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■
凡
例

１

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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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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■
前
提

『
現
代
文
キ
ー
ワ
ー
ド
』
的
な
用
語
多
し
。「
テ
ク
ス
ト
」「
主
体
」「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」｢

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
」「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」「
リ
テ
ラ
シ
ー
」。
カ
タ
カ
ナ
語
も

多
い
。
こ
れ
ら
の
意
味
の
理
解
が
不
正
確
な
ま
ま
で
は
、
と
て
も
読
め
な
い
感
じ
。

■
追
跡

①

批
評
的
な
読
み
、
あ
る
い
は
「
抵
抗
す
る
読
み
」
は
別
に
特
権
的
な
読
み
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
も
ま
た
、
一
つ
の
選
択
的
な
読
み
方
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
れ
を
選
択
し
た

読
者
は
、
そ
れ
と
は
違
う
仕
方
で
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
れ
と
は
違
う
読
み
方
で
読
ん
で
い

る
読
者
が
同
じ
テ
ク
ス
ト
か
ら
現
に
読
み
出
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
直
接
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

▽
正
確
に
読
み
取
っ
て
お
こ
う
。
批
評
的
な
読
み
（
抵
抗
す
る
読
み
）
＝
選
択
的
な
読
み
の
一
つ
…

自
分
が
選
択
し
た
読
み
方
で
し
か
読
め
な
い
。
例
え
ば
、｢

舞
姫
」
を
、
エ
リ
ス
に
共
感
し
な
が
ら

読
む
こ
と
を
（
い
つ
の
ま
に
か
）
選
択
し
た
人
は
、
豊
太
郎
に
共
感
し
な
が
ら
読
む
人
が
発
見
し
て

い
る
も
の
（
例
え
ば
豊
太
郎
を
裏
切
る
も
の
は
彼
自
身
の
誠
実
さ
で
あ
る
こ
と
だ
と
か
）
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
読
み
が
あ
る
な
ん
て
気
づ
き
も
し
な
い
。

②

そ
の
意
味
で
、「
同
意
す
る
読
み
手
」
も
、「
抵
抗
す
る
読
み
手
」
も
、
テ
ク
ス
ト
と
の
相
互
干

渉
の
う
ち
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
一
回
的
で
ユ
ニ
ー
ク
な
読
み
手
と
し
て
形
成
さ
れ
て
、
そ
の
人
以
外

の
誰
も
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
を
主
体
的
に
読
み
出
し
て
い
る
と
い
う

点
に
お
い
て
は
本
質
的
に
等
格
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

▽
恐
ら
く
、
議
論
の
途
中
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
が
争
点
か
、
わ
か
り
に
く
い
。
想
定
さ

れ
て
い
る
対
立
は
何
か
。
テ
ク
ス
ト
に
「
同
意
す
る
読
み
手
」
と
「
抵
抗
す
る
読
み
手
」
が
い
る
。

無
批
判
に
〈
作
者
〉
の
描
く
こ
と
に
同
意
し
て
し
ま
う
素
朴
で
無
自
覚
な
読
者
と
、
批
判
的
に
、〈
作

者
〉
の
見
落
と
し
て
い
る
こ
と
や
偏
見
を
見
抜
き
つ
つ
読
む
、
主
体
的
な
読
者
が
い
る
。
主
体
的
な

読
者
の
方
が
、
無
自
覚
な
読
者
よ
り
偉
い
！
と
い
う
考
え
が
想
定
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
す
る
。
筆
者

は
、
そ
の
考
え
に
対
し
て
、
反
論
し
て
い
る
よ
う
だ
。

、
、
、
、
、
、

「
ど
っ
ち
の
読
み
手
も
同
じ
じ
ゃ
な
い
か
。
ど
っ
ち
も
、
そ
の
人
な
ら
で
は
の
意
味
を
、
そ
の
テ

ク
ス
ト
＝
作
品
か
ら
読
ん
で
い
る
だ
け
だ
」

③

ど
の
よ
う
な
読
み
の
構
え
を
選
ん
で
も
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
も
の
は
自
分
の
身
体
を
テ
ク
ス
ト
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に
ね
じ
り
込
む
よ
う
に
し
て
、
主
体
的
、
能
動
的
に
「
自
分
に
固
有
」
の
意
味
を
読
み
出
し
て
ゆ
く

他
な
い
。
ひ
と
り
の
読
み
手
に
は
一
回
に
一
つ
だ
け
の
読
み
方
し
か
許
さ
れ
な
い
。
同
時
に
複
数
の

読
み
手
に
な
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
読
ん
だ
り
、
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
同
時
に
複
数
の
水
準
の
意
味
を

汲
み
上
げ
た
り
す
る
器
用
な
芸
当
は
人
間
に
は
で
き
な
い
。
登
場
人
物
に
共
感
し
て
い
る
と
き
に
は
、

そ
の
言
動
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
（
分
か
っ
て
い
て
も
）
主
題
化
し
な
い
。
そ
れ
は
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

心
理
学
の
実
験
で
、
「
向
か
い
合
っ
て
い
る
二
人
の
女
の
白
い
横
顔
」
と
「
黒
い
花
瓶
」
を
同
時
に

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
◆
問
１
似
て
い
る
。
人
間
は
同
時
に
二
つ
の
視
座
に
立
つ
こ
と
は
で
き

何

が

ど

の

よ

う

に

な
い
。

▽
問
題
集
に
載
っ
て
い
る
「
ル
ビ
ン
の
壺
」
を
見
よ
う
。「
顔
」
が
見
え
て
い
る
と
き
は
、「
花
瓶
」

は
見
え
な
い
。
両
方
の
見
え
方
が
あ
る
こ
と
は
、
頭
で
は
わ
か
る
が
、
体
験
と
し
て
は
別
々
だ
。「
顔
」

、
、
、
、
、
、

と
「
花
瓶
」
が
瞬
間
瞬
間
切
り
替
わ
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
二
つ
の
意
味
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

例
え
ば
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
〈
男
性
〉
の
立
場
で
語
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
〈
男
性
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〉
か
ら
の
見
落
と
し
（｢

