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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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■
前
提
知
識

前
提
知
識
が
必
要
な
文
章
が
続
い
て
い
る
。
厳
密
に
は
、
特
定
の
知
識
が
な
い
と
理
解
で
き
な
い

よ
う
な
文
章
は
、
国
語
で
は
取
り
扱
わ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
知
識
の
助
け
に
よ
っ
て
理
解

の
早
さ
や
正
確
さ
が
増
す
こ
と
は
多
い
。
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
い
う
と
、
文
章
の
読
解
は
、
知
識
の

厚
み
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
心
理
学
的
に
い
っ
て
も
「
知
識
で
読
ん
で
い
る
」
と
い
う
の
が
正
し

い
。
読
解
の
た
め
の
汎
用
能
力
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
す
ぐ
れ
て
い
る
人
が
言
語

の
力
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
は
、
歴
史
の
話
は
歴
史
の
知
識
に
よ
っ

て
、
芸
術
の
話
は
芸
術
の
知
識
に
よ
っ
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
知
っ
て
い
る

話
は
読
め
る
、
の
で
あ
る
。
英
語
の
場
合
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
。
単
語
や
文
法
は
怪
し
い
の
に
、

知
っ
て
い
る
話
だ
っ
た
か
ら
読
め
た
、
と
い
う
経
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
い
う
と
諸
君
に
と
っ
て
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
高
校
三
年
生
の
終
わ
り
、
す

な
わ
ち
受
験
期
に
な
っ
て
、
現
代
文
、
古
典
、
外
国
語
の
文
章
が
、
急
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
と
実
感
す
る
人
が
多
い
が
（
そ
う
な
っ
て
ほ
し
い
が
）
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、

彼
ら
の
知
識
が
加
速
度
的
に
増
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
の
話
、
政
経
で
習
っ
た
ぞ
」
「
こ
の
発
想
、
英
語
で
読
ん
だ
ぞ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
知
識

の
系
統
が
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
し
始
め
る
（
最
近
、
こ
う
い
う
言
葉
を
諸
君
か
ら
よ
く
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
）
。

科
目
ご
と
に
孤
絶
し
て
い
た
知
識
が
有
機
的
に
つ
な
が
り
始
め
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
友
だ
ち

と
家
族
の
間
ぐ
ら
い
で
完
結
し
て
い
た
世
界
、
世
界
観
、
発
想
が
、
別
次
元
へ
移
動
し
始
め
る
こ
と

で
あ
る
。
太
田
豊
太
郎
（
「
舞
姫
」）
で
は
な
い
が
、「
ま
こ
と
の
自
我
」
が
う
ご
め
き
始
め
、
こ
れ
ま

で
よ
り
一
段
高
く
自
由
な
場
所
か
ら
も
の
が
見
え
始
め
る
。
す
る
と
、
今
ま
で
何
を
言
っ
て
い
る
の

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
書
き
手
の
文
章
が
、
霧
が
晴
れ
た
よ
う
に
、
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
で

、
、
、
、
、
、
、
、

あ
る
。

先
に
、
読
解
の
た
め
の
汎
用
能
力
な
ど
関
係
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
い
い
か
た
を
し
た
が
、
ほ
ん

と
う
は
、
関
係
が
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
こ
の
力
が
、
未
知
の
テ
キ
ス
ト
を
読
み
解
い
て
い
く
。
し

か
し
、
そ
こ
に
は
〈
単
語
と
文
法
〉
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
具
体
的
な
知
識
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
自
在
な
視
点
が
と
も
な
う
。

こ
れ
ら
を
結
び
合
わ
せ
る
の
が
、
〈
知
的
好
奇
心
〉
で
あ
る
。
テ
ス
ト
に
出
る
文
章
が
読
め
る
た

め
に
は
、
テ
ス
ト
に
出
る
文
章
が
読
め
る
よ
う
に
と
い
う
動
機
を
一
歩
は
み
出
た
、〈
知
的
好
奇
心

＝
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
自
分
は
ど
ん
な
人
間
な
の
か
、
自
分
は
こ
の
世
界
で
ど
の
よ
う

に
生
き
、
世
界
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
な
の
か
、
を
希
求
し
て
い
く
精
神
〉
の
芽
生
え
を
必
要
と

す
る
。
か
ん
た
ん
に
い
う
と
「
わ
か
り
た
い
」
と
い
う
精
神
で
あ
る
。

さ
て
、
佐
久
間
象
山(

一
八
一
一
～
六
四)

。
信
州
出
身
。
も
と
も
と
は
江
戸
で
朱
子
学
を
修
め
た
。

さ

く

ま
し

ょ
う

ざ

ん

し
か
し
、
四
二
年
、
主
君
の
真
田
幸
貫
が
老
中
海

防

掛
に
就
任
し
、
象
山
は
顧
問
に
抜
擢
さ
れ
る
。

さ
な
だ
ゆ
き
つ
ら

か
い
ぼ
う
が
か
り

当
時
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
時
代
。
海
外
事
情
を
研
究
し
、「
海
防
八
策
」
を
幸
貫
に
提
出
。
象
山
は
、

洋
学
の
必
要
を
痛
感
し
、
三
四
歳
で
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
び
始
め
、
二
年
で
修
得
、
自
然
科
学
書
、
医
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書
、
兵
書
な
ど
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
み
、
洋
学
の
知
識
を
吸
収
し
た
。
五
一
年
江
戸
で
塾
を
開
き
、

砲
術
・
兵
学
を
教
え
始
め
た
。
勝
海
舟
、
吉
田
松
陰
、
坂
本
龍
馬
ら
が
続
々
入
門
し
た
。
五
三
年
、

ペ
リ
ー
来
航
に
よ
り
藩
の
軍
議
役
に
任
ぜ
ら
れ
、
老
中
阿
部
正
弘
に
「
急
務
十
条
」
を
提
出
。
一
方
、

あ

べ

ま

さ

ひ

ろ

弟
子
の
吉
田
松
陰
に
暗
に
外
国
行
き
を
勧
め
た
。
し
か
し
松
陰
の
海
外
密
航
は
失
敗
、
象
山
も
こ
れ

に
連
座
し
て
、
以
後
九
年
間
の
謹
慎
処
分
を
受
け
た
。
こ
の
間
、
洋
書
を
読
ん
で
西
洋
研
究
に
没
頭

し
、
攘
夷
論
か
ら
現
実
的
な
開
国
論
に
転
じ
、
公
武
合
体
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
解
放
後
、
上

京
し
た
象
山
は
、
公
武
合
体
・
開
国
を
要
人
に
説
い
て
ま
わ
っ
た
が
、
そ
の
言
動
が
尊
皇
攘
夷
の
過

激
派
の
怒
り
を
買
い
、
斬
殺
さ
れ
た
。
享
年
五
四
歳
。

象
山
に
は
、
二
つ
の
〈
転
向
〉
が
あ
る
。
一
つ
は
、
朱
子
学
→
洋
学
。
も
う
一
つ
は
、
攘
夷
論
→

開
国
論
。
あ
と
の
本
文
を
読
め
ば
わ
か
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
も
原
則
が
こ
ろ
り
と
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
一
貫
性
の
上
に
な
さ
れ
た
転
換
で
あ
っ
た
。

