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■
凡
例

１

●
は
、
本
文
。
①
②
…
は
形
式
段
落
番
号
。
◆
は
、
設
問
。

２

▽
は
、
本
文
の
追
跡
・
分
析
。

３

▼
は
、
読
解
に
関
す
る
技
法
。

４

☆
は
、
記
述
に
関
す
る
技
法
。
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■
追
跡

①

●
た
と
え
ば
、
柳
田
国
男
の
「
遠
野
物
語
拾
遺
」
に
採
録
さ
れ
て
い
る
次
の
説
話
は
、
経
験
を

や
な
ぎ
た

〈
見
る
〉
と
い
う
こ
と
の
困
難
を
示
す
よ
い
隠
喩
に
な
っ
て
い
る
。

土
淵
村
栃
内
の
久
保
の
観
音
は
馬
頭
観
音
で
あ
る
。
そ
の
像
を
近
所
の
子
供
ら
が
持
ち
出
し

つ
ち
ぶ
ち

と
ち
な
い

ば

と

う

て
、
前
坂
で
投
げ
転
ば
し
た
り
、
ま
た
橇
に
し
て
乗
っ
た
り
し
て
遊
ん
で
い
た
の
を
、
別
当
殿

そ
り

が
出
て
行
っ
て
咎
め
る
と
、
す
ぐ
に
そ
の
晩
か
ら
別
当
殿
が
病
ん
だ
。
巫
女
に
聞
い
て
見
た
と

と
が

こ
ろ
が
、
せ
っ
か
く
観
音
様
が
子
供
ら
と
面
白
く
遊
ん
で
い
た
の
を
、
お
節
介
を
し
た
の
が
お

気
に
さ
わ
っ
た
と
い
う
の
で
、
詫
び
言
を
し
て
や
っ
と
病
気
が
よ
く
な
っ
た
。
こ
の
話
を
し
た

わ

人
は
村
の
新
田
鶴
松
と
い
う
爺
で
、
そ
の
時
の
子
供
の
中
の
一
人
で
あ
る
。

じ
い

▽
柳
田
国
男
（
や
な
ぎ
た
、
や
な
ぎ
だ
で
は
な
い
）
は
、
日
本
民
俗
学
を
確
立
し
た
人
。
『
遠
野
物

、

語
』
は
お
す
す
め
。
遠
野
（
岩
手
県
）
を
旅
す
る
の
も
、
オ
ス
ス
メ
！

さ
て
、
何
の
議
論
な
の
か
、

こ
こ
ま
で
で
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
見
当
は
つ
け
て
お
く
。「
経
験
を
見
る
こ

と
は
困
難
だ
」
と
い
う
主
題
ら
し
い
。
隠
喩
＝
メ
タ
フ
ァ
ー
（
『
現
キ
ー
』
）
。
引
用
さ
れ
て
い
る
説

話
は
、
別
当
殿
は
、
経
験
を
見
損
ね
た
の
で
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
話
と
読
め
る
。
が
、
さ
て
、

一
体
、
経
験
と
は
何
か
、
そ
れ
を
見
る
と
は
ど
う
す
る
こ
と
か
、
な
ぜ
、
困
難
な
の
か
？

②

●
こ
の
説
話
を
引
用
し
て
み
た
の
は
、
こ
こ
に
、
原
初
の
社
会
学
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
営
み
が
記

録
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。〔
読
１
〕「
原
初
の
社
会
学
」
と
い
う
の
は
、
他
の
諸
実
践
か
ら
区
別

さ
れ
た
「
社
会
学
」
と
し
て
の
固
有
の
方
法
的
な
自
覚
を
未
だ
に
獲
得
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ
で

分
析
さ
れ
て
い
る
当
の
社
会
―
―
遠
野
の
共
同
体
―
―
の
中
で
は
、
今
日
の
社
会
学
が
わ
れ
わ
れ
の

社
会
の
中
で
果
た
し
て
い
る
の
と
等
価
な
働
き
を
担
っ
た
知
的
な
営
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
説
話
の
中
で
、(

原
初
的
な
）
社
会
学
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
別
当
の
病
の
原
因
を
看

破
し
た
巫
女
の
洞
察
で
あ
る
。

▽
か
ん
た
ん
に
い
え
ば
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
巫
女
の
洞
察
は
、
社
会
学
と
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
、

と
い
え
る
。
こ
れ
も
☆
端
的
に
い
っ
て
み
る
、
の
応
用
だ
。
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
注
釈
が
つ
く
か
ら
、

文
章
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
巫
女
は
社
会
学
（
者
）
に
似
て
い
る
、
と
い
う
直
観

が
こ
こ
で
の
指
摘
で
あ
る
。
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
そ
う
に
な
っ
た
ら
（
な
る
前
に
）、
確
か
な
と
こ
ろ

を
お
さ
え
て
、
か
ん
た
ん
に
い
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
覚
え
て
お
く
べ
し
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
ど
こ
が
ど
う
同
じ
な
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
読
み
進
め
よ
う
。

③

●
こ
の
説
話
が
た
だ
ち
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
は
、
経
験
し
て
い
る
世
界
の
本
当
の
姿
を
見
る
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た
め
に
は
、
逆
説
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
見
る
こ
と
を
遮
る
こ
と
、
見
る
こ
と
自
体
か
ら
離
れ
る

こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
見
る
こ
と
〉
は
、
見
る
こ
と
の
否
定
を
も
含
ん

で
い
る
の
で
あ
る
。

▽
経
験
と
見
る
こ
と
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
。
経
験
し
て
い
る
世
界
の
本
当
の
姿
を
見
る
た
め
に

は
、
見
る
こ
と
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
必
要
。
…
さ
ら
に
☆
具
体
的
に
理
解
し
よ
う
。

●
こ
の
こ
と
は
、
別
当
に
と
っ
て
世
界
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
か
を
考
え
て
み
れ
ば
、
よ
く
わ

か
る
こ
と
で
あ
る
。
別
当
に
は
、
馬
頭
観
音
は
、
な
れ
な
れ
し
く
接
し
た
り
一
緒
に
遊
ん
だ
り
し
て

は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
別
当
に
と
っ
て
は
、
馬
頭
観
音
と
の
関