お
嬢
さ
ん
の
気
持
ち
は
ど
う
な
る
ん
だ
！
」）
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
筋
の
展
開
を
ど
き
ど
き
し
な
が
ら
追
っ
て
い
る
読
者
に
は
、
そ
の
と
き
は
、
そ

、
、
、
、
、

の
こ
と
は
視
界
に
入
ら
な
い
。

◆
問
１
「
似
て
い
る
」
と
は
、
何
が
、
ど
の
よ
う
に
？

☆
傍
線
部
を
伸
ば
し
て
、「
Ａ
そ
れ
は
、
／
Ｂ
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
実
験
で
、「
向
か
い
合
っ

て
い
る
二
人
の
女
の
白
い
横
顔
」
と
「
黒
い
花
瓶
」
を
同
時
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
／
と
似
て

い
る
。」
と
は
？
と
い
う
形
に
し
、
Ａ
・
Ｂ
を
言
い
換
え
る
。
Ａ
・
Ｂ
は
対
応
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

で
き
る
だ
け
表
現
も
同
形
に
す
る
と
い
い
。
答
案
が
シ
ャ
ー
プ
に
な
る
。

（
解
答
例
）
「
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
、
あ
る
意
味
を
読
み
出
し
て
い
る
と
き
に
、
同
時
に
別
の
意
味

を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
知
覚
に
お
い
て
、
一
つ
の
見
え
方
を
し
て
い
る
と
き

は
、
同
時
に
別
の
見
え
方
は
で
き
な
い
の
と
似
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
。」

④

す
べ
て
の
読
み
手
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
仕
方
で
物
語
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
没
入
の
仕
方

は
読
み
手
ひ
と
り
ひ
と
り
で
異
な
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
「
没
入
の
仕
方
」
を

規
定
す
る
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
他
に
、
読
者
の
階
級
、
国
籍
、
人
種
、

宗
教
、
家
庭
環
境
、
読
書
歴
、
身
体
能
力
、
性
的
嗜
癖
…
…
な
ど
な
ど
無
数
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
、
読

み
手
の
「
読
み
方
」
に
関
与
す
る
。

▽
議
論
の
中
心
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
社
会
的
な
性
差
）
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

男
ら
し
い
こ
と
」

が
社
会
的
に
強
い
立
場
と
な
っ
て
い
る
社
会
や
文
化
で
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
社
会
的
強
者
＝
男
、

と
い
う
方
程
式
が
し
み
込
ん
で
い
る
。
無
意
識
に
そ
の
方
程
式
を
身
に
つ
け
て
い
る
者
は
、
あ
ら
ゆ

る
物
語
を
、
つ
い
、
そ
の
視
点
で
読
ん
で
し
ま
う
。
一
方
、
そ
の
無
意
識
の
方
程
式
に
自
覚
的
で
あ

、
、

る
者
が
、
こ
こ
で
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
「
抵
抗
す
る
読
み
手
（
主
体
）」
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
…
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、

そ
の
他
に
…
」
と
い
う
言
い
方
で
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
視
点
の
「
特
権
性
」
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
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て
い
る
。｢

ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
、
読
み
方
を
決
定
す
る
色
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

⑤

む
し
ろ
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
一
つ
の
ユ
ニ

ー
ク
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
を
読
み
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、【
読
解
１
】
読
者
自
身
が
い
わ
ば
事

後
的
に
「
私
」
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
の
読
者
論
の
中
で
は

と

は

お
そ
ら
く
も
っ
と
も
生
産
的
な
知
見
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

▽
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
視
点
か
ら
読
む
の
が
、
特
権
的
に
重
要
だ
。
い
や
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、

そ
れ
は
色
々
な
視
点
の
一
つ
だ
―
―
と
い
っ
た
議
論
よ
り
、
大
事
な
こ
と
が
あ
る
。
▼
「
む
し
ろ
」

は
不
等
号
。
Ａ
む
し
ろ
Ｂ
。
Ａ＜
Ｂ
。

そ
の
大
事
な
こ
と
と
は
、
ど
う
読
ん
だ
か
に
よ
っ
て
、
自
分
が
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と
。
例
え
ば
、

ど
の
人
物
に
共
感
し
つ
つ
読
ん
だ
か
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
ん
だ
人
が
、
ど
の
よ
う
な
視
点
を
無

意
識
に
と
っ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。｢

こ
こ
ろ
」
の
Ｋ
に
共
感
し
、
Ｋ
の
視
点
か
ら
物
語
の
新
し
い

見
え
方
を
発
見
し
た
読
者
が
い
た
と
す
る
。
そ
う
見
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
で
あ
る
彼
は
、
自

分
の
読
み
の
視
点
に
何
が
含
ま
れ
て
い
た
か
に
気
づ
く
こ
と
に
な
る
。

｢

読
者
論
」
と
は
、
作
品
は
読
者
に
よ
っ
て
色
々
に
読
ま
れ
て
よ
い
、
と
い
う
立
場
を
い
う
（
も

の
す
ご
く
簡
単
に
い
っ
ち
ゃ
う
と
）。
こ
の
逆
が
、
作
家
中
心
の
読
み
方
、
つ
ま
り｢

作
者
の
い
い
た

い
こ
と
は
何
か
」
を
探
る
「
作
品
論
」
や
「
作
家
論
」
だ
。｢

作
者
」
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
じ
ゃ

ん
、
読
者
の
自
由
じ
ゃ
ん
、
と
い
う
の
が
、｢

読
者
論
」。

⑥

私
た
ち
は
あ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
何
を
読
み
出
す
か
」
に
よ
っ
て
、
自
分
が
何
も
の
で
あ
る
か

を
知
る
。

⑦

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
か
つ
て
作
家
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

作
家
が
自
分
は
誰
で
あ
る
か
を
知
り
、
自
己
を
実
現
す
る
の
は
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
で
あ

る
。
作
品
以
前
に
は
、
彼
は
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、
彼
は
い
ま
だ
何
も

の
で
も
な
い
。
作
家
は
作
品
を
書
き
つ
つ
存
在
し
始
め
る
の
だ
。

▽
「
書
き
つ
つ
存
在
す
る
」
と
い
う
の
は
大
事
だ
な
あ
。
前
も
っ
て
何
か
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
書
く
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
分
は
こ
ん
な
人
間
で
、
こ
う
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
た
い
の
で
、
そ
れ
を