象
山
の
思
想
は
、「
東
洋
の
道
徳
」
と
「
西
洋
の
芸
術
」
が
合
体
し
た
も
の
で
あ
る
。「
東
洋
の
道

徳
」
と
は
、
人
間
の
内
な
る
理
（
倫
理
）
で
あ
り
、「
西
洋
の
芸
術
」
と
は
、
ア
ー
ト
の
こ
と
で
は

、
、

な
く
、
人
間
の
外
な
る
天
地
万
物
の
理
（
物
理
）
の
こ
と
。
今
風
に
か
ん
た
ん
に
い
う
な
ら
、
人
文

系
の
精
神
科
学
と
自
然
科
学
が
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
参
考
『
日
本
大
百
科
全
書
』
）

つ
い
で
に
。
筆
者
丸
山
真
男
は
、
教
科
書
に
あ
っ
た
「
『
で
あ
る
こ
と
』
と
『
す
る
こ
と
』」
の
筆

ま
る
や
ま
ま
さ
お

者
。
超
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
。

■
見
通
し
と
追
跡

◆
【
問
い
】
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

①

●
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
と
い
う
も
の
が
、
も
っ
と
も
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
も
っ

と
も
欠
け
や
す
い
の
は
激
動
期
の
政
治
的
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
申
す

ま
で
も
な
く
、
政
治
の
世
界
で
は
敵
味
方
の
対
立
が
き
わ
だ
ち
、
そ
れ
だ
け
好
悪
や
激
情
、
あ
る
い

は
希
望
的
な
観
測
が
状
況
認
識
の
な
か
に
介
入
し
て
く
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
で
は
、
き
の
う
の

敵
は
き
ょ
う
の
友
と
な
り
、
う
そ
か
ら
ま
こ
と
が
出
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
◆
１
転
変
常
な
ら
ぬ

世
界
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

▽
〈
見
通
し
〉
を
立
て
よ
う
。「
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
と
い
う
も
の
が
、
必
要
」、
こ
れ
が
問

い
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
き
ち
ん
と
い
う
な
ら
、「
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
は
ど
の
よ
う
に
し

て
可
能
か
」
。
な
ぜ
っ
て
、
す
ぐ
後
に
、「
政
治
状
況
に
対
す
る
、
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
っ
て
、

と
っ
て
も
む
ず
か
し
い
ん
だ
よ
」
っ
て
書
い
て
あ
る
か
ら
。
な
ぜ
、
む
ず
か
し
い
？

な
ぜ
っ
て
、

み
ん
な
カ
ッ
カ
し
ち
ゃ
う
ん
だ
よ
、
政
治
の
話
に
は
ね
。
冷
静
に
な
る
の
は
む
ず
か
し
い
。

ち
ょ
っ
と
だ
け
、
最
終
段
落
を
カ
ン
ニ
ン
グ
し
よ
う
。

「
象
山
の
、
政
治
的
状
況
に
対
す
る
対
応
が
、
ど
ん
な
場
合
に
も
一
貫
し
た
主
知
的
な
リ
ア
リ
ズ

ム
の
思
考
法
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
な
ん
て
書
い
て
あ
る
。
ど
う
も
「
政
治
状
況
に
対
す

る
、
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
」
の
お
手
本
が
、〈
象
山
先
生
〉
の
や
り
方
の
中
に
あ
る
よ
う
だ
。

そ
れ
は
何
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
読
み
取
ろ
う
。
そ
う
い
う
姿
勢
で
い
け
ば
、
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
が
、
ス
タ
ー
ト
に
当
た
っ
て
の
〈
見
通
し
〉
で
あ
る
。

◆
問
１
「
転
変
常
な
ら
ぬ
世
界
」
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
か
。

直
前
の
「
そ
こ
で
は
、
き
の
う
の
敵
は
き
ょ
う
の
友
と
な
り
、
う
そ
か
ら
ま
こ
と
が
出
て
く
る
」
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と
い
う
表
現
を
、
整
頓
し
て
示
す
。
じ
つ
は
、
ち
ょ
っ
と
い
い
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
解
答
例
に

示
し
た
「
関
係
や
判
断
が
」
と
い
っ
た
ま
と
め
方
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
抽
象
語
を
自
在
に
使
え
る

よ
う
に
し
て
お
く
と
、
☆
整
理
し
て
示
す
型
の
記
述
に
役
立
つ
。

〔
解
答
例
〕「
こ
れ
ま
で
敵
対
関
係
だ
っ
た
も
の
が
突
然
友
好
関
係
に
転
じ
た
り
、
こ
れ
ま
で
真
実

で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
突
然
真
実
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
り
、
関
係
や
判
断
が
め
ま

ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
世
界
と
い
う
こ
と
。」

◆
【
答
】
象
山
の
リ
ア
リ
ズ
ム
１
〈
同
じ
根
拠
か
ら
、
正
反
対
の
政
治
行
動
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
〉

②

●
象
山
の
い
ろ
い
ろ
な
上
書
な
ど
を
見
て
、
今
日
で
も
政
治
の
思
考
方
法
と
し
て
学
び
う
る
と

思
わ
れ
る
点
の
一
つ
は
、
政
治
的
な
状
況
を
好
悪
を
離
れ
て
冷
徹
に
認
識
し
、
ま
た
そ
の
な
か
に
含

ま
れ
た
矛
盾
し
た
発
展
方
向
を
つ
か
ま
え
る
眼
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）

年
の
松
代
藩
主
、
真
田
幸
貫
へ
の
上
書
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
彼
が
ま
だ
あ
り
き
た
り
の
攘
夷

論
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
時
代
の
上
書
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
よ
く
見
る
と
、
早
く

も
そ
こ
で
彼
は
、
政
治
状
況
に
対
す
る
、
◆
２
リ
ア
ル
な
認
識
方
法
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い

う
こ
と
の
一
つ
の
モ
デ
ル
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
彼
は
こ
う
言
っ
て
お
り
ま
す
。
―
―

日
本
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス
夷
は
野
心
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
、
漂
流
民
な
ど
を
通
じ
て

も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
を
わ
が
国
に
申
し
送
っ
て
く
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
謀
略
で
あ
っ
て
、

兵
威
を
も
っ
て
朝
廷
を
お
ど
か
し
て
、
そ
し
て
か
ね
て
望
ん
で
い
る
貿
易
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

が
ね
ら
い
で
あ
る
。
こ
う
い
う
手
に
の
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
。
こ
れ
を
通
り
一
ぺ
ん
に
読
め
ば
、

当
時
の
き
わ
め
て
◆
３
あ
り
き
た
り
の
夷
狄
観
で
あ
っ
て
、
の
ち
の
象
山
が
到
達
し
た
開
け
た
見
方

と
は
非
常
に
違
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
も
う
少
し
く
わ
し
く
彼
の
論
理
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
同

じ
上
書
で
彼
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。｢

抑
彼

国
は
唯
利
に
の
み
走
り
候
習
俗
に
有
之
候
得
ば
、

イ
ギ
リ
ス

仮
令
本
邦
に
深
き
讎
怨
有
之
候
と
も
、
本
邦
を
乱
妨
仕
候
為
の
み
に
態
々
兵
艦
を
し
つ
ら
ひ
数
多
の
入
費
を
掛
候
て

差
向
ひ
候
等
の
事
は
決
し
て
仕
間
敷
候
」
と
。
つ
ま
り
夷
狄
は
義
を
知
ら
な
い
。
道
徳
を
知
ら
な
い
、
た

だ
利
益
だ
け
で
行
動
す
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
日
本
に
乱
暴
を
し
か
け
て
く
る
と
は
い

え
な
い
。
ど
ん
な
に
日
本
に
対
し
て
恨
み
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
日
本
を
か
た
き
の

よ
う
に
憎
ん
で
い
て
も
、
憎
ん
で
い
る
と
か
恨
ん
で
い
る
と
か
い
う
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
、
わ
ざ
わ