係
の
内
に
、
決
し
て
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
距
離
―
―
崇
拝
を
可
能
に
す
る
距
離
―
―
が
介
在
し
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
別
当
が
子
供
た
ち
を
叱
っ
た
と
き
、
馬
頭
観
音
の
こ
の
よ
う
な

あ
り
方
は
、
別
当
自
身
に
と
っ
て
ま
ぎ
れ
も
な
い
「
真
実
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
◆
問
１
そ
れ
は
誤

っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
子
供
た
ち
を
叱
る
と
き
に
別
当
が
「
真
実
」
と
し
て
見
て
い
た
も
の
は
、
別

当
自
身
が
経
験
し
て
い
た
は
ず
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
分
自
身
の
否
定
が
、

別
当
の
身
体
の
上
に
兆
候
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

▽
還
元
（
『
現
キ
ー
』
参
照
）
は
元
に
戻
す
、
分
解
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
以
上
近
づ
い
て
は
な

ら
な
い
距
離
が
あ
る
と
い
う
意
味
。
別
当
に
見
え
て
い
た
の
は
、
そ
れ
以
上
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い

距
離
を
破
っ
て
子
ど
も
が
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
本
当
の
姿
で

は
な
か
っ
た
。
本
当
の
姿
を
見
る
た
め
に
は
、
別
当
は
さ
っ
き
の
見
方
を
遮
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
さ
っ
き
の
自
分
の
見
方
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
説
話
の
上
で
は
、
彼
は
、

見
る
こ
と
（
→
子
供
た
ち
を
叱
る
こ
と
）
が
で
き
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
病
と
い
う
状
態
に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。

◆
問
１
「
そ
れ
」
と
は
何
を
さ
す
か
。

「
別
当
の
考
え
」
な
ん
て
答
え
た
人
は
な
い
や
ろ
ね
。
そ
の
内
容
を
答
え
る
の
で
す
ぞ
。
Ａ
「
馬

頭
観
音
は
、
な
れ
な
れ
し
く
接
し
た
り
一
緒
に
遊
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
、
Ｂ
「
馬
頭
観

音
と
の
関
係
の
内
に
、
決
し
て
還
元
す
べ
き
で
は
な
い
距
離
―
―
崇
拝
を
可
能
に
す
る
距
離
―
―
が

介
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
二
つ
の
「
て
は
な
ら
な
い
」
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
た
か
！

Ａ
だ
け
、
Ｂ
だ
け
で
も
書
け
る
が
、
Ａ
の
意
味
を
解
い
た
Ｂ
の
表
現
も
ほ
し
い
。

〔
解
答
例
〕
「
馬
頭
観
音
と
は
、
な
れ
な
れ
し
く
接
し
て
は
な
ら
ず
、
崇
拝
を
可
能
に
す
る
一
定
の

距
離
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
。」

④

●
別
当
が
病
に
倒
れ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？

民
間
伝
承
の
水
準
で
は
、
こ
の
病
は
、
観

音
さ
ま
の
復
讐
や
た
た
り
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
起
こ

っ
た
こ
と
を
直
接
に
合
理
化
す
る
た
め
の
よ
く
あ
る
虚
構
で
あ
り
、
病
に
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の

ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
（
同
語
反
復
的
な
）
言
い
換
え
で
し
か
な
い
。

▽
病
に
か
か
る
＝
見
え
な
く
な
る
。
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
（tautology

）
＝
特
に
繰
り
返
し
た
か
ら
と
い
っ
て

何
の
意
味
も
明
瞭
さ
も
付
け
加
え
な
い
よ
う
な
同
じ
言
葉
の
繰
り
返
し
。
同
語
反
復
。
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復
讐
と
い
う
解
釈
は
、
物
語
と
し
て
の
筋
道
を
つ
け
る
た
め
の
も
の
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
。「
ど

う
し
て
病
気
に
な
っ
た
の
か
→
た
た
り
だ
、
前
世
の
因
縁
だ
」
と
い
っ
た
因
果
関
係
を
用
い
た
解
釈
は
、

昔
か
ら
よ
く
あ
る
〈
合
理
化
〉
の
方
法
だ
。〈
合
理
化
〉
と
い
う
の
は
、
納
得
の
た
め
に
な
さ
れ
る
説
明
。

さ
す
が
に
「
た
た
り
」
を
持
ち
出
す
人
は
今
は
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
晴
れ
女
」
が
い
た
か
ら
晴
れ
た
、
と
か
、「
雨

男
」
が
来
た
の
で
雨
に
な
っ
た
、
と
か
い
う
こ
と
を
半
ば
本
気
で
言
い
つ
の
る
人
は
よ
く
見
か
け
る
。「
血
液
型A

型
の

人
は
…
」
な
ど
と
い
う
の
も
同
じ
。
冗
談
め
か
し
て
い
る
よ
う
で
、
じ
つ
は
そ
う
い
っ
た
認
識
パ
タ
ー
ン
か
ら
逃
れ
ら
れ

な
い
で
い
る
。
そ
う
い
う
点
で
、
こ
の
〈
民
間
伝
承
〉
的
解
釈
の
水
準
は
、
決
し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
い
。

⑤

●
◆
問
２
病
と
い
う
兆
候
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
子
供
た
ち
と
同
様
に
、
別
当

自
身
も
、
身
体
の
水
準
で
は
、「
観
音
さ
ま
も
楽
し
く
遊
び
た
い
は
ず
だ
」、
つ
ま
り
「
観
音
さ
ま
と
親
し

く
交
わ
っ
て
も
良
い
は
ず
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
頭
観
音
と
遊
ぶ
子

供
た
ち
を
叱
り
と
ば
し
て
い
る
と
き
、
彼
の
言
葉
は
、
こ
の
身
体
の
水
準
を
裏
切
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

身
体
的
な
水
準
で
見
て
い
た
も
の
を
、
言
語
的
な
水
準
―
―
言
語
に
お
い
て
記
載
さ
れ
る
水
準
―
―
で
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
身
体
が
す
で
に
見
て
い
た
も
の
を
言
語
の
方
が
否
定
し
た
こ
と
に

対
す
る
、
身
体
の
反
作
用
と
し
て
、
兆
候
（
病
）
が
現
象
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