書
く
、
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
そ
う
書
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
人
、
い

る
で
し
ょ
う
？

じ
つ
は
、
違
う
ん
だ
な
あ
。）

⑧
「
作
家
」
を
「
読
者
」
に
、「
作
品
」
を
「
読
み
」
に
書
き
換
え
る
と
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
読
者

論
と
し
て
成
り
立
つ
。
こ
の
文
章
は
こ
う
書
き
換
え
ら
れ
る
。

読
者
が
自
分
は
誰
で
あ
る
か
を
知
り
、
自
己
を
実
現
す
る
の
は
、
そ
の
読
み
を
通
じ
て
で
あ

る
。
読
み
以
前
に
は
、
彼
は
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、
彼
は
い
ま
だ
何
も

の
で
も
な
い
。
読
者
は
読
み
つ
つ
存
在
し
始
め
る
の
だ
。

▽
「
読
み
つ
つ
存
在
す
る
」
。
こ
う
な
る
と
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
能
動
的
な
作
業
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
受
動
的
に
、
作
者
様
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
〈
受
け
取
る
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
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は
か
な
り
違
う
「
読
み
」
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。

※
試
験
の
時
は
、「
正
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
れ
た
か
」
が
テ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
っ
て
思
っ
て
い
る
よ
ね
。
で
も
、
正
確
に
言
う
と

そ
れ
は
、
出
題
者
と
い
う
読
者
の
「
読
み
」
と
合
致
し
て
い
る
か
、
の
テ
ス
ト
だ
と
い
う
べ
き
だ
。
特
に
、
選
択
肢
式
の
と
き
は
ね
。

⑨

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
よ
う
な
生
成
的
な
読
み
の
理
論
を
説
い
て
い
る
代
表
的

な
哲
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
こ
の
読
み
の
生
成
的
契
機
を
「
懇
請
／
誘
惑
」（s

o
llicita

tio
n

）
と
名
づ
け
た
。「
懇
請
」
と
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
意
味
を
読
み
出
す
「
読
者
の
主
体
的
介

入
」
の
こ
と
で
あ
る
。

解
釈
は
本
質
的
に
懇
請
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
懇
請
な
し
で
は
言
明
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
う

ち
に
内
在
す
る
「
語
ら
れ
ざ
る
こ
と
」（n

o
n
-
d
it

）
は
テ
ク
ス
ト
の
重
み
の
下
に
息
絶
え
、
文

字
の
う
ち
に
埋
没
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
懇
請
は
個
人
か
ら
発
す
る
。
目
を
見
開
き
、
耳
を
そ

ば
だ
て
、
解
釈
す
べ
き
章
句
を
含
む
書
き
物
の
全
体
に
注
意
を
向
け
、
人
生
に
、
都
市
に
、
街

路
に
、
他
の
人
々
に
も
、
等
し
く
開
か
れ
た
個
人
か
ら
。
懇
請
は
、
そ
の
か
け
が
え
の
な
さ
を

通
じ
て
、
そ
の
つ
ど
代
替
不
能
の
意
味
を
記
号
か
ら
引
き
剥
が
す
こ
と
の
で
き
る
個
人
か
ら
発

す
る
。

▽
こ
う
い
う
独
自
の
用
語
が
出
て
き
た
と
き
は
注
意
。
引
用
文
内
の
用
語
は
特
に
や
っ
か
い
な
の
で
、

地
の
文
で
の
言
い
換
え
を
利
用
し
て
、｢

翻
訳
」
し
つ
つ
読
む
べ
し
。「
懇
請
」
＝
意
味
を
読
み
出
す

と
は

「
読
者
の
主
体
的
介
入
」。
お
れ
の
読
み
、
お
れ
は
こ
う
読
む
、
っ
て
い
う
感
じ
か
。「
言
明
の
テ
ク

ス
チ
ュ
ア
」
は
、
言
い
表
さ
れ
た
こ
と
ば
の
も
つ
手
触
り
、
と
い
う
感
じ
、
こ
と
ば
づ
か
い
に
は
、

手
触
り
、
表
情
が
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
字
面
を
超
え
て
、
そ
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
を
読
み
取
ろ
う
、

読
み
取
り
た
い
と
い
う
願
い
が
、
意
味
の｢

解
釈
」
の
と
き
に
は
必
要
だ
と
い
う
の
だ
。
そ
こ
に
は

代
替
不
能
の
そ
の
人
の
読
み
が
生
成
す
る
。

こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
「
現
代
文
の
解
釈
」
の
際
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
だ
。「
古
文
」
や
「
英
文
」
は
、
入
学
試

験
レ
ベ
ル
の
こ
と
で
い
う
な
ら
、あ
っ
ち
の
こ
と
ば
を
こ
っ
ち
の
こ
と
ば
に
置
き
換
え
れ
ば
オ
ッ
ケ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

「
言
明
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
う
ち
に
内
在
す
る
「
語
ら
れ
ざ
る
こ
と
」」
だ
の
、
行
間
だ
の
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
な
歴
史

的
社
会
的
状
況
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
は
、（
ふ
つ
う
、
そ
れ
ほ
ど
）
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
代

文
、
た
と
え
ば
小
説
の
よ
う
な
も
の
で
も
い
い
が
、
単
語
も
わ
か
る
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
わ
か
る
、
で
も
、
そ
こ
か
ら
何
を
読
み
取

る
の
か
、
と
い
う
次
元
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
、「
目
を
見
開
き
、
耳
を
そ
ば
だ
て
、
…
書
き
物
の
全
体
に
注
意
を
向
け
、
人
生
に
、

都
市
に
、
街
路
に
、
他
の
人
々
に
も
、
等
し
く
開
か
れ
た
」
個
人
の
、
読
み
取
り
た
い
と
い
う
願
い
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。｢

世

界
」
に
目
や
心
を
閉
ざ
し
、
集
団
に
埋
も
れ
た
存
在
か
ら
は
、
読
み
の
生
成
機
能
は
起
動
し
な
い
。

⑩

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
よ
れ
ば
、
読
み
と
い
う
の
は
、
◆
問
２
非
人
称
的
で
叡
知
的
な
ま
な
ざ
し
を
通