ざ
金
を
か
け
て
日
本
に
乱
暴
し
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
利
益
に
な
る
と
判
断
し
な
け
れ
ば
け
っ
し

て
乱
暴
し
て
く
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
こ
れ
が
第
一
命
題
で
あ
り
ま

す
。

▽
「
政
治
状
況
に
対
す
る
、
距
離
を
お
い
た
認
識
と
分
析
」
の
例
の
一
点
め
。
英
国
は
利
益
に
な
ら

な
い
限
り
、
暴
力
を
行
使
し
な
い
、
と
い
う
、
冷
静
な
分
析
と
判
断
、
こ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
。
連
中

は
野
心
・
陰
謀
の
持
ち
主
だ
！
そ
の
手
に
乗
る
な
！
い
い
な
り
に
な
る
な
！
と
い
う
ア
ツ
い
議
論
と

は
別
の
、
冷
静
な
目
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
ア
ツ
い
ほ
う
の
声
、
現
在
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
人
間
は
何
か

に
対
し
て
ビ
ビ
ッ
て
い
る
と
き
、
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、
強
硬
な
声
を
上
げ
る
も
の
の
よ
う
で
す
。
陰
謀
だ
！
と
い
う

声
の
底
に
は
、
間
違
い
な
く
、
お
び
え
が
あ
り
ま
す
。
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◆
問
２
「
リ
ア
ル
な
認
識
方
法
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

☆
傍
線
部
を
延
長
し
て
、
「
政
治
状
況
に
対
す
る
、
リ
ア
ル
な
認
識
方
法
」
と
い
う
か
た
ま
り
で

見
る
。「
政
治
状
況
」「
認
識
」「
方
法
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
、

「
今
日
で
も
政
治
の
思
考
方
法
と
し
て
学
び
う
る
と
思
わ
れ
る
点
の
一
つ
は
、
政
治
的
な
状
況
を
好

悪
を
離
れ
て
冷
徹
に
認
識
し
、
ま
た
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
た
矛
盾
し
た
発
展
方
向
を
つ
か
ま
え
る
眼
」

と
い
う
箇
所
に
目
が
い
く
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
整
頓
す
る
。

〔
解
答
例
〕
「
政
治
的
な
状
況
を
好
悪
を
離
れ
て
冷
徹
に
認
識
し
、
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
た
矛
盾
し

た
発
展
方
向
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
方
法
。」

※
四
〇
字
以
内
で
、
と
制
限
が
つ
け
ば
ど
う
な
る
か
。
私
立
大
学
が
出
し
そ
う
な
問
い
で
あ
る
。

〔
解
答
例
補
〕「
政
治
状
況
を
冷
徹
に
認
識
し
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
し
た
発
展
方
向
を
つ
か
ま

え
る
方
法
。（
三
九
字
）」

◆
問
３

「
あ
り
き
た
り
の
夷
狄
観
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

夷
狄
＝
外
国
人
を
、
野
蛮
人
と
卑
し
め
て
呼
ぶ
語
。

い

て

き

引
用
部
分
を
ま
と
め
る
わ
け
だ
が
、
さ
て
、
き
ち
ん
と
整
理
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

①
日
本
に
対
し
て
イ
ギ
リ
ス

夷

は
野
心
を
い
だ
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

え
び
す

②
漂
流
民
な
ど
を
通
じ
て
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
を
わ
が
国
に
申
し
送
っ
て
く
る
け
れ
ど
も
、
実
は

そ
れ
は
謀
略
。

③
兵
威
を
も
っ
て
朝
廷
を
お
ど
か
し
て
、
そ
し
て
か
ね
て
望
ん
で
い
る
貿
易
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
ね
ら
い
で
あ
る
。

④
こ
う
い
う
手
に
の
っ
て
は
い
け
な
い
。

彼
ら
の
目
的
は
、
貿
易
と
い
う
利
益
追
求
だ
（
①
③
）
。
そ
の
た
め
に
は
、
謀
略
や
暴
力
な
ど
手

段
を
選
ば
な
い
（
②
③
）。
こ
の
よ
う
に
、
整
理
で
き
る
。
こ
れ
は
「
目
的
」「
手
段
」
を
使
っ
た
整

理
法
で
あ
る
。
④
は
主
張
な
の
で
、
こ
の
答
案
に
入
れ
な
い
。

〔
解
答
例
〕
「
イ
ギ
リ
ス
人
は
、
貿
易
に
よ
る
利
益
追
求
の
た
め
に
は
、
謀
略
や
暴
力
な
ど
手
段
を

選
ば
な
い
野
蛮
人
だ
と
い
う
見
方
。」

③

●
さ
ら
に
今
度
は
、
同
じ
上
書
の
な
か
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
元
来
道
徳
仁
義
を
弁
へ
ぬ
夷
狄
の

事
に
て
、
唯
利
に
の
み
賢
く
候
得
ば
、
一
旦
兵
乱
を
構
へ
候
方
、
始
終
己
れ
の
利
潤
に
相
成
可
申
と
見
込
候
は
ば
、

聊
か
我
に
怨
な
く
と
も
如
何
様
の
暴
虐
を
も
可
仕
候
。
左
候
得
ば
此
方
よ
り
は
礼
法
を
以
て
待
候
義
も
、
其
怨
の
な

き
所
を
恃
み
候
事
も
出
来
兼
候
義
と
奉
存
候
」。
こ
れ
は
前
の
命
題
と
一
見
逆
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
元

来
仁
義
道
徳
を
わ
き
ま
え
な
い
で
利
だ
け
で
行
動
す
る
夷
狄
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
日
本
に
な
ん
の

恨
み
が
な
く
て
も
自
分
の
利
益
に
な
る
と
思
っ
た
ら
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
二
つ
の
命
題
は
実
は
同
じ
認
識
か
ら
出
て
く
る
楯
の
両
面
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
利
益
に
よ
っ
て
行
動
し
、
打
算
に
よ
っ
て
行
動
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
た
だ
日
本
を
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恨
ん
で
い
る
か
ら
、
日
本
を
憎
い
国
だ
か
ら
、
と
い
っ
て
や
っ
つ
け
に
く
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
ま
さ
に
利
益
に
よ
っ
て
行
動
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
対
し
て
な
ん
ら
恨
み
つ
ら
み

は
な
く
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
日
本
に
対
し
て
軍
事
力
を
行
使
す
る
か
も
し
れ
な
い
―
―
こ
う
い

う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
今
日
の
こ
と
ば
に
翻
訳
す
る
な
ら
ば
、
国
家
理
性
に
基
づ
く
打
算
と
い
う

も
の
が
近
代
外
交
の
基
礎
だ
。
そ
れ
は
特
定
国
を
好
き
だ
と
か
き
ら
い
だ
と
か
、
憎
ん
で
い
る
と
か

い
い
感
じ
を
も
っ
て
い
る
と
か
い
う
感
情
の
次
元
と
は
ま
っ
た
く
別
な
の
だ
。
つ
ま
り
利
害
の
打
算

が
行
動
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
同
じ
根
拠
か
ら
、
正
反
対
の
政
治
行
動
が
生
ま
れ
る
可
能

性
が
あ
る
―
―
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
一
見
非
常
に
通
俗
的
な
夷
狄
観
か
ら
出
発

し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
国
際
権
力
政
治
の
◆
４
動
態
的
な
論
理
と
い
う
も
の
を
彼
が
引
き
出
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