▽
こ
の
説
明
、
理
解
で
き
ま
し
た
か
。
身
体
の
（
無
意
識
の
）
レ
ベ
ル
で
は
、
彼
は
遊
び
が
悪
く
な

い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
言
語
の
（
意
識
の
）
レ
ベ
ル
で
は
、
遊
ぶ
の
は
悪
い
、
と
い
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
あ
り
ま
せ
ん
か
。
ほ
ん
と
は
そ
れ
も
「
あ
り
」
だ
と
ど
こ
か
で

思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
口
で
は
、
「
ぜ
っ
た
い
ダ
メ
」
と
い
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
、
ほ
ん
と
は
、
そ

れ
は
ア
カ
ン
で
、
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
口
で
は
「
い
い
よ
」
と
い
っ
て
し
ま
う
。
言
葉
が
身
体

（
無
意
識
の
心
）
を
裏
切
る
。
こ
の
と
き
、
何
が
起
き
る
か
。
裏
切
ら
れ
た
身
体
が
病
気
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
う
ら
ぎ
る
」
の
「
う
ら
」
と
は
心
の
こ
と
。
心
が
切
り
裂
か
れ
る
わ
け
だ
。「
う

ら
な
い
」「
う
ら
む
」「
う
ら
や
ま
し
い
」「
う
ら
が
な
し
い
」
な
ど
の
「
う
ら
」
も
心
。「
お
も
て
」
は
顔
。

◆
問
２
「
病
と
い
う
兆
候
」
は
何
を
意
味
す
る
か
。

〈
押
さ
え
〉
は
、「
身
体
の
反
作
用
」
だ
。
☆
端
的
に
い
う
な
ら
、
病
＝
身
体
の
反
作
用
。
反
応
。

そ
こ
に
修
飾
語
を
つ
け
て
い
く
。
ま
っ
た
く
の
抜
き
出
し
で
も
、
答
え
に
は
な
っ
て
い
る
。

〔
解
答
例
１
〕「
身
体
が
す
で
に
見
て
い
た
も
の
を
言
語
の
方
が
否
定
し
た
こ
と
に
対
す
る
、
身
体

の
反
作
用
。」

も
う
少
し
て
い
ね
い
に
し
た
例
。
是
認
→
否
定
と
か
肯
定
→
否
定
と
い
っ
た
対
を
使
う
。

〔
解
答
例
２
〕「
身
体
の
水
準
で
は
認
め
て
い
た
も
の
を
言
語
の
水
準
で
否
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

生
じ
た
矛
盾
に
対
し
て
、
身
体
が
何
ら
か
の
反
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
。」

⑥

●
だ
か
ら
、
別
当
に
と
っ
て
は
、
身
体
の
水
準
で
生
き
そ
し
て
見
て
い
る
も
の
と
、
言
語
の
水

準
で
自
ら
が
「
生
き
そ
し
て
見
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
」
と
が
一
致
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

さ
ら
に
、
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
消
極
的
に
は
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
も
同
じ
不
一
致
が
あ
る
と
言

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
別
当
に
叱
ら
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
子
供
た
ち
自

身
も
、
そ
の
身
体
性
の
水
準
を
正
確
に
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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▽
不
一
致
と
は
何
か
。〈
身
体
の
水
準
で
・
生
き
そ
し
て
見
て
い
る
も
の
〉≠

〈
言
語
の
水
準
で
・

生
き
そ
し
て
見
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
〉
。
別
当
に
も
子
ど
も
に
も
、
そ
の
不
一
致
が
あ
る
。

、
、
、
、
、
、

⑦

●
こ
れ
と
同
じ
〔
読
２
〕
構
造
の
不
一
致
を
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』
の
有
名
な

一
節
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
商
品
の
価
値
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
労

働
価
値
説
に
立
脚
し
て
い
る
。
労
働
価
値
説
に
従
え
ば
、
あ
る
商
品
と
あ
る
商
品
が
交
換
さ
れ
た
り
、

等
価
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生
産
に
投
下
さ
れ
て
い
る
人
間
労
働
―
―
た
だ
し

そ
の
質
的
な
差
異
性
を
捨
象
し
た
抽
象
的
人
間
労
働
―
―
の
量
が
等
価
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

（
抽
象
的
）
人
間
労
働
の
量
的
な
規
定
性
に
ま
で
還
元
し
た
場
合
に
は
等
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

市
場
に
お
け
る
商
品
の
交
換
の
（
論
理
的
な
）
前
提
を
な
し
、
そ
れ
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
見
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
反
す
る
か
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
叙
述
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
が
彼
ら
の
労
働
生
産
物
を
互
い
に
価
値
と
し
て
関
連
づ
け
る
の
は
、
当
の
物
件
を
同
種

の
人
間
的
労
働
の
物
象
的
外
被
だ
と
み
な
す
が
故
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
人
々
は
、
交
換
に

お
い
て
、
彼
ら
の
異
種
の
生
産
物
ど
う
し
を
価
値
と
し
て
等
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の

異
種
の
人
間
的
労
働
と
し
て
等
置
す
る
の
で
あ
る
。

▽
「
む
ず
か
し
い
」
と
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
引
用
文
と
い
う
の
は
た
い
て
い
「
よ
く
わ
か
ら
な

い
」
も
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
を
知
っ
て
い
る
人
に
は
、
は
は
ん
、
あ
の
こ
と
や
な
、
て
な
も
ん
だ

が
、
諸
君
は
た
ぶ
ん
マ
ル
ク
ス
を
読
ん
だ
こ
と
は
な
い
（
で
し
ょ
？
…
で
も
、
大
学
に
入
っ
た
ら
読
み
や

）
。

し
か
し
、
書
き
手
と
し
て
は
、
お
れ
の
い
っ
て
る
の
と
同
じ
こ
と
を
、
か
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
だ