と

は

？

じ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
読
み
手
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
生
活
の
唯
一
無
二
性
ゆ
え
に
、

他
の
誰
の
読
み
方
を
も
っ
て
し
て
も
代
え
難
い
ユ
ニ
ー
ク
な
読
み
を
す
る
。
そ
の
よ
う
な
読
み
手
に

対
し
て
の
み
、
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
人
以
外
の
誰
に
よ
っ
て
も
読
み
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
唯

一
無
二
の
意
味
を
贈
る
の
で
あ
る
。

▽
「
非
人
称
的
で
叡
知
的
な
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
の
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
そ
の
逆
が
書
か
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
推
定
す
る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
生
活
の
唯
一
無
二
性
」
を
通
し
て
、「
そ
の
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人
以
外
の
誰
に
よ
っ
て
も
読
み
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
唯
一
無
二
の
意
味
」
が
読
み
出
さ
れ
る
。

対
照
的
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
①
〈
非
人
称
的
（
具
体
的
な
人
間
で
は
な
い
、
抽
象
的
な
人
）
〉
／

〈
そ
の
人
、
と
い
う
具
体
性
〉、
②
〈
叡
知
的
（
非
生
活
的
）〉
／
〈
具
体
的
生
活
〉
、
と
い
う
二
点

で
あ
る
。
①
と
②
を
足
す
と
、
具
体
的
な
人
間
で
は
な
い
、
深
い
真
理
を
知
る
す
ぐ
れ
た
知
恵
、
と

い
っ
た
意
味
が
現
れ
る
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
、
個
々
の
読
み
手
を
超
え
た
、〈
神
〉

の
視
点
で
あ
る
。
Ａ
で
は
な
く
、
Ｂ
、
の
型
を
使
う
と
よ
い
。

◆
問
２

「
非
人
称
的
で
叡
知
的
な
ま
な
ざ
し
」
と
は
？

（
解
答
例
）「
〔
具
体
的
な
人
間
の
、
具
体
的
な
生
活
か
ら
の
視
点
で
は
な
く
、〕
個
々
の
人
間
を
超

え
て
、
深
い
真
理
を
見
抜
く
よ
う
な
（
客
観
的
・
普
遍
的
・
固
定
的
な
）
視
点
。」

あ
る
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
、
た
っ
た
一
つ
の
〈
正
解
〉
と
し
て
の
読
み
が
あ
る
、
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
こ
の
、
客
観
的
な
神
の

視
点
を
想
定
し
た
も
の
だ
。
神
は
大
げ
さ
に
響
く
か
も
知
れ
な
い
が
、
例
え
ば
、
教
室
で
の
〈
先
生
〉
の
答
え
と
か
、
赤
本
の
解
答

例
と
か
（
笑
）、「
ザ
・
正
解
」
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
？

「
国
語
（
の
解
釈
）
に
答
え
が
い
ろ
い
ろ
あ

る
」
こ
と
の
責
任
は
「
国
語
科
」
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
言
語
の
関
係
に
そ
の
本
質
的
な
理
由
が
あ
る
。
解
釈
が
様
々
に

可
能
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
。
進
化
レ
ベ
ル
の
低
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
よ

う
な
、
Ａ
と
い
え
ば
一
意
的
に
Ｂ
、
と
い
っ
た
反
応
し
か
許
さ
れ
な
い
世
界
で
は
、
人
間
は
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑪

読
み
手
の
「
ユ
ニ
ー
ク
な
読
み
」
を
可
能
に
す
る
の
は
、
彼
が
あ
ら
か
じ
め
「
ユ
ニ
ー
ク
な
存

他

に

な

い

在
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
読
み
手
が
あ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
し
て

く
る
意
味
が
、
他
の
読
み
手
が
同
じ
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
す
意
味
と
は
「
違
っ
て
い
た
」
と
い
う

事
実
が
、
そ
の
読
み
手
の
「
ユ
ニ
ー
ク
さ
」
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。

⑫

さ
き
の
引
用
で
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
読
み
手
は
「
人
生
に
、
都
市
に
、
街
路
に
、
他
の
人
々
に
も
、

等
し
く
開
か
れ
」
て
い
る
と
定
義
し
て
い
る
。
読
み
手
は
、「
都
市
、
街
路
、
他
の
人
々
」
に
よ
っ

て
「
あ
ら
か
じ
め
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
」
と
し
て
形
成
さ
れ
た
リ
ア
ル
な
人
間
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

読
み
手
は
テ
ク
ス
ト
と
人
生
に
「
等
し
く
開
か
れ
て
い
る
」。
テ
ク
ス
ト
の
意
味
は
◆
問
３
人
生
経

験
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
、
人
生
の
意
味
は
テ
ク
ス
ト
が
開
示
す
る
。
人
生
と
読
み
は
イ
ン
タ
ラ
ク
テ

と

は

ィ
ヴ
な
関
係
に
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
で
人
間
の
生
き
方
は
変
わ
り
、
生
き
方
に
よ
っ
て
テ

ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
さ
れ
る
意
味
が
変
わ
る
。
読
者
が
読
み
出
す
「
意
味
」
は
テ
ク
ス
ト
に
も
属
さ

な
い
し
、
読
者
に
も
属
さ
な
い
。
こ
の
【
読
解
２
】
双
方
向
的
で
、
終
わ
り
の
な
い
「
絡
み
合
い
」

の
運
動
性
の
う
ち
に
の
み
「
読
み
」
は
棲
ま
う
の
で
あ
る
。

と
は
・
そ
う
い
え
る
理
由

▽
客
観
的
な
読
み
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
が
あ
る
、
と
考
え
た
場
合
、
今
度
は
別
の
誤
解
が
生

じ
る
。
そ
れ
は
、
読
み
手
の
個
性
が
読
み
方
に
反
映
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
だ
。
ふ
つ
う
は
そ
う
思

う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
読
み
手
が
あ
ら
か
じ
め
「
ユ
ニ
ー
ク
」
→
読
み
が
「
ユ
ニ
ー
ク
」。
こ
れ
は

間
違
い
だ
と
筆
者
は
い
っ
て
い
る
よ
ね
。
ど
こ
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
？