▽
先
と
は
逆
の
論
。
先
の
も
の
と
並
列
し
て
み
る
。

②
「
利
益
に
な
ら
な
い
限
り
、
暴
力
を
行
使
し
な
い
」（
嫌
い
で
も
）

③
「
利
益
に
な
る
な
ら
、
暴
力
を
行
使
す
る
」（
嫌
い
で
な
く
て
も
）

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
二
つ
は
論
理
的
に
同
値
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

大
衆
は
、
今
も
昔
も
、
ど
こ
の
国
は
嫌
い
だ
と
か
好
き
だ
と
か
い
う
。
い
わ
く
、
ア
メ
リ
カ
が
好

き
嫌
い
。
い
わ
く
、
中
国
が
好
き
嫌
い
。
親
米
だ
の
、
親
中
だ
の
、
嫌
日
だ
の
、
嫌
韓
だ
の
。
し
か

し
、
政
治
が
こ
の
感
情
レ
ベ
ル
に
引
き
ず
ら
れ
た
と
き
、
悲
劇
を
生
む
の
は
歴
史
が
教
え
て
い
る
。

「
国
家
理
性
に
基
づ
く
打
算
が
外
交
の
基
礎
」
と
い
う
視
点
を
、
象
山
が
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
確
認
。

◆
問
４

「
動
態
的
な
論
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

☆
傍
線
部
延
長
術
。「
国
際
権
力
政
治
の
動
態
的
な
論
理
」
と
は
？

☆
何
や
そ
の
ま
ま
や
ん
か

式
。「
国
際
権
力
政
治
で
は
、
動
態
的
な
論
理
が
働
く
と
い
う
こ
と
。」
動
態
的
な
、
と
い
う
の
は
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
種
の
動
き
を
示
す
。
こ
こ
で
の
具
体
的
な
内
容
は
も
ち

ろ
ん
、
直
前
の
「
利
害
の
打
算
が
行
動
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
同
じ
根
拠
か
ら
、
正
反
対

の
政
治
行
動
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
。
か
み
く
だ
い
た
解
答
例
を
示
す
。

〔
解
答
例
〕「
国
と
国
と
の
駆
け
引
き
の
場
で
は
、
国
益
の
た
め
と
い
う
同
じ
根
拠
か
ら
、
状
況
に

よ
っ
て
、
正
反
対
の
政
治
行
動
が
選
択
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。」

④

●
彼
が
こ
こ
で
提
示
し
た
国
際
権
力
政
治
の
論
理
と
い
う
も
の
は
、
西
洋
諸
国
は
貪
欲
で
道
徳

を
知
ら
な
い
か
ら
、
必
ず
わ
が
国
を
征
服
し
に
く
る
に
き
ま
っ
て
い
る
と
い
う
伝
統
主
義
的
な
攘
夷

×

論
者
の
論
理
と
は
違
う
。
し
か
し
、
同
時
に
ま
た
、
同
じ
人
間
じ
ゃ
な
い
か
、
同
じ
人
間
な
ん
だ
か

ら
、
こ
っ
ち
が
親
切
に
も
て
な
し
て
や
れ
ば
ま
さ
か
ひ
ど
い
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
情
緒

的
な
人
間
関
係
を
軸
に
し
た
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
仲
よ
し
主
義
的
国
際
観
と
も
違
い
ま
す
。
貪
欲

×

な
、
あ
る
い
は
邪
悪
な
相
手
だ
か
ら
必
ず
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
は
固
定
的
な
思
考
方
法
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
、
み
ん
な
仲
よ
く
と
い
う
円
満
主
義
で
い
け
ば
万
事
め
で
た
し
め
で
た
し
、
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と
い
う
の
も
、
こ
れ
も
ま
た
逆
の
固
定
的
な
思
考
方
法
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
政
治
的

「
相
手
」
に
対
す
る
固
定
し
た
期
待
感
、
相
手
が
必
ず
こ
う
い
う
ふ
う
に
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
固

×

定
し
た
期
待
感
で
あ
り
ま
す
。
流
動
す
る
国
際
政
治
に
お
い
て
は
、
固
定
し
た
期
待
感
に
も
と
づ
く

判
断
ほ
ど
危
険
な
も
の
は
な
い
。
そ
の
期
待
と
い
う
も
の
が
は
ず
れ
る
と
、
い
ま
ま
で
猜
疑
し
憎
悪

し
て
い
た
敵
に
対
し
て
一
転
し
て
無
批
判
的
に
好
意
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
き
の
う
ま
で
の
フ
ァ
ナ

テ
ィ
ッ
ク
な
攘
夷
論
者
が
た
ち
ま
ち
西
洋
に
い
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
そ
う
い
う
例
で
あ
り
ま

す
。
逆
に
、
相
手
に
対
す
る
友
好
国
と
し
て
の
固
定
し
た
期
待
感
が
あ
る
と
、
今
度
は
期
待
が
裏
切

ら
れ
る
と
、
か
わ
い
さ
あ
ま
っ
て
憎
さ
が
百
倍
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
◆
５
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
が

欠
け
て
い
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
情
緒
的
判
断
に
左
右
さ
れ
や
す
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

▽
〈
や
つ
ら
は
無
法
者
の
暴
力
主
義
者
だ
〉〈
彼
ら
も
話
せ
ば
わ
か
る
同
じ
人
間
だ
〉、
ど
ち
ら
も
相

手
に
対
す
る
固
定
的
な
期
待
を
抱
い
て
い
る
点
で
危
険
。
前
者
は
、
否
定
的
な
期
待
、
後
者
は
肯
定

、
、
、
、
、
、

的
な
期
待
だ
け
れ
ど
。

丸
山
が
、
彼
の
生
き
て
い
た
戦
後
空
間
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
。

「
き
の
う
ま
で
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
攘
夷
論
者
が
た
ち
ま
ち
西
洋
に
い
か
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う

箇
所
は
、「
き
の
う
ま
で
の
鬼
畜
米
英
と
叫
ん
で
い
た
連
中
が
、
た
ち
ま
ち
ア
メ
リ
カ
に
イ
カ
れ
て

し
ま
う
」
と
置
き
換
え
可
能
。
ま
た
、「
相
手
に
対
す
る
友
好
国
と
し
て
の
固
定
し
た
期
待
感
が
あ

る
と
、
今
度
は
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
と
、
か
わ
い
さ
あ
ま
っ
て
憎
さ
が
百
倍
」
と
い
う
の
も
、
い
く

ら
で
も
例
が
あ
り
そ
う
だ
。
同
じ
社
会
主
義
国
と
し
て
、
仲
間
で
あ
っ
た
は
ず
の
ソ
連
と
中
国
が
、

す
る
ど
く
意
見
対
立
す
る
と
か
…
（
一
九
五
〇
年
代
後
半
、
ソ
連
の
平
和
共
存
路
線
に
対
し
て
中
国
が
反
発
）
。

◆
問
５
「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は
、
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

リ
ア
リ
ズ
ム
＝
現
実
主
義
。

☆
端
的
に
、
「
固
定
し
た
期
待
感
を
も
た
な
い
こ
と
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
足
り
な

い
。
こ
れ
で
は
、
個
人
的
な
人
間
関
係
の
こ
と
み
た
い
だ
。「
期
待
感
」
が
情
緒
的
・
固
定
的
な
も

の
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
ほ
う
は
「
現
実
的
（
理
性
的
）
」「
柔
軟
性
」
と
い

っ
た
言
葉
を
補
っ
て
対
比
し
た
い
と
こ
ろ
。

〔
解
答
例
〕「
（
流
動
す
る
国
際
政
治
に
お
い
て
、
）
憎
悪
や
好
意
と
い
っ
た
情
緒
的
な
も
の
に
基
づ
く
固

定
的
な
期
待
感
を
も
た
な
い
で
、
現
実
的
に
か
つ
柔
軟
に
相
手
国
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
。」