っ
て
い
っ
て
る
ん
だ
ゾ
、
と
い
い
た
い
わ
け
で
あ
る
。

引
用
文
理
解
の
基
本
は
？

▼
前
後
の
地
の
文
を
手
か
が
り
に
す
る
。
理
解
を
急
が
ず
、
こ
こ
な

ら
、
次
の
⑧
⑨
段
落
あ
た
り
ま
で
読
ん
で
い
け
ば
、
意
味
が
見
え
て
く
る
。
最
悪
、
マ
ル
ク
ス
の
部

分
が
わ
か
ら
な
く
て
も
、
⑧
や
⑨
で
の
い
い
か
え
を
理
解
し
て
お
け
ば
い
い
。

マ
ル
ク
ス
の
引
用
部
分
を
こ
の
文
章
の
主
旨
に
沿
っ
て
、
一
部
大
阪
弁
で
い
い
か
え
て
お
く
。

人
々
が
、
あ
る
労
働
生
産
物
（
商
品
）
と
別
の
商
品
が
同
じ
価
値
の
も
の
だ
と
見
な
す
の
は
、

そ
の
生
産
物
を
作
り
出
す
の
に
同
じ
だ
け
の
労
働
が
つ
ぎ
込
ま
れ
た
た
め
だ
と
初
め
か
ら
考
え
て

い
る
か
ら
で
は
お
ま
へ
ん
。
逆
で
ん
ね
ん
。
人
々
は
、
実
際
に
生
産
物
を
交
換
す
る
と
き
に
、
例

え
ば
そ
の
ス
テ
テ
コ
一
ダ
ー
ス
と
米
一
キ
ロ
を
、
同
じ
価
値
で
ん
な
ぁ
、
と
、
ま
ず
認
め
合
っ
て
、

交
換
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
双
方
の
商
品
の
生
産
に
つ
ぎ
こ
ま
れ
た
労
働
は
同
じ
、
と
後
か
ら
考

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

え
る
の
で
あ
る
。
※
す
て
て
こ
＝
ズ
ボ
ン
下
の
一
種
。
さ
る
ま
た
よ
り
長
く
、
膝
の
下
あ
た
り
ま
で
あ
る
。

⑧

●
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
等
置
と
い
う
行
為
の
前
提
と
な
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
、

そ
の
行
為
に
対
し
て
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
◆
問
３
自

ら
の
前
提
が
、
後
か
ら
遡
及
的
に
満
た
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
マ
ル
ク
ス
は
、
右
の
文
章
に
続

け
て
、
次
の
よ
う
な
含
蓄
深
い
言
葉
を
付
け
加
え
る
。

人
々
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
、
だ
が
、
そ
れ
を
行
う
の
で
あ
る
。
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▽
遡
及
＝
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
。
含
蓄
＝
深
い
意
味
が
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
。

そ
き
ゅ
う

が
ん
ち
く

「
等
置
と
い
う
行
為
の
前
提
と
な
る
べ
き
こ
と
が
ら
」
と
は
、
先
の
例
で
は
、「
労
働
の
価
値
が

同
じ
」
と
い
う
こ
と
。「
そ
の
行
為
に
対
し
て
遅
れ
て
や
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
い
う
の
は
、

「
労
働
の
量
（
価
値
）
が
同
じ
や
」
と
い
う
の
は
、
等
置
し
、
交
換
す
る
と
い
う
実
際
の
行
為
が
終

、
、
、
、

わ
っ
て
か
ら
、
考
え
た
ら
そ
う
い
う
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
に
気
づ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

と
り
あ
え
ず
、
後
か
ら
考
え
た
ら
、
と
表
現
し
た
が
、「
人
々
は
そ
の
こ
と
（
前
提
）
を
意
識
し

な
い
、
だ
が
、
そ
れ
を
行
う
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
表
現
に
忠
実
に
考
え
る
な
ら
、
後
か
ら
前
提
を

意
識
・
自
覚
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
行
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
前
提
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
点
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

◆
問
３
「
自
ら
の
前
提
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

⑦
段
落
の
労
働
価
値
説
の
説
明
部
分
に
注
目
。

「
あ
る
商
品
と
あ
る
商
品
が
交
換
さ
れ
た
り
、
等
価
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生

産
に
投
下
さ
れ
て
い
る
人
間
労
働
―
―
た
だ
し
そ
の
質
的
な
差
異
性
を
捨
象
し
た
抽
象
的
人
間
労
働

―
―
の
量
が
等
価
だ
か
ら
」。

ひ
っ
く
り
返
す
と
、

「
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生
産
に
投
下
さ
れ
て
い
る
人
間
労
働
の
量
が
等
価
だ
か
ら

→
あ
る
商
品
と
あ
る
商
品
が
交
換
さ
れ
た
り
、
等
価
と
見
な
さ
れ
る
」。

傍
線
部
が
、「
前
提
」
に
あ
た
る
。

〔
解
答
例
１
〕「
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生
産
に
投
下
さ
れ
て
い
る
人
間
労
働
の
量
が
等
価
で
あ
る
と

い
う
前
提
。」

次
は
、
交
換
さ
れ
る
場
合
の
前
提
、
と
い
う
意
味
を
き
ち
ん
と
入
れ
た
例
。

〔
解
答
例
２
〕「
商
品
ど
う
し
が
等
価
と
見
な
さ
れ
交
換
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
の
生
産

に
投
下
さ
れ
て
い
る
人
間
労
働
の
量
は
等
価
で
あ
る
と
い
う
前
提
。」

⑨

●
こ
の
最
後
の
言
葉
は
、
前
提
と
そ
の
帰
結
と
の
間
に
転
倒
が
ど
こ
で
生
じ
て
い
る
の
か
を
説
明
し

て
い
る
。
前
提
が
遡
及
的
に
充
足
さ
れ
る
の
は
、
行
為
の
水
準
（
そ
れ
を
行
う
の
で
あ
る
）
で
あ
っ
て
、

意
識
の
水
準
（
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
）
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
々
が
身
体
的
な
水
準
に
お
い
て
現

に
行
っ
て
い
る
こ
と
と
、「
行
っ
て
い
る
」
と
言
語
的
な
水
準
で
把
握
し
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
ず

れ
が
あ
る
の
だ
。
人
々
は
、
ま
さ
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
言
語
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
形
式
に

お
い
て
は
見
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
の
説
話
の
中
で
、
別
当
の
病
と
い
う
兆
候
が
示
し
て

い
る
の
も
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
タ
イ
プ
の
ず
れ
で
あ
る
。
別
当
は
、
身
体
的
に
は
す
で
に
馬
頭
観
音