｢

生
き
方
」
→
「
読
み
方
」
と
い
う
一
方
向
だ
と
考
え
る
点
が
間
違
っ
て
い
る
。

｢

生
き
方
」
→
「
読
み
方
」
と
い
う
方
向
も
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
読
む
こ
と
で
、
生

き
方
は
変
わ
る
。
具
体
的
な
生
活
と
か
生
き
方
と
い
う
も
の
は
、
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
変
化

・
進
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
観
点
が
示
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
、
比
較
的
長
い
時
間
を
想
定
し
た
読
み
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
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あ
る
。
読
書
生
活
の
実
態
は
、
確
か
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

◆
問
３
「
人
生
経
験
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
」
と
は
？

双
方
向
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
が
問
わ
れ
て
い
る
。
☆
傍
線
部
延
長
。「
テ
ク
ス
ト
の
意
味
が
、
人

生
経
験
に
よ
っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
照
ら
し
出
さ
れ
る
」
と
い
う
、

ち
ょ
っ
と
比
喩
っ
ぽ
い
表
現
を
言
い
換
え
て
お
こ
う
。
本
文
か
ら
、｢

人
生
経
験
」
に
つ
い
て
の
言

い
換
え
を
探
す
と
、
④
段
落
「
読
者
の
階
級
、
国
籍
、
人
種
、
宗
教
、
家
庭
環
境
、
読
書
歴
、
身
体

能
力
、
性
的
嗜
癖
…
…
な
ど
な
ど
無
数
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
、
読
み
手
の
「
読
み
方
」
に
関
与
す
る
」

と
い
う
部
分
が
見
つ
か
る
。
こ
れ
な
ど
を
参
考
に
し
て
「
そ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
が
読
み
方
に
影
響

す
る
」
な
ど
と
言
え
ば
い
い
。

（
解
答
例
）「
そ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
が
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
に
影
響
す
る
、
と
い
う
こ
と
。」

⑬
「
懇
請
」
と
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
意
味
を
読
み
出
す
「
読
者
の
主
体
的
介
入
」
の
こ
と
で
あ
る
。
厳

密
に
言
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
意
味
を
読
み
出
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
自
己
を
意
識
す
る
も
の
が

「
主
体
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
読
み
に
先
だ
っ
て
「
主
体
」
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
読

み
手
の
主
体
性
あ
る
い
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
つ
つ
形
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

⑭
「
主
体
は
、
世
界
の
う
ち
に
属
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
世
界
の
境
界
な
の
で
あ
る
。
」
と

い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
事
況
を
語
っ
て
い
る
。
主
体
と

は
あ
ら
か
じ
め
自
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
臨
界
体
験
が
も
た
ら
す
「
境
界
」
感
覚
の
効
果
に
他
な

ら
な
い
。

▽
意
味
を
読
み
出
す｢

主
体
」
と
は
何
か
。「
テ
ク
ス
ト
か
ら
意
味
を
読
み
出
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し

て
自
己
を
意
識
す
る
も
の
」
。
刻
々
と
意
味
を
読
む
。
読
む
と
は
、
意
味
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
。
刻

々
と
読
む
、
そ
の
場
面
に
意
味
（
世
界
）
が
出
現
す
る
。
意
味
（
世
界
）
を
出
現
さ
せ
て
い
る
者
そ

の
も
の
が
「
主
体
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
。｢

主
体
」
は
、
予
め
主
体
「
で
あ
る
」
の
で
は
な
く
、

主
体
と
し
て
行
為
「
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
に
な
る
。

⑮

私
た
ち
は
有
限
の
生
を
生
き
て
い
る
。「
死
の
向
こ
う
側
」
は
私
た
ち
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
か
り
に
私
が
永
遠
不
死
の
生
命
を
手
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
死
の
向
こ

う
側
」
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
一
秒
長
く
生
き
る
ご
と
に
、「
死

の
向
こ
う
側
」
は
そ
の
分
だ
け
私
か
ら
遠
の
い
て
ゆ
く
だ
け
だ
か
ら
だ
。
不
死
ゆ
え
に
、
私
に
と
っ

て
死
は
ま
す
ま
す
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
「
謎
」
と
な
る
。

⑯
「
私
は
在
る
」
と
い
う
と
き
の
「
私
」
も
「
在
る
」
も
、「
私
の
外
部
」
や
「
存
在
の
向
こ
う
側
」

は
「
こ
こ
に
在
る
私
」
に
よ
っ
て
は
絶
対
的
に
知
ら
れ
な
い
と
い
う
「
境
界
線
の
効
果
」
で
あ
る
。

◆
問
４
主
体
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
モ
ル
フ
ァ
ス
な
運
動
で
あ
り
、
「
そ
の
つ
ど
形
成
さ
れ

無

定

形

な

ぜ

か

つ
つ
あ
る
も
の
」
で
あ
る
。

▽
⑭
の
「
境
界
」
感
覚
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。「
死
の
向
こ
う
側
」
は｢

こ
こ

に
生
き
て
い
る
私
」
に
は
永
遠
に
知
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
「
私
の
外
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部
」
も
「
こ
こ
に
在
る
私
」
に
は
知
ら
れ
な
い
。
「
在
る
」
の
向
こ
う
側
も
「
こ
こ
に
在
る
私
」
に

は
わ
か
ら
な
い
。「
こ
こ
」
と
「
向
こ
う
側
」
を
同
時
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
、

神
の
視
点
し
か
な
い
。

主
体
と
は
世
界
を
出
現
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
の
向
こ
う
側
に
つ
い
て
は
わ
か
ら

な
い
。
自
分
が
意
味
を
読
み
出
し
て
い
る
境
界
が
世
界
の
境
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
む
こ
と
と
経
験

の
往
復
の
中
で
刻
々
と
形
を
変
え
て
い
く
。
主
体
と
は
自
分
が
世
界
（
意
味
）
の
境
界
を
作
り
出
し

て
い
る
と
い
う
感
覚
を
感
じ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
形
を
変
え
て
い
く
存
在
の
こ
と
で
あ

る
。「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
な
の
で
、「
そ
の
よ
う
な
」
の
指
示
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
に
不