⑤

●
一
つ
の
事
象
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
し
た
方
向
へ
の
発
展
の
可
能
性
と
い
う
も
の
を

同
時
に
お
さ
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
と
く
に
政
治
的
指
導
者
に
と
っ
て
は
、
こ
う
い
う
両
極
性
の
、
あ
る
い
は
多
方
向
性
の
認
識
眼

が
必
須
の
資
質
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
じ
め
て
、
自
分
の
立
場
か
ら
し
て
、
一
定
の
状
況
の
な
か

に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、
よ
り
望
ま
し
い
可
能
性
を
少
し
で
も
の
ば
し
、
望
ま
し
く
な
い
方
向
へ
の
発

展
可
能
性
を
抑
え
て
い
く
よ
う
な
政
治
的
選
択
―
―
そ
れ
に
基
づ
く
政
策
決
定
が
生
ま
れ
て
き
ま

す
。
〔
読
１
〕
政
治
は
「
可
能
性
の
技
術
」
だ
と
い
う
の
は
◆
６
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
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理
想
、
あ
る
い
は
建
て
前
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
は
…
…
云
々
と
い
う
論
法
で
、
現
実
と
理
想

と
を
固
定
的
に
対
立
さ
せ
、
既
成
事
実
に
た
だ
追
随
し
て
い
く
「
現
実
主
義
」
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も

×
な
い
も
の
で
す
。

▽
「
一
つ
の
事
象
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
し
た
方
向
へ
の
発
展
の
可
能
性
」
と
は
な
ん
の
こ

と
だ
っ
た
か
。
こ
の
よ
う
に
抽
象
度
が
高
い
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
き
、
つ
ね
に
、
▼
具
体
性
に
戻

っ
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
。
ぼ
ん
や
り
し
た
ま
ま
で
読
み
進
め
て
い
く
と
、
そ
れ
が
前
提
と
な
っ
て

続
い
て
い
く
後
の
議
論
に
つ
い
て
行
け
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

こ
こ
は
、
③
段
落
の
「
利
害
の
打
算
が
行
動
の
基
準
で
あ
る
と
い
う
、
ま
さ
に
同
じ
根
拠
か
ら
、

正
反
対
の
政
治
行
動
が
生
ま
れ
る
可
能
性
」
を
受
け
て
い
る
。
英
国
は
、
利
益
に
な
ら
な
い
限
り
、

暴
力
を
行
使
し
な
い
か
ら
戦
争
を
急
ぐ
な
／
利
益
に
な
る
な
ら
、
暴
力
を
行
使
す
る
か
ら
戦
争
の
準

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

備
を
せ
よ
、
と
い
う
よ
う
に
、
正
反
対
の
二
つ
の
政
治
行
動
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

②
に
あ
っ
た
「
そ
の
（
政
治
的
な
状
況
の
）
な
か
に
含
ま
れ
た
矛
盾
し
た
発
展
方
向
」
と
い
う
の

も
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

◆
問
６
「
そ
う
い
う
」
と
は
何
を
さ
す
か
。

抜
き
出
し
で
い
い
。「
わ
か
り
や
す
く
」
と
い
わ
れ
た
と
き
の
た
め
の
例
も
示
し
て
お
く
。

〔
解
答
例
１
〕「
一
定
の
状
況
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
、
よ
り
望
ま
し
い
可
能
性
を
少
し
で
も

の
ば
し
、
望
ま
し
く
な
い
方
向
へ
の
発
展
可
能
性
を
抑
え
て
い
く
よ
う
な
政
治
的
選
択
を
す
る
こ

と
。」

〔
解
答
例
２
〕「
あ
る
政
治
状
況
の
中
に
は
、
よ
り
望
ま
し
い
可
能
性
と
望
ま
し
く
な
い
可
能
性
が

含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
両
方
を
見
定
め
た
上
で
、
望
ま
し
い
可
能
性
を
実
現
に
近
づ
け
、
望
ま
し

く
な
い
可
能
性
を
抑
え
る
よ
う
に
政
治
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
。」

◆
【
答
】
象
山
の
リ
ア
リ
ズ
ム
２
〈
目
的
と
手
段
―
目
的
に
お
い
て
は
堅
固
だ
が
、
手
段
に
つ
い
て
は
自
在
〉

⑥

●
さ
ら
に
、
象
山
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
た
と
え
ば
政
治
的
認
識
に
お
け
る
目
的
と
手
段
と
の
考

え
方
に
も
出
て
い
る
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
同
じ
上
書
か
ら
例
を
引
き
ま
す
。
象
山

の
比
較
的
初
期
の
資
料
に
も
、
成
熟
し
た
政
治
的
思
考
が
す
で
に
萌
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
す
。

西
洋
製
の
船
艦
御
造
立
と
申
義
、
是
迄
公
儀
の
重
き
御
規
定
も
御
座
候
得
ば
、
尤
容
易
な
ら
ざ
る
義
と
は

奉
存
候
得
共
、
右
の
外
に
外
寇
防
禦
の
策
無
之
に
極
り
候
は
ば
、
仮
令
是
迄
如
何
程
重
き
御
規
定
御
座
候
と

も
天
下
の
安
危
に
は
難
替
義
と
奉
存
候
。
畢
竟
御
先
代
様
に
て
右
等
重
き
御
規
定
を
被
為
立
候
も
、
天
下
後

世
の
義
を
厚
く
被
思
召
候
て
の
御
事
に
候
へ
ば
、
御
当
代
様
の
御
物
数
奇
等
に
て
右
を
被
為
破
候
は
む
に
は

如
何
様
に
も
済
ま
せ
ら
れ
ま
じ
き
御
義
理
に
可
有
御
座
候
得
共
、
天
下
の
為
に
立
て
さ
せ
ら
れ
候
御
法
を
、

天
下
の
為
に
改
め
さ
せ
ら
れ
候
に
何
の
御
憚
か
御
座
候
べ
き

御
先
代
様
と
此
御
時
節
と
御
代
を
替
え
さ
せ
ら
れ
候
は
ば
、
必
ず
是
迄
の
御
法
に
限
ら
せ
ら
れ
候
義
は
有

御
座
間
敷
被
存
候

⑦

つ
ま
り
、
象
山
の
い
い
た
い
こ
と
は
、
昔
の
西
洋
と
今
の
西
洋
と
は
非
常
に
違
う
。
鎖
国
政
策

を
定
め
た
御
先
代
様
が
も
し
現
在
生
き
て
現
在
の
状
況
に
直
面
し
て
い
た
ら
ど
う
い
う
政
策
を
と
っ

た
か
、
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
巨
船
巨
艦
の
建
造
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
は
、
当
時
の
鎖
国
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政
策
の
基
本
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
と
き
の
状
況
に
お
い
て
、
日
本
の
独
立
を
守

り
、
外
国
か
ら
侵
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
天
下
の
安
泰
を
は
か
る
、
そ
う
い
う
目
的
の
た
め
に
と
ら

れ
た
政
策
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
そ
の
肝
心
の
政
策
の
目
的
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
法
度
を

守
る
こ
と
自
体
が
政
治
的
伝
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
手
段
を
目
的
と
と
り
ち
が

え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
先
代
が
あ
の
と
き
の
状
況
で
、
対
外
的
独
立
不
可
侵
と
い
う
目
標
に

た
っ
て
一
定
の
政
策
決
定
を
し
た
、
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
現
在
の
状
況
に
置
き
か
え
、
同
じ
独
立
不