と
人
々
の
親
密
な
関
係
を
承
認
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
の
だ
。

▽
む
ず
か
し
そ
う
な
語
句
は
、
適
宜
い
い
か
え
つ
つ
、
確
認
し
て
い
く
。
言
い
回
し
が
難
し
そ
う
で

も
、
じ
つ
は
い
っ
て
い
る
こ
と
は
そ
う
で
も
な
い
と
い
う
場
合
が
多
い
。
▼
ビ
ビ
る
な
！

「
前
提
と
そ
の
帰
結
と
の
間
の
転
倒
」
→
あ
る
考
え
を
前
提
と
し
て
、
あ
る
行
為
が
帰
結
す
る
、

と
常
識
的
・
論
理
的
に
は
考
え
る
が
、
実
際
に
生
じ
て
い
る
の
は
、
行
為
と
い
う
帰
結
の
ほ
う
が
〈
先
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に
〉
実
現
し
て
い
て
、
前
提
は
そ
の
〈
後
に
〉
自
覚
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
論
理
的
な
前
／
後
の
順

序
の
転
倒
が
生
じ
て
い
る
。

「
前
提
が
遡
及
的
に
充
足
さ
れ
る
」
→
前
提
は
後
か
ら
影
響
を
与
え
る
。
前
提
と
い
う
の
は
、
こ

こ
で
は
、
真
実
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
て
い
い
。
別
当
の
話
で
は
、「
観
音
様
と
遊
ん
で
い
い
」
が

前
提
＝
真
実
。
マ
ル
ク
ス
で
は
「
商
品
の
価
値
＝
労
働
の
量
」
が
真
実
。
そ
れ
ら
の
前
提
＝
真
実
が

力
を
発
揮
す
る
の
は
、
行
為
の
水
準
だ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
別
当
の
話
で
は
、
言
語
の

水
準
で
は
、
「
遊
ぶ
な
」
と
発
言
し
て
お
り
、
真
実
は
生
き
て
い
な
い
（
注
。
発
言
す
る
こ
と
は
こ

の
例
話
の
場
合
、
行
為
の
水
準
で
は
な
い
。
言
語
の
水
準
）。
し
か
し
、
本
人
も
知
ら
な
い
う
ち
に
、

行
為
（
身
体
）
の
水
準
に
は
力
を
お
よ
ぼ
し
て
い
て
、
彼
は
真
実
を
裏
切
っ
た
言
葉
を
発
し
た
せ
い

で
、
病
気
に
な
る
。
彼
は
身
体
（
行
為
）
的
な
水
準
で
は
と
っ
く
に
「
遊
ん
で
い
い
」
と
思
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
例
で
は
、
商
品
の
交
換
を
す
る
人
々
は
、
行
為
の
水
準
で
「
商
品
の
価

値
＝
労
働
の
量
」
だ
と
い
う
真
実
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑩

●
要
す
る
に
、
別
当
に
対
し
て
現
れ
て
い
る
世
界
が
、
複
層
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
ぐ
に
言
語
化
さ
れ
意
識
さ
れ
る
層
、
つ
ま
り
さ
し
あ
た
っ
て
見
え
て
い
る
層
が
、
表
層
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
下
に
、
も
う
一
つ
の
層
、
身
体
的
な
層
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
二
つ
の
層
は
き

れ
い
に
順
接
し
て
お
ら
ず
、
逆
接
し
て
い
る
。（
一
方
の
層
で
見
え
て
い
る
こ
と
が
、
他
方
の
層
で

否
定
さ
れ
る
。
）
こ
の
逆
接
が
強
い
る
「
無
理
」
が
、
病
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
病
は
、

言
っ
て
み
れ
ば
、
地
表
に
露
出
し
た
深
部
の
地
層
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

▽
整
頓
。
１
「
す
ぐ
に
言
語
化
可
能
な
層
」
＝
表
層

２
「
身
体
的
な
層
」「
す
ぐ
に
は
言
語
化
で
き
な
い
層
」
＝
深
層

⑪

●
こ
の
よ
う
な
別
当
の
世
界
の
◆
問
４
内
的
な
複
層
性
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
説
話
が
実
感
を
も

っ
て
語
ら
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
共
同
体
の
社
会
構
造
自
身
が
こ
れ
と
同
型
的
な
複
層
的
な
構
成

を
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
類
推
を
誘
う
。

▽
こ
の
説
話
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
話
は
伝
わ
っ
て
い
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感

じ
て
い
る
の
は
、
遠
野
の
人
た
ち
。
遠
野
の
社
会
の
構
造
も
、
表
の
層
／
深
い
層
の
二
つ
か
ら
成
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

◆
問
４
「
内
的
な
複
層
性
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

さ
き
の
整
頓
を
利
用
。

〔
解
答
例
〕「
す
ぐ
に
言
語
化
可
能
な
表
層
の
す
ぐ
下
に
、
も
う
一
つ
の
身
体
的
な
深
層
が
あ
る
こ
と
。」

●
観
音
像
は
、
村
落
の
共
同
体
の
統
一
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
超
越
性
を
具
現
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

説
話
は
、
こ
の
超
越
性
を
準
拠
点
に
し
て
、
二
種
類
の
（
社
会
的
な
）
関
係
性
が
張
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
に
は
、
観
音
像
を
共
同
体
の
中
の
生
き
た
仲
間
の
よ
う
な
も
の
と
見
な

し
、
子
供
た
ち
が
楽
し
け
れ
ば
相
手
の
観
音
像
も
楽
し
い
は
ず
だ
と
い
う
快
楽
の
相
互
反
射
の
関
係

の
内
に
観
音
像
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な
感
覚
が
生
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
超
越
的
な
存
在
が
、
相
互
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反
射
的
な
二
者
関
係
か
ら
明
確
に
離
陸
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
説
話
は
、「
観

音
像
を
な
れ
な
れ
し
く
扱
っ
た
り
、
粗
末
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
禁
止
が
成
り
立
つ
よ
う

な
関
係
の
様
態
が
、
こ
の
共
同
体
の
中
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種