定
形
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
に
焦
点
を
当
て
て
書
く
。

（
解
答
例
）
「
主
体
は
、
自
分
が
意
味
を
読
み
出
し
つ
つ
、
そ
こ
が
世
界
の
境
界
で
あ
る
と
い
う
感

覚
を
持
つ
た
め
、
境
界
は
固
定
す
る
わ
け
で
な
く
、
経
験
に
よ
っ
て
刻
々
と
世
界
の
境
界
の
形
は
変

わ
っ
て
い
く
か
ら
。」

こ
の
と
き
の
「
世
界
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、｢

世
界
史
」
と
か
い
う
と
き
の
「
世
界
」
と
は
違
う
。
た
ん
な
る
物
理
的

空
間
と
も
違
う
。
自
分
が
ま
さ
に
そ
こ
に
い
る
、
あ
る
意
味
や
理
解
や
想
像
が
届
く
範
囲
・
場
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
合
い

だ
。
そ
の
意
味
や
理
解
は
誰
が
生
み
出
す
の
か
。
そ
れ
を
生
み
出
す
者
を
こ
こ
で
は｢

主
体
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
読
む
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
現
実
で
は
な
い
、
例
え
ば
、「
源
氏
物
語
の
世
界
」
か
ら
意
味
を
読
み
出
し
、
経
験
に
繰
り
込

、
、

ん
だ
と
す
れ
ば
、
彼
の｢

世
界
」
は
変
化
す
る
で
し
ょ
う
？

文
字
の
本
（
テ
ク
ス
ト
）
だ
け
で
な
く
、
映
像
も
テ
ク
ス
ト

で
あ
り
、
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
通
じ
て
、「
世
界
」
は
変
化
し
て
い
く
。

⑰

熱
中
し
て
本
を
読
み
終
え
た
あ
と
、
間
を
お
か
ず
に
、
そ
の
ま
ま
も
う
一
度
最
初
か
ら
読
み
返

す
こ
と
が
た
ま
に
あ
る
。
こ
の
二
度
目
の
読
書
の
と
き
に
、
私
た
ち
は
一
度
目
に
は
読
み
落
と
し
て

い
た
意
味
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。

⑱

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
の
か
。
そ
れ
は
一
度
目
の
読
書
経
験
を
通
じ
て
、
「
一
度
目
は

読
み
落
と
し
た
意
味
」
を
二
度
目
に
は
読
み
当
て
る
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
私
た
ち
が
身
に
つ
け
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
私
た
ち
を
「
読
め
る
主
体
」
に
形
成
し
た
の
は
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
で
あ
り
、

テ
ク
ス
ト
以
外
に
は
な
い
。
性
別
も
、
階
級
も
、
信
仰
も
、
国
籍
も
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
「
テ
ク

ス
ト
外
的
経
験
」
も
、
二
度
目
の
読
書
の
と
き
に
確
認
さ
れ
た
こ
の
「
リ
テ
ラ
シ
ー
」
の
発
生
に
は

関
与
し
て
い
な
い
。

▽｢

リ
テ
ラ
シ
ー
」
＝
読
み
書
き
能
力
。
読
む
と
い
う
行
為
自
体
が
、
読
む
能
力
を
発
生
さ
せ
る
。

テ
ク
ス
ト
と
の
往
復
自
体
が
、
意
味
を
発
見
さ
せ
る
。
そ
れ
以
外
の
経
験
は
、
関
係
し
て
い
な
い
。

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
、
と
筆
者
は
い
う
。｢

読
み
な
が
ら
主
体
に
な
る
」
と
い
う
主
旨
の
補
強
。

、
、
、

⑲

こ
れ
は
「
本
を
読
み
な
が
ら
、
字
を
覚
え
る
。」
と
い
う
経
験
と
類
比
的
で
あ
る
。

⑳

私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
「
扨
」
と
い
う
字
を
ど
う
読
む
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。
分
か
ら
な
い
ま

ま
放
置
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
あ
る
日
、
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
す
べ
て
の
文
脈
に
合
致
す
る
こ
の

字
の
読
み
方
は
「
さ
て
」
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
不
意
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
字
の

読
み
方
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
学
校
で
も
な
い
し
、
辞
書
で
も
な
い
し
、
家
族
の
誰
で
も
な
い
。

テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
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▽
「
扨
」
！

こ
ん
な
字
、
ふ
り
が
な
な
し
で
使
っ
て
る
本
っ
て
、
相
当
古
い
よ
な
（
笑
）。

㉑

テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
に
「
読
め
る
主
体
」
が
い
て
、
あ
ち
ら
に
「
読
ま
れ

る
テ
ク
ス
ト
」
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
静
止
的
な
関
係
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
主
体
は

テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
を
教
わ
り
、
テ
ク
ス
ト
は
主
体
の
「
懇
請
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ま

で
誰
に
も
開
示
し
な
か
っ
た
意
味
の
相
を
あ
ら
わ
に
す
る
、
と
い
う
双
方
向
的
で
生
成
的
な
経
験
な

の
で
あ
る
。
読
み
手
は
テ
ク
ス
ト
と
の
「
絡
み
合
い
」
の
構
造
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。【
読
解
３
】

テ
ク
ス
ト
抜
き
の
読
者
は
い
な
い
し
、
読
者
抜
き
の
テ
ク
ス
ト
も
な
い
。

テ

ク

ス

ト

と

読

者

の

関

係

は

言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
〈
わ
た
し
〉
と
〈
あ
な
た
〉
は
ど
う
あ
っ
て
も
お

互
い
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
い
ら
れ
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、〈
語
り
手
〉
と
〈
聞
き
手
〉

（
あ
る
い
は
〈
読
み
手
〉）
を
持
た
な
い
物
語
は
存
在
し
な
い
。

㉑

こ
う
書
い
た
の
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
で
あ
る
。「
読
む
」
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
「
絡
み
合
い
」

の
経
験
で
あ
る
。
◆
問
５
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
「
抵
抗
す
る
読
み
手
」
も
ま
た
、
「
目
を
見
開
き
、

と

は

耳
を
そ
ば
だ
て
、
人
生
に
等
し
く
開
か
れ
て
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
新
た
な
相
貌
を