可
侵
の
目
標
を
、
異
な
っ
た
状
況
に
お
い
て
追
求
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
ん
な
手
段
、
ど
ん
な
政

策
が
適
合
的
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
祖
先
の
伝
統
に
忠
実
な
道
で
は
な
い
か
―
―

と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
伝
統
の
名
に
お
い
て
、
従
来
の
行
き
が
か
り
や
既
成
事
実
に
ズ
ル
ズ
ル

と
ひ
き
ず
ら
れ
る
よ
う
な
「
現
実
主
義
」
と
も
、
ま
た
「
御
当
代
様
の
御
物
好
き
」
、
つ
ま
り
勝
手

な
思
い
つ
き
に
よ
る
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
決
定
と
も
ち
が
っ
て
、
原
則
の
貫
徹
と
、
転
変
す

る
状
況
へ
の
対
応
と
い
う
二
つ
の
問
題
の
間
に
不
断
に
橋
渡
し
を
し
て
い
く
考
え
方
で
す
。
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
、
象
山
が
学
問
論
の
う
え
で
、
西
洋
学
へ
の
突
然
変
異
的
な
転
向
を
し
な
い
で
、
あ
く
ま

で
朱
子
学
あ
る
い
は
『
周
易
』
の
考
え
方
を
原
則
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
現
実
状
況
の
う
え
に
た
っ

て
読
み
か
え
て
い
こ
う
と
し
た
、
あ
の
態
度
と
照
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

▽
整
理
し
て
み
よ
う
。

・
昔

目
的
＝
対
外
的
独
立
不
可
侵
、
状
況
＝
鎖
国
が
有
効
、
手
段
＝
鎖
国
・
巨
艦
建
造
禁
止

・
今

目
的
＝
対
外
的
独
立
不
可
侵
、
状
況
＝
鎖
国
は
無
効
、
手
段
＝
巨
艦
建
造
に
よ
る
対
抗

態
度
の
問
題
と
し
て
重
要
な
の
は
、〈
原
則
（
目
的
）
の
貫
徹
〉
と
い
う
点
、〈
現
実
の
状
況
へ
の

対
応
（
手
段
）
の
柔
軟
性
〉
と
い
う
点
で
あ
る
。
目
的
に
お
い
て
は
堅
固
だ
が
、
手
段
に
つ
い
て
は

自
在
。

こ
の
態
度
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ロ
マ
ン
に
対
す
る
成
熟
し
た
向
き
合
い
方
だ
と
い
え
る
。
ロ
マ
ン
（
夢
、

理
想
、
目
的
）
は
、
リ
ア
ル
な
状
況
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
が
、
成
熟
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
ロ

マ
ン
を
捨
て
去
る
こ
と
な
く
、
保
持
し
な
が
ら
、
リ
ア
ル
な
状
況
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
現
実
は
そ
ん
な
も
ん
じ

ゃ
な
い
と
い
っ
て
、
ロ
マ
ン
を
次
々
に
捨
て
去
る
〈
大
人
〉
は
、
じ
つ
は
幼
稚
な
リ
ア
リ
ス
ト
に
す
ぎ
な
い
。
ロ
マ

ン
／
リ
ア
ル
と
い
う
対
比
は
、
主
観
／
客
観
と
い
う
対
比
で
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ロ
マ
ン
／
リ
ア
ル
、
主
観

／
客
観
、
目
的
／
手
段
と
い
う
対
比
は
形
を
変
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
の
中
に
出
現
す
る
。

⑧

●
で
す
か
ら
、
文
久
年
間
、
象
山
が
す
で
に
は
っ
き
り
開
国
の
主
張
に
た
っ
て
か
ら
の
ち
の
論

理
を
み
ま
し
て
も
、
彼
は
け
っ
し
て
、
天
下
り
的
に
、
観
念
的
に
鎖
国
を
排
し
、
開
明
主
義
に
く
み

し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鎖
国
論
の
動
機
に
ひ
そ
む
◆
７
あ
る
正
し
さ
を
認
め
て
い
る
。
た

だ
こ
う
い
う
の
で
す
―
―
鎖
国
な
ら
鎖
国
で
よ
い
、
か
り
に
鎖
国
と
い
う
目
的
を
設
定
し
て
み
ま
す
。

す
る
と
、
そ
の
目
的
が
実
現
さ
れ
る
た
め
の
現
実
的
な
条
件
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
考
察
が
出
て
き

ま
す
。
現
在
の
具
体
的
状
況
の
な
か
で
、
鎖
国
と
い
う
目
的
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
い
う
手
段
が
考

え
ら
れ
る
か
、
さ
ら
に
そ
の
手
段
を
政
策
と
し
て
と
っ
た
場
合
、
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
現
実
の
結
果

が
導
き
出
さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
検
討
し
て
み
る
。
こ
れ
は
鎖
国
と
い
う
目
的
自
体
に
対
す
る

善
悪
の
価
値
判
断
を
一
応
た
な
あ
げ
し
て
、
冷
静
な
分
析
と
予
測
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
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で
す
。
そ
う
す
る
と
ど
う
い
う
帰
結
に
な
る
か
。
結
局
、「
終
始
御
鎖
国
に
て
は
御
国
力
御
技
量
も

遂
に
外
に
劣
ら
せ
ら
れ
、
遂
に
御
鎖
国
も
遂
げ
さ
せ
ら
れ
ざ
る
に
至
り
申
べ
く
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
鎖
国
政
策
の
実
行
に
よ
っ
て
は
、
鎖
国
と
い
う
肝
心
の
目
的
さ
え
も
実
行
で

き
な
く
な
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
文
久
二
年
末
の
松
代
藩
主
、
真
田
幸
教
へ
の
上
書
か
ら

の
引
用
で
す
が
、
目
的
と
手
段
の
関
係
の
比
較
考
量
と
い
う
観
点
は
、
さ
き
の
天
保
十
三
年
の
幸
貫

へ
の
上
書
か
ら
引
き
続
い
て
貫
か
れ
て
お
り
ま
す
。

▽
⑦
の
判
断
の
補
強
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
鎖
国
は
目
的
に
な
っ
て
い
る
。
鎖
国
時
代
を
目
的
と
し
、

鎖
国
を
実
行
し
続
け
れ
ば
、
鎖
国
と
い
う
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
論
法
で
、
結
論
を
導
い

て
い
る
。
目
的
と
手
段
は
、
連
続
す
る
階
層
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
理
解
し
て
お
く
こ
と
。
例
え
ば
、

平
和
（
目
的
）
―
鎖
国
（
手
段
）
と
い
う
関
係
を
一
次
元
下
位
へ
ず
ら
せ
ば
、
鎖
国
（
目
的
）
―
巨
艦
建
造
禁
止
（
手

段
）
と
い
う
ふ
う
に
、
よ
り
下
位
の
手
段
に
対
し
て
、
〈
鎖
国
〉
は
目
的
と
な
る
。
ま
た
、
逆
に
一
次
元
上
位
に
ず

ら
せ
ば
、
す
べ
て
の
人
間
の
幸
福
（
目
的
）
―
平
和
維
持
（
手
段
）
と
い
う
ふ
う
に
、
平
和
を
手
段
と
位
置
づ
け
る

こ
と
も
で
き
る
。
目
的
と
目
標
を
使
い
分
け
、
平
和
（
目
的
）
―
鎖
国
（
目
標
）
―
巨
艦
建
造
禁
止
（
手
段
）
と
い