の
禁
止
が
成
り
立
つ
関
係
と
は
、
観
音
像
を
共
同
体
の
成
員
た
ち
の
相
互
的
な
規
定
の
関
係
か
ら
距

離
化
さ
れ
た
場
所
に
位
置
づ
け
、
観
音
像
の
存
在
が
―
―
そ
し
て
観
音
の
超
越
性
を
代
行
す
る
も
の

（
た
と
え
ば
説
話
の
中
で
は
別
当
）
が
―
―
一
方
的
に
成
員
た
ち
の
行
為
を
規
定
す
る
よ
う
な
関
係

の
こ
と
で
あ
る
。
別
当
の
怒
り
の
忠
告
が
功
を
奏
し
た
こ
と
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

表
面
的
に
は
、
こ
の
共
同
体
の
内
部
で
は
、
後
者
の
関
係
性
が
支
配
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

▽
▼
対
比
ツ
ー
ル
。「
二
種
類
の
…
」
で
ピ
ン
と
来
な
く
て
は
！

「
一
方
に
は
」「
他
方
で
」
を
チ

ェ
ッ
ク
で
き
た
か
？

し
か
し
、
こ
こ
は
三
つ
に
整
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

０
観
音
像
＝
村
の
統
一
性
を
保
証
す
る
超
越
的
存
在
。

１
観
音
像
＝
相
互
に
楽
し
む
共
同
体
の
中
の
生
き
た
仲
間
（
深
層
。
子
供
た
ち
に
象
徴
さ
れ
る
）

２
観
音
像
＝
一
方
的
に
成
員
た
ち
の
行
為
を
規
定
す
る
存
在
（
表
層
。
表
面
的
に
は
支
配
的
。
別
当

に
象
徴
さ
れ
る
）

神
さ
ま
み
た
い
な
も
の
で
、
村
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
ヘ
ソ
の
よ
う
な
存
在
な
の
だ
が
、
二
つ
の
顔

が
あ
っ
て
、
一
つ
は
同
じ
仲
間
と
い
う
や
さ
し
い
顔
、
も
う
一
つ
は
支
配
者
と
い
う
厳
し
い
顔
。

⑫

●
前
者
の
関
係
性
―
―
超
越
的
な
観
音
を
共
同
体
内
の
相
互
的
な
反
射
の
方
に
解
消
し
よ
う
と
す
る

関
係
性
―
―
は
、
説
話
の
中
で
は
、
子
供
た
ち
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
別

当
の
内
的
な
世
界
の
中
で
は
、
身
体
性
の
水
準
に
対
応
し
よ
う
。
後
者
の
関
係
性
―
―
観
音
を
隔
絶
し
た

超
越
性
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
で
営
ま
れ
る
関
係
性
―
―
は
、
子
供
た
ち
を
叱
る
別
当
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
。
こ
ち
ら
は
、
別
当
の
内
的
な
世
界
に
お
い
て
は
、
言
語
性
の
水
準
に
対
応
す
る
。

▽
▼
対
比
ツ
ー
ル
。
前
者
／
後
者
。
相
互
的
観
音
像
―
身
体
性
の
水
準
／
超
越
的
観
音
像
―
言
語
性
の
水
準
。

●
最
後
に
、
表
面
的
な
後
者
の
優
越
と
は
裏
腹
に
、
究
極
的
に
は
◆
問
５
前
者
こ
そ
が
社
会
構
造
全

体
の
要
で
あ
り
、
後
者
を
支
え
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
要
素
は
、
つ
ま
り
病
と
い
う
身
体
的
な

兆
候
に
対
応
す
る
社
会
構
造
上
の
要
素
は
、
巫
女
で
あ
る
。

▽
長
い
文
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
半
と
後
半
に
分
け
て
お
こ
う
。

・
表
面
的
な
後
者
の
優
越
と
は
裏
腹
に
、
究
極
的
に
は
前
者
こ
そ
が
社
会
構
造
全
体
の
要
で
あ
り
、

後
者
を
支
え
規
定
し
て
い
る
。
→
じ
つ
は
、
相
互
的
観
音
像
の
ほ
う
が
、
根
本
的
な
も
の
だ
。

・
そ
れ
を
示
す
要
素
＝
巫
女
。
→
巫
女
は
、
表
層
で
は
見
え
な
か
っ
た
こ
と
を
見
せ
て
く
れ
る
。
巫

女
に
よ
っ
て
、
村
人
は
真
実
（
前
提
）
を
知
る
。

◆
問
５
「
前
者
」
と
は
何
を
さ
す
か
。

抜
き
出
し
で
い
い
な
ら
、

〔
解
答
例
１
〕「
超
越
的
な
観
音
を
共
同
体
内
の
相
互
的
な
反
射
の
方
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
関
係
性
。」

わ
か
り
や
す
く
、
と
い
う
注
文
が
付
い
た
ら
、
⑪
段
落
の
表
現
を
借
り
て
、

〔
解
答
例
２
〕「
観
音
様
を
共
同
体
の
中
の
生
き
た
仲
間
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
、
お
互
い
に
楽
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し
さ
を
与
え
合
お
う
と
す
る
関
係
。」

と
し
て
も
い
い
。

⑬

●
〔
読
３
〕
社
会
的
な
経
験
を
〈
見
る
〉
た
め
に
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
見
る
こ
と
を
否
定
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
験
の
深
層
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
表
層
に
お
け
る
視
点
を
離
れ
、
も
う

一
つ
の
別
の
視
点
に
移
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
見
る
こ
と
の
否
定
は
、
こ
の
視
点
の
移
行
の
た
め

の
前
提
条
件
に
な
る
の
だ
。
そ
し
て
、
移
行
先
に
な
る
そ
の
「
も
う
一
つ
の
別
の
視
点
」
こ
そ
が
、

説
話
の
中
で
は
、
巫
女
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
説
話
の
中
で
、
た
だ
巫
女
だ
け

が
、
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
〈
真
実
〉
を
見
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
巫
女
だ
け
が
、
人
々
が

そ
う
と
は
意
識
す
る
こ
と
な
く
行
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
巫

女
は
、
別
当
で
さ
え
も
、
観
音
と
人
々
と
の
相
互
反
射
的
な
関
係
を
す
で
に
承
認
し
て
お
り
、
そ
の

よ
う
な
承
認
を
基
礎
に
し
て
他
の
諸
経
験
を
積
み
上
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
抜
い
て
い
る
。