開
示
し
、
テ
ク
ス
ト
に
内
在
す
る
「
語
ら
れ
ざ
る
こ
と
」
を
、
ま
っ
た
く
ユ
ニ
ー
ク
で
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
仕
方
で
言
語
化
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
野
心
に
お
い
て
懇
請
す
る
読
み
手
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
と
私
は
考
え
る
。

▽
「
こ
ち
ら
に
「
読
め
る
主
体
」
が
い
て
、
あ
ち
ら
に
「
読
ま
れ
る
テ
ク
ス
ト
」
が
あ
る
、
と
い
う

よ
う
な
静
止
的
な
関
係
で
は
な
い
」
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
書
き
た
い
こ
と
の
核
心
の
よ
う
だ
。
も

っ
と
具
体
的
に
い
う
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
「
抵
抗
す
る
読
み
手
」
と
い
う
考
え
方
に
は
、
ど
う

も
、
「
読
め
る
能
力
を
持
っ
た
主
体
」
と
か
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
立
っ
て
抵
抗
す
る
読
み
手
」

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
固
定
的
・
静
止
的
な｢

賢
明
な
読
み
手
」

対
「
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
に
無
頓
着
な
）
テ
ク
ス
ト
」
と
い
う
図
式
は
、
適
切
で
は
な
い
の
で
は
な

、
、

い
か
？
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
執
筆
動
機
と
思
わ
れ
る
。
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
に
立
つ
意
識
的
自
覚

的
な
読
み
手
」
も
ま
た
、
固
定
的
な
先
入
観
か
ら
読
む
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
前
で
そ
の
声
に

心
開
き
耳
を
傾
け
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
／
べ
き
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

◆
問
５

「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
「
抵
抗
す
る
読
み
手
」」
と
は
？

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
は
、
男
性
中
心
の
価
値
観
を
批
判
し
、
女
性
の
権
利
や
能
力
発
展
の
機
会
を
保

証
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
人
た
ち
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
そ
の
考
え
方
。
だ
か
ら
、
抵
抗
と
は
、
具

体
的
に
は
、「
男
性
中
心
の
価
値
観
」
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
。

こ
こ
は
「
読
み
手
」
と
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
社
会
的
な
女
性
差
別
を
糾
弾
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
学
問
や
文
学
・
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
も
、
そ
の
隠
れ
た
「
男
性
中
心
の
価
値
観
」
を
指
摘

す
る
。
「
男
性
中
心
の
価
値
観
」
に
批
判
的
な
読
み
方
を
す
る
人
、
こ
れ
が
問
５
の
指
し
て
い
る
内

容
だ
。
漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
読
ん
だ
と
き
、｢

お
嬢
さ
ん
」
の
気
持
ち
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
る
や
ん
（
描
か
れ
て
な
い
）、

て
思
っ
た
人
は
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
あ
る
意
味
「
男
性
中
心
の
価
値
観
」
の
現
れ
だ
。

（
解
答
例
）
「
男
性
中
心
の
価
値
観
に
基
づ
い
た
書
か
れ
方
や
読
み
方
に
対
し
て
批
判
的
な
読
み
方

を
し
よ
う
と
す
る
人
。」
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■
読
解
問
題

１
「
読
者
自
身
が
い
わ
ば
事
後
的
に
「
私
」
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
」
と
は
？

定
番
、
☆
傍
線
部
の
延
長
。「
Ａ
テ
ク
ス
ト
か
ら
一
つ
の
ユ
ニ
ー
ク
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
を
読

み
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
／

Ｂ
読
者
自
身
が
い
わ
ば
事
後
的
に
「
私
」
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
」
。

こ
の
全
体
を
い
い
か
え
れ
ば
よ
い
。
こ
と
ば
が
足
り
な
い
の
で
、
他
の
箇
所
を
参
考
に
こ
と
ば
を
足

し
て
い
く
。
ま
た
、
こ
れ
は
「
ふ
つ
う
」
の
考
え
と
は
異
な
る
も
の
な
の
で
、
「
ふ
つ
う
」
と
の
違

い
を
対
比
す
る
。
そ
う
や
っ
て
、
で
き
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
読
ん
で
も
何
の
こ
と
か
わ
か
る
よ
う
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

書
き
直
し
て
い
く
。

Ａ
に
当
た
る
部
分
の
言
い
換
え
は
、
例
え
ば
、
③
段
落
「
テ
ク
ス
ト
を
読
む
も
の
は
（
自
分
の
身
体

を
テ
ク
ス
ト
に
ね
じ
り
込
む
よ
う
に
し
て
、
）

主
体
的
、
能
動
的
に
「
自
分
に
固
有
」
の
意
味
を
読
み
出
し
て

ゆ
く
」。
こ
こ
か
ら
、
自
分
だ
け
の
意
味
を
読
む
、
と
い
う
言
い
換
え
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

⑧
段
落
の
「
読
者
が
自
分
は
誰
で
あ
る
か
を
知
り
、
自
己
を
実
現
す
る
の
は
、
そ
の
読
み
を
通
じ

て
で
あ
る
。
読
み
以
前
に
は
、
彼
は
自
分
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
ば
か
り
か
、
彼
は
い
ま
だ
何

も
の
で
も
な
い
。
読
者
は
読
み
つ
つ
存
在
し
始
め
る
の
だ
。」
も
使
え
る
。
読
者
と
し
て
の
自
分
は
、

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
し
始
め
る
、
と
い
っ
た
表
現
が
得
ら
れ
る
。
ま
た
、
常
識
的
な
、
読
む
前

か
ら
読
む
自
分
と
い
う
も
の
は
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
考
え
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
わ
か

る
。｢

～
で
は
な
く
、
～
こ
と
に
よ
っ
て
、
～
と
い
う
こ
と
。」
と
い
っ
た
型
に
パ
ー
ツ
を
は
め
て
い

く
。

【
解
答
例
】
「
読
む
前
に
予
め
独
自
の
読
み
方
を
持
っ
た
「
私
」
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

実
際
に
読
み
、
自
分
に
固
有
の
意
味
を
読
み
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
読
者
と
し
て
の

自
分
が
存
在
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
。」

「
事
後
的
に
」
と
縮
約
さ
れ
て
い
る
表
現
を
噛
み
砕
く
力
が
要
る
。「
読
ん
だ
後
で
」
で
も
間
違
い
で
は
な
い
が
、