う
ふ
う
に
階
層
化
す
る
場
合
も
あ
る
。

◆
問
７
「
あ
る
正
し
さ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
正
し
さ
か
。

そ
れ
が
意
図
す
る
目
的
に
お
い
て
は
正
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
的
の
内
容
を
具
体

的
に
書
け
ば
い
い
。

〔
解
答
例
〕「
日
本
の
対
外
的
独
立
不
可
侵
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
目
的
の
正
し
さ
。」

◆
【
主
張
】
象
山
の
よ
う
に
思
考
せ
よ
〈
知
性
的
判
断
の
力
〉

⑨

●
こ
う
し
た
一
定
の
目
的
に
対
し
て
適
合
的
な
手
段
を
選
択
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
定
の
手

段
を
と
る
こ
と
か
ら
生
じ
う
る
派
生
的
な
効
果
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
が
目
的
そ
の
も
の
を
そ
こ
な
う

こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
、
を
た
え
ず
考
量
し
な
が
ら
政
策
決
定
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
冷
徹
な
知
性
的
判
断
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
激
動
す
る
状
況
に
対
し
て
の
ぼ
せ
あ
が
ら
な
い

で
、
こ
う
し
た
知
性
を
行
使
し
て
決
断
す
る
指
導
者
が
、
政
治
的
に
「
成
熟
」
し
た
指
導
者
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
際
政
治
を
ど
こ
ま
で
も
リ
ア
ル
に
考
察
し
た
象
山
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、

い
わ
ゆ
る
権
力
政
治
と
い
う
も
の
が
け
っ
し
て
物
理
的
な
力
関
係
だ
け
で
左
右
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て

×

そ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
政
治
的
知
性
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
洞
察
し
て
い
ま
し
た
。「
寡
の

衆
に
敵
す
べ
か
ら
ず
、
小
の
大
に
敵
す
べ
か
ら
ず
、
弱
の
強
に
敵
す
べ
か
ら
ざ
る
は
其
通
の
事
に
候
へ
共
、
智
謀
次

第
は
弱
を
以
て
強
を
制
し
、
小
を
以
て
大
を
使
ひ
、
寡
を
以
て
衆
を
馭
し
候
事
も
亦
常
事
に
て
、
兵
道
経
略
は
唯
智

謀
如
何
に
御
座
候
様
奉
存
候
」
（
安
政
五
年
三
月
、
星
巌
宛
書
簡
）
。
象
山
が
国
力
こ
そ
国
防
の
基
礎
だ
と
盛

ん
に
い
っ
て
い
る
の
は
、
国
力
と
い
う
も
の
を
軍
事
・
経
済
・
政
治
・
民
情
と
い
っ
た
綜
合
的
な
力

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
か
ら
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
古
今
覇
者
の
国
、
其
の
上
、
富
む
と
い
え
ど
も
、
下
は

必
ず
虚
な
り
。
其
の
兵
強
し
と
い
え
ど
も
、
民
は
必
ず
弊
す
。
其
の
効
を
見
る
、
あ
る
い
は
速
な
ら
ん
と
い
え
ど
も
、

其
の
流
禍
久
し
き
に
至
つ
て
已
ま
ざ
る
所
以
な
り
」（
「
正
誼
館
記
」
原
漢
文
）
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
は
象
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山
は
明
治
型
の
富
国
強
兵
の
先
駆
者
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
行
く
末
の
洞
察
者
で
あ
っ
た
と
さ
え

い
え
る
で
し
ょ
う
。
と
も
か
く
象
山
の
政
治
的
状
況
に
対
す
る
対
応
が
ど
ん
な
場
合
に
も
〔
読
３
〕

一
貫
し
た
主
知
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考
法
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
べ
た

と
こ
ろ
か
ら
も
お
わ
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

▽
激
動
す
る
状
況
で
こ
そ
、
冷
静
な
知
性
的
判
断
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
れ
が
結
論
で
あ
る
。

〈
感
情
的
な
判
断
・
物
理
的
な
力
関
係
〉
が
こ
れ
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
引
用
を
見
る
と
、
二

一
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
が
浮
か
ぶ
。
上
は
富
ん
で
い
る
が
、
下
は
貧
困
。
武
力
は
世
界
一
だ
が
、
人
々

は
飢
え
、
飢
え
た
者
か
ら
順
に
軍
隊
を
志
願
し
て
死
ん
で
い
く
。
武
力
で
ア
フ
ガ
ン
や
イ
ラ
ク
の
体

制
を
破
壊
し
た
が
、
そ
の
災
い
は
長
く
続
く
。〈
感
情
的
な
判
断
・
物
理
的
な
力
関
係
〉
で
政
治
的

選
択
を
行
う
と
、
間
違
う
。
泣
い
た
り
わ
め
い
た
り
す
る
政
治
家
に
票
が
入
る
日
本
国
も
ひ
と
ご
と

で
は
な
い
。

■
読
解
問
題
１
「
政
治
は
「
可
能
性
の
技
術
」
だ
」
と
あ
る
が
、「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
立
場

か
ら
、「
現
実
主
義
」
は
ど
の
よ
う
な
点
で
問
題
な
の
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。

こ
こ
で
い
う
「
現
実
主
義
」
と
は
何
か
。
理
想
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
実
は
そ
う
は
い
か

な
い
と
い
う
論
法
で
、
理
想
が
だ
め
な
ら
現
実
を
選
択
す
る
し
か
な
い
と
固
定
的
に
考
え
、
既
成
事

実
に
た
だ
追
随
し
て
い
く
や
り
方
で
あ
る
。

で
は
、「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
は
？

問
５
で
見
た
よ
う
に
、
流
動
す
る
状
況
に
対
し
て
、

現
実
的
に
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
際
、
同
じ
根
拠
に
基
づ
き
な
が
ら

対
立
す
る
可
能
性
が
、
同
時
に
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
見
定
め
る
。「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
目

的
は
保
持
し
な
が
ら
、
そ
の
対
立
す
る
可
能
性
を
制
御
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

対
立
点
は
何
か
。

「
現
実
主
義
」
が
、
理
想
が
だ
め
な
ら
現
実
を
選
択
す
る
し
か
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
選
択
肢
を

一
つ
し
か
考
え
て
い
な
い
の
に
対
し
、「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
対
立
す
る
方
向
へ
発
展
す
る

可
能
性
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
ま
た
、「
現
実
主
義
」
が
目
的
を
す
ぐ
に
放
棄
す
る
の
に
対
し
、「
政
治

的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
目
的
を
放
棄
し
な
い
。

解
答
の
型
は
、「
「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
～
だ
。「
現
実
主
義
」
～
だ
。「
現
実
主
義
」
は
～
と

い
う
点
で
問
題
だ
。」
と
い
う
か
た
ち
。

〔
解
答
例
〕
「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
状
況
の
中
に
対
立
す
る
可
能
性
を
ふ
ま
え
、
目
的
を
保
持

し
つ
つ
、
よ
り
望
ま
し
い
可
能
性
を
追
求
す
る
技
術
で
あ
る
が
、
現
実
主
義
は
、
状
況
を
固
定
的
に

捉
え
、
目
的
を
放
棄
し
て
、
現
状
に
追
随
す
る
。
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
は
、
現
実
主
義

は
、
現
実
を
固
定
的
に
し
か
認
識
し
な
い
た
め
に
、
結
局
、
望
ま
し
い
状
態
を
実
現
で
き
な
い
点
で

問
題
で
あ
る
。」
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第 22回「幕末における視座の変革」丸山眞男

■
読
解
問
題
２

筆
者
は
政
治
に
お
け
る
「
目
的
と
手
段
」
の
関
係
を
、
象
山
の
場
合
を
通
じ
て
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