▽
巫
女
だ
け
が
、
す
べ
て
を
見
て
い
る
。
巫
女
は
「
も
う
一
つ
の
別
の
視
点
」
を
も
っ
て
い
る
。
マ

ル
ク
ス
が
、
人
々
が
そ
う
と
は
意
識
せ
ず
、
商
品
の
価
値
に
つ
い
て
の
真
実
に
基
づ
い
て
交
換
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
巫
女
的
な
視
点
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

●
社
会
的
な
秩
序
を
結
節
す
る
経
験
の
構
成
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
◆
問
６

人
々
は
こ
れ
を
意
識
し
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
行
う
。」
と
言
わ
れ
る
と
き
の
そ
の
行
っ
て
い

る
こ
と
を
見
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

▽
「
行
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
」
と
は
、
身
体
の
水
準
を
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
経

験
が
社
会
の
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
根
本
的
な
こ
と
と
は
何
な
の
か
、
そ
れ
は
表
層
で

は
な
く
、
深
層
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
深
層
を
見
る
た
め
に
は
、
表
層
を
見
る
こ
と
に
な
れ
て
し
ま

っ
た
目
を
い
っ
た
ん
ふ
さ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
見
る
こ
と
の
否
定
と
は
、
表
層
を
見
る
こ
と
の

否
定
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
問
６
は
⑭
の
後
で
。

⑭

●
そ
れ
に
し
て
も
、
社
会
学
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
別
当
や
子
供
た
ち
の
経
験
の
〈
真
実
〉
が
、

別
当
の
内
的
な
視
点
に
対
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
子
供
の
視
点
に
対
し
て
で
す
ら
な
く
、
巫
女
と
い

う
ど
ち
ら
に
と
っ
て
も
他
者
で
あ
る
視
点
に
対
し
て
、
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
当
の
悲
劇

を
も
た
ら
し
た
の
は
、
自
ら
自
身
が
経
験
し
て
い
る
世
界
が
、
自
ら
自
身
の
視
点
に
対
し
て
死
角
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
が
自
ら
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
こ
と
の
究
極
の
原

因
は
こ
こ
に
あ
る
。
行
為
や
経
験
に
お
い
て
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
に
対
し
て
一
貫
性
を

呈
す
る
よ
う
な
視
点
は
、
ま
ず
第
一
義
的
に
は
、
行
為
し
た
り
経
験
し
て
い
る
当
人
の
視
点
で
は
な

く
、
他
者
の
視
点
な
の
で
あ
る
。
行
為
・
経
験
は
、
そ
の
他
者
に
対
し
て
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
意

識
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
行
為
し
た
り
経
験
し
た
り
し
て
い
る
当
人
に
と
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、

把
握
し
が
た
い
不
合
理
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

▽
▼
重
要
な
こ
と
は
。「
行
為
し
た
り
経
験
し
た
り
し
て
い
る
当
人
」
の
や
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
一
貫
し
た
説
明
が
で
き
る
の
は
、
当
人
で
は
な
い
。
そ
れ
を
外
か
ら
見
て
い
る
巫
女
的
存
在
な

の
で
あ
る
。
②
段
落
で
、
巫
女
の
洞
察
が
社
会
学
の
機
能
と
同
じ
だ
、
と
い
っ
て
い
た
が
、
そ
う
な
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る
と
、
社
会
学
と
は
、
現
実
の
社
会
で
の
行
為
・
経
験
に
つ
い
て
、
一
貫
し
た
説
明
が
可
能
な
真
実

を
見
出
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

◆
問
６
「
人
々
は
こ
れ
を
意
識
し
な
い
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。

⑭
段
落
「
人
が
自
ら
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
い
こ
と
の
究
極
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
」

を
チ
ェ
ッ
ク
。「
こ
こ
」
と
は
？

直
前
の
文
。

〔
解
答
例
１
〕「
自
ら
自
身
が
経
験
し
て
い
る
世
界
が
、
自
ら
自
身
の
視
点
に
対
し
て
死
角
に
な
っ

て
い
る
か
ら
。」

少
し
書
き
換
え
た
例
。

〔
解
答
例
２
〕「
自
分
自
身
が
経
験
し
て
い
る
世
界
は
、
自
分
自
身
の
視
点
か
ら
は
見
え
な
い
か
ら
。
」

な
ぜ
、
見
え
な
い
の
で
す
か
、
と
、
も
う
一
度
訊
き
た
く
な
る
が
、
こ
れ
以
上
は
本
文
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
。
自

分
で
自
分
は
見
え
な
い
、
視
点
を
ず
ら
さ
な
い
と
見
え
な
い
、
と
い
う
の
は
経
験
上
、
直
観
的
に
理
解
で
き
る
け
れ

ど
。
そ
し
て
、
た
ぶ
ん
こ
れ
は
真
実
だ
。
他
者
の
視
点
の
大
切
さ
が
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
。

■
読
解
問
題
１
「
「
原
初
の
社
会
学
」
と
い
う
の
は
、
他
の
諸
実
践
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
社
会
学
」

と
し
て
の
固
有
の
方
法
的
な
自
覚
を
未
だ
に
獲
得
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
こ
で
分
析
さ
れ
て
い
る
当

の
社
会
―
―
遠
野
の
共
同
体
―
―
の
中
で
は
、
今
日
の
社
会
学
が
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
中
で
果
た
し

て
い
る
の
と
等
価
な
働
き
を
担
っ
た
知
的
な
営
み
に
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「
社
会
学
」

の
働
き
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
六
〇
字
以
内
。

☆
答
案
ま
で
の
手
順
を
学
習
せ
よ
。

こ
の
直
後
、「(

原
初
的
な
）
社
会
学
に
対
応
し
て
い
る
の
は
、
別
当
の
病
の
原
因
を
看
破
し
た
巫

女
の
洞
察
で
あ
る
」
と
あ
る
。
∴
社
会
学
＝
巫
女
。
巫
女
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
⑫
⑬
⑭
。
巫
女
の

機
能
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
が
、
す
な
わ
ち
、
社
会
学
の
機
能
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
な
る
は
ず
だ
。