後
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
使
っ
た
「
～
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
～
す

る
」
と
い
う
表
現
は
、
応
用
範
囲
が
広
い
。
刻
々
と
存
在
し
て
い
く
感
じ
を
出
せ
る
。
本
文
に
な
い
こ
と
ば
で
的
確

に
表
現
で
き
た
ら
、
上
級
者
。

２
「
双
方
向
的
で
、
終
わ
り
の
な
い
「
絡
み
合
い
」
の
運
動
性
の
う
ち
に
の
み
「
読
み
」
は
棲
ま
う
」

と
は
①
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
②
ま
た
そ
う
い
え
る
理
由
は
何
か
。

「
こ
の
」
と
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
指
示
内
容
、
⑫
段
落
「
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
で
人

間
の
生
き
方
は
変
わ
り
、
生
き
方
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
さ
れ
る
意
味
が
変
わ
る
」
が
言

い
換
え
に
使
え
る
。
「
「
読
み
」
は
棲
ま
う
」
は
、
凝
っ
た
表
現
だ
が
、｢

読
む
と
い
う
こ
と
は
～
す

る
こ
と
の
中
に
あ
る
」
と
言
い
換
え
れ
ば
よ
い
。

次
に
、
理
由
、
を
問
わ
れ
て
い
る
。
普
通
に
考
え
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
意
味
が
潜
ん
で
い
て
、

そ
れ
を
読
み
手
が
見
つ
け
る
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
読
み
は
一
方
向
的
で
、
一
回
き
り
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
読
み
は
双
方
向
的
で
、
終
わ
り
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
テ
ク
ス
ト
に

意
味
が
潜
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
読
み
手
が
見
つ
け
る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
意
味
は
ど
こ
に
？

⑫
段
落
「
読
者
が
読
み
出
す
「
意
味
」
は
テ
ク
ス
ト
に
も
属
さ
な
い
し
、
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読
者
に
も
属
さ
な
い
。
」
意
味
は
予
め
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
独
自
の
読
み

を
す
る
読
者
が
予
め
存
在
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
を
理
由
と
す
る
。

【
解
答
例
１
】
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
で
読
み
手
の
生
き
方
が
変
わ
り
、
ま

た
、
逆
に
、
読
み
手
の
生
き
方
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
さ
れ
る
意
味
が
変
わ
る
、
と
い
っ

た
、
テ
ク
ス
ト
と
読
み
手
が
互
い
に
影
響
し
続
け
る
こ
と
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
そ
の
理
由

は
、
意
味
は
予
め
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
独
自
の
読
み
を
す
る
読
者
が
予
め

存
在
し
て
い
る
の
で
も
な
い
こ
と
に
あ
る
。」

理
由
と
言
い
換
え
を
く
っ
つ
け
る
手
も
あ
る
。

（
解
答
例
２
）
「
意
味
は
予
め
テ
ク
ス
ト
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
独
自
の
読
み
を
す
る
読
者
が
予
め
存

在
し
て
い
る
の
で
も
な
い
か
ら
、
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
で
読
み
手
の
生
き
方
が
変
わ
り
、

ま
た
、
逆
に
、
読
み
手
の
生
き
方
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
出
さ
れ
る
意
味
が
変
わ
る
、
と
い
っ
た
、
テ
ク
ス

ト
と
読
み
手
が
互
い
に
影
響
し
続
け
る
こ
と
の
中
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。」

３
「
テ
ク
ス
ト
抜
き
の
読
者
は
い
な
い
し
、
読
者
抜
き
の
テ
ク
ス
ト
も
な
い
」
と
あ
る
が
、
テ
ク
ス

ト
と
読
者
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
。

今
回
の
読
解
問
題
は
、
同
じ
こ
と
を
色
々
と
角
度
を
変
え
て
聞
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
問
い
に

対
応
し
た
答
え
の
形
、
を
意
識
し
よ
う
。

こ
こ
は
、
２
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
、
構
成
上
は
、
長
い
時
間
の
中
の
読
書
経
験
（
に
よ
る

変
化
）
に
つ
い
て
と
い
う
よ
り
は
、
ご
く
短
い
時
間
の
中
で
も
確
認
で
き
る
、
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の

関
係
を
聞
い
て
い
る
。
よ
り
原
理
的
な
感
じ
が
す
る
。
…
け
ど
、
や
っ
ぱ
、
同
じ
や
な
。

㉑

段
落
の
表
現
を
使
お
う
。

「
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
に
「
読
め
る
主
体
」
が
い
て
、
あ
ち
ら
に
「
読
ま
れ

る
テ
ク
ス
ト
」
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
静
止
的
な
関
係
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
主
体
は

テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
読
み
方
を
教
わ
り
、
テ
ク
ス
ト
は
主
体
の
「
懇
請
」
に
よ
っ
て
そ
れ
ま

で
誰
に
も
開
示
し
な
か
っ
た
意
味
の
相
を
あ
ら
わ
に
す
る
、
と
い
う
双
方
向
的
で
生
成
的
な
経
験
な

の
で
あ
る
。
読
み
手
は
テ
ク
ス
ト
と
の
「
絡
み
合
い
」
の
構
造
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。」

傍
線
部
を
整
え
れ
ば
、
答
案
に
な
る
。
基
本
的
に
は｢

主
体
」
を
「
読
者
」
に
置
き
換
え
る
だ
け
。

【
解
答
例
】「
読
者
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
か
ら
読
み
方
を
教
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
初
め
て
）、

意
味
を
読
む
こ
と
を
実
現
し
、
一
方
、
テ
ク
ス
ト
は
、
読
者
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
（
初
め
て
）
、

そ
れ
ま
で
誰
に
も
開
示
し
な
か
っ
た
意
味
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
人
の
人
間
が
意
味

を
読
む
読
者
に
な
る
こ
と
と
、
あ
る
文
字
の
羅
列
が
、
意
味
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
に
な
る
こ
と
は
、
ど

ち
ら
が
な
く
て
も
成
り
立
た
な
い
（
同
時
に
成
り
立
つ
し
か
な
い
）
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。」