象
山
が
あ
の
時
代
に
開
国
に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
か
を
ま
と
め
て
示
し
、
次
に
、
そ
れ
を
一
般
化

し
た
筆
者
の
考
え
を
示
す
。

（
象
山
）「
か
つ
て
対
外
的
独
立
不
可
侵
と
い
う
目
標
に
た
っ
て
一
定
の
政
策
決
定
を
し
た
、
と
す

れ
ば
、
そ
れ
を
現
在
の
状
況
に
置
き
か
え
、
同
じ
独
立
不
可
侵
の
目
標
を
、
異
な
っ
た
状
況
に
お
い

て
追
求
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
ん
な
手
段
、
ど
ん
な
政
策
が
適
合
的
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、

ほ
ん
と
う
に
祖
先
の
伝
統
に
忠
実
な
道
で
は
な
い
か
」
⑦

（
筆
者
）「
こ
う
し
た
一
定
の
目
的
に
対
し
て
適
合
的
な
手
段
を
選
択
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
一
定

の
手
段
を
と
る
こ
と
か
ら
生
じ
う
る
派
生
的
な
効
果
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
が
目
的
そ
の
も
の
を
そ
こ

な
う
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
、
を
た
え
ず
考
量
し
な
が
ら
政
策
決
定
を
行
う
」
⑨

〔
解
答
例
〕「
象
山
は
、
そ
れ
ま
で
、
対
外
的
独
立
不
可
侵
と
い
う
目
的
の
た
め
に
鎖
国
と
い
う
手

段
を
取
っ
て
い
た
こ
と
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
状
況
で
は
、
同
じ
独
立
不
可
侵

と
い
う
目
的
を
達
成
し
て
い
く
た
め
に
は
、
開
国
と
い
う
手
段
し
か
な
い
と
主
張
し
た
。
筆
者
は
、

こ
の
考
え
方
に
倣
い
、
目
的
そ
の
も
の
を
達
成
で
き
る
か
ど
う
か
、
を
考
え
、
よ
り
適
し
た
手
段
を

選
択
し
た
り
、
そ
の
手
段
を
と
る
こ
と
が
ど
ん
な
結
果
を
生
む
か
を
考
慮
し
た
り
し
な
が
ら
政
策
決

定
を
行
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。」

■
読
解
問
題
３
「
一
貫
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
思
考
法
」
と
あ
る
が
、
幕
末
の
思
想
家
で
あ
る
象
山
の

政
治
的
思
考
方
法
を
通
し
て
、
筆
者
は
現
代
の
政
治
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
か
、
ま
と
め
な
さ
い
。

象
山
の
政
治
的
思
考
方
法
か
ら
見
る
と
、
現
代
は
間
違
っ
た
政
治
の
考
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
そ
の
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
に
大
づ
か
み
に
つ
か
ん
で
お
く
。
そ
の
上
で
、「
象
山
の
思
考
か
ら
見
る
と
、

現
代
の
政
治
は
、
～
と
い
う
点
で
間
違
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
い
う
型

を
考
え
る
。
あ
と
は
、
傍
線
部
を
肉
付
け
。
こ
れ
が
作
業
の
内
実
だ
。

本
文
の
中
で
、
否
定
的
に
書
か
れ
て
い
た
思
考
法
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

③
そ
れ
は
特
定
国
を
好
き
だ
と
か
き
ら
い
だ
と
か
、
憎
ん
で
い
る
と
か
い
い
感
じ
を
も
っ
て
い
る
と

か
い
う
感
情
の
次
元
と
は
ま
っ
た
く
別
な
の
だ
。

④
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
政
治
的
「
相
手
」
に
対
す
る
固
定
し
た
期
待
感
、
相
手
が
必
ず
こ
う

い
う
ふ
う
に
出
て
く
る
だ
ろ
う
と
い
う
固
定
し
た
期
待
感
で
あ
り
ま
す
。
流
動
す
る
国
際
政
治
に
お

い
て
は
、
固
定
し
た
期
待
感
に
も
と
づ
く
判
断
ほ
ど
危
険
な
も
の
は
な
い
。

⑤
そ
れ
は
、
理
想
、
あ
る
い
は
建
て
前
は
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
は
…
…
云
々
と
い
う
論
法
で
、

現
実
と
理
想
と
を
固
定
的
に
対
立
さ
せ
、
既
成
事
実
に
た
だ
追
随
し
て
い
く
「
現
実
主
義
」
と
は
縁
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も
ゆ
か
り
も
な
い
も
の
で
す
。

⑦

と
こ
ろ
が
そ
の
肝
心
の
政
策
の
目
的
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
法
度
を
守
る
こ
と
自
体
が
政

治
的
伝
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
手
段
を
目
的
と
と
り
ち
が
え
る
こ
と
に
な
る
。

⑦
こ
れ
は
伝
統
の
名
に
お
い
て
、
従
来
の
行
き
が
か
り
や
既
成
事
実
に
ズ
ル
ズ
ル
と
ひ
き
ず
ら
れ
る

よ
う
な
「
現
実
主
義
」
と
も
、
ま
た
「
御
当
代
様
の
御
物
好
き
」、
つ
ま
り
勝
手
な
思
い
つ
き
に
よ

る
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
決
定
と
も
ち
が
っ
て
…

ま
た
、
次
の
箇
所
は
、
現
在
、
そ
の
裏
返
し
の
認
識
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
に
な
っ
て

い
る
と
読
め
る
だ
ろ
う
。

⑨
い
わ
ゆ
る
権
力
政
治
と
い
う
も
の
が
け
っ
し
て
物
理
的
な
力
関
係
だ
け
で
左
右
さ
れ
ず
、
か
え
っ

て
そ
こ
で
は
右
の
よ
う
な
政
治
的
知
性
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
洞
察
し
て
い
ま
し
た
。

⑨
国
力
と
い
う
も
の
を
軍
事
・
経
済
・
政
治
・
民
情
と
い
っ
た
綜
合
的
な
力
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
。

〔
解
答
例
〕
「
冷
静
に
状
況
の
中
か
ら
対
立
す
る
可
能
性
を
見
出
し
、
ま
た
、
手
段
を
固
定
的
に
捉

え
ず
、
望
ま
し
い
方
向
を
目
指
そ
う
と
す
る
の
が
象
山
の
思
考
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
政
治

は
、
国
際
政
治
で
も
国
内
政
治
で
も
、
感
情
的
な
も
の
に
基
づ
い
た
固
定
的
な
党
派
対
立
や
、
従
来

の
枠
組
み
か
あ
る
い
は
既
成
事
実
に
引
き
ず
ら
れ
る
現
実
主
義
、
ま
た
、
そ
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る

総
合
的
な
見
通
し
や
目
的
設
定
の
欠
如
に
陥
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
、
一
貫
し
た
知
性

的
な
思
考
法
が
欠
落
し
て
い
る
現
状
を
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」

■
二
百
字
要
約
の
修
行

◆
印
の
見
出
し
を
参
考
に
し
て
書
い
て
み
よ
。（
問
題
集
の
解
答
冊
子
に
解
答
例
あ
り
）

■
論
述
へ
の
挑
戦

問
１
。
現
在
の
具
体
的
な
政
治
の
や
り
方
を
挙
げ
て
、
本
文
の
視
点
か
ら
批
判
せ
よ
。
国
際
、
国

内
、
国
政
、
地
方
行
政
、
ど
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
。
八
百
字
以
内
。

問
２
。
歴
史
的
な
事
例
を
挙
げ
て
、
本
文
の
議
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
よ
。

八
百
字
以
内
。


