
象
（
と
い
う
よ
り
精

神
的
衝
撃
）
を
与
え
な
い
た
め
」
と
い
う
配
慮
（
あ
る
い
は
政
治
的
目
的
）
で
、
日
本
政
府
は
あ
え
て
「
連
合
国
」
と

は
異
な
る
呼
称
を
考
え
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
個
人
的
邪
推
を
し
て
い
ま
す
。「
国
際
連
合
」
と
し
て
お
け
ば
、

そ
れ
以
前
の
組
織
「（
国
際
）
連
盟
」
と
く
ら
べ
て
も
、
耳
に
違
和
感
が
な
い
の
で
。
事
実
、
国
際
連
盟
は
英
語
で

the League of N
ations

（
国
家
連
盟
）
と
い
い
、「
国
際
連
盟
」
と
い
う
日
本
語
に
そ
れ
ほ
ど
違
和
感
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
」│
│the U

nited States (of A
m
erica)

のstate(s)

は
明
ら
か
に「
州
」で
す
。state

が「
民
衆
」

も
指
す
な
ど
と
い
う
の
は
、（state
の
訳
語
に
あ
る
に
し
て
も
）
そ
う
主
張
し
て
や
る
と
い
う
結
論
あ
り
き
の
詭
弁
で

し
ょ
う
。「
合
衆
国
」
で
は
な
く
「
合
州
国
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
を
左
翼
的
人
士
だ
と
言
わ
れ
る
人
が
過
去

に
お
こ
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
嫌
う
人
に
よ
る
「『
合
州
国
』
な
ど
と
す
る
の
は
左
翼
の
主
張
」
だ
と
か
、

先
の
「state

は
民
衆
を
も
指
す
」
な
ど
と
い
う
論
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。
純
粋
に
、
米
国
政
府
に

正
式
見
解
を
質
し
て
結
論
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

　

次
回
は
、「
な
ぜ
学
校
で
一
時
間
さ
え
教
え
な
い
？
│
│
英
語
の
書
式
・
書
法
」
の
予
定
で
す
。
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