⑬
に
集
中
し
て
現
れ
る
、〈
巫
女
は
…
を
見
て
い
る
〉
と
い
う
内
容
を
拾
い
出
そ
う
。

・
巫
女
は
、
経
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
真
実
を
、
見
る
。

・
巫
女
は
、
人
々
が
意
識
す
る
こ
と
な
く
行
っ
て
い
る
こ
と
を
、
見
る
。

・
巫
女
は
、（
別
当
の
）
経
験
の
真
実
を
、
見
抜
い
て
い
る
。

続
く
、

「
社
会
的
な
秩
序
を
結
節
す
る
経
験
の
構
成
を
認
識
す
る
」

と
い
う
の
も
、
巫
女
が
…
を
見
る
、
に
対
応
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
巫
女
は
、（
社
会
的
な
秩
序
を
結
節
す
る
）
経
験
の
構
成
を
、
認
識
す
る
。

※
社
会
的
な
秩
序
＝
社
会
構
造
。
※
結
節
＝
結
び
合
わ
せ
る
こ
と
。

巫
女
を
社
会
学
に
置
き
換
え
て
ま
と
め
る
。

・
社
会
学
は
、
人
々
が
意
識
す
る
こ
と
な
く
経
験
し
て
い
る
こ
と
の
真
実
を
見
抜
く
。

さ
ら
に
、
視
点
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
れ
て
、
～
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
を
補
う
。

・
社
会
学
は
、
経
験
し
て
い
る
人
と
は
違
う
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
意
識
す
る
こ
と

な
く
経
験
し
て
い
る
こ
と
の
真
実
を
見
抜
く
。
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社
会
学
の
こ
と
な
の
で
、
「
社
会
的
な
秩
序
を
結
節
す
る
＝
社
会
の
構
造
を
形
成
し
て
い
る
」
と

い
う
修
飾
句
を
使
う
。
意
識
す
る
こ
と
な
く
＝
無
意
識
の
、
深
層
の
。

・
社
会
学
は
、
経
験
し
て
い
る
人
と
は
違
う
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
層
に
お
い
て
社
会
の

構
造
を
形
成
し
て
い
る
諸
経
験
の
真
実
を
見
抜
く
。

〔
解
答
例
〕
「
経
験
し
て
い
る
当
人
と
は
違
う
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
深
層
に
お
い
て
社
会

の
構
造
を
形
成
し
て
い
る
諸
経
験
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
働
き
。」

■
読
解
問
題
２
「
構
造
の
不
一
致
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
六
〇
字
以
内
。

▼
キ
ー
ワ
ー
ド
探
索
。「
不
一
致
」「
一
致
」
で
探
す
と
、
⑥
段
落
「
身
体
の
水
準
で
生
き
そ
し
て

見
て
い
る
も
の
と
、
言
語
の
水
準
で
自
ら
が
『
生
き
そ
し
て
見
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
こ
と
』
と

が
一
致
し
て
い
な
い
」
が
見
つ
か
る
。

ま
た
、「
身
体
の
水
準
」「
言
語
の
水
準
」
で
見
る
と
、
⑨
段
落
「
人
々
が
身
体
的
な
水
準
に
お
い

て
現
に
行
っ
て
い
る
こ
と
と
、「
行
っ
て
い
る
」
と
言
語
的
な
水
準
で
把
握
し
て
い
る
こ
と
と
の
間

に
は
、
ず
れ
が
あ
る
の
だ
」
が
見
つ
か
る
。
同
じ
主
旨
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

〔
解
答
例
〕
「
身
体
的
な
水
準
に
お
い
て
現
に
行
っ
て
い
る
こ
と
と
、
言
語
的
な
水
準
で
自
覚
的
に

把
握
し
て
い
る
こ
と
と
が
一
致
せ
ず
、
ず
れ
が
あ
る
こ
と
。」

■
読
解
問
題
３
「
社
会
的
な
経
験
を
〈
見
る
〉
た
め
に
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
見
る
こ
と
を
否
定
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
し
な
さ
い
。
一
二
〇
字
以
内
。

☆
な
ぜ
型
→
ど
の
よ
う
に
型
。
ま
っ
た
く
同
じ
構
造
の
文
が
次
に
続
く
。
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と

な
の
か
、
を
あ
る
程
度
説
明
し
て
い
る
。

「
経
験
の
深
層
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
表
層
に
お
け
る
視
点
を
離
れ
、
も
う
一
つ
の
別
の
視
点

に
移
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」

さ
ら
に
、
何
の
た
め
に
そ
う
す
る
の
か
、
そ
う
し
た
ら
、
何
が
得
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
と
こ

ろ
を
含
め
た
い
。
全
体
を
見
渡
し
て
。
二
文
の
対
応
か
ら
、
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
。

・
社
会
的
な
経
験
を
〈
見
る
〉
→

経
験
の
深
層
に
到
達
す
る

・
見
る
こ
と
を
否
定
→
表
層
に
お
け
る
視
点
を
離
れ
、
も
う
一
つ
の
別
の
視
点
に
移
る

前
者
に
は
、
肝
心
な
社
会
的
な
経
験
と
は
深
層
の
経
験
な
の
だ
と
い
う
注
釈
が
必
要
。
⑫
の
終
わ

り
、「
前
者
こ
そ
社
会
構
造
の
要
」
と
い
っ
た
主
張
に
注
目
。

後
者
に
は
、
別
の
視
点
か
ら
何
を
見
る
の
か
を
補
う
必
要
あ
り
。
見
て
ど
う
す
る
の
か
、
を
書
か

な
い
と
、
な
ぜ
、
に
対
す
る
解
答
と
し
て
は
不
足
。

〔
解
答
例
〕
「
社
会
を
形
成
し
て
い
る
経
験
の
深
層
こ
そ
が
、
社
会
構
造
の
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
認

識
す
る
た
め
に
は
、
社
会
の
表
層
だ
け
を
見
る
視
点
か
ら
離
れ
、
も
う
一
つ
別
の
視
点
に
移
動
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
そ
う
と
は
意
識
す
る
こ
と
な
く
行
っ
て
い
る
こ
と
を
見
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
ら
。」


