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そ
う
だ
な
と
い
っ
た
感
覚
的
な
判
断
で
、
そ
の
よ
う
な

史
料
を
複
数
収
集
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で

そ
の
後
私
は
筆
順
に
い
ろ
い
ろ
助
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
著
書
も
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し

た
し
、学
位
も
筆
順
関
連
の
テ
ー
マ
で
取
得
し
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
し
た
出
合
い
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
助
け

ら
れ
、
今
日
こ
こ
に
至
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
は
お
手
元
の
資
料
を
見
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
丁
寧
に
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
お
手
元
の
資
料
、
あ
る
い
は
ス
ク
リ
ー
ン
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

ま
ず
「
筆
順
と
い
う
概
念
」
に
つ
い
て
で
す
。
多
分
、

わ
れ
わ
れ
、
あ
る
い
は
一
般
の
方
が
筆
順
と
し
て
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
一
番
左
側
に
象
徴
さ
れ

る
よ
う
な
累
加
式
の
示
し
方
で
す
。
先
に
点
画
が
あ
っ

て
、
次
を
書
い
て
、
次
を
書
い
て
と
い
う
こ
と
が
分
か

　

高
い
と
こ
ろ
か
ら
失
礼
し
ま
す
。
広
島
大
学
の
松
本

で
す
。
私
は
、
今
、
大
変
う
れ
し
い
気
持
ち
で
い
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
今
の
私
の
二
十
四
時
間
は
ほ
と
ん
ど
大

学
の
校
務
に
明
け
暮
れ
る
日
々
で
、
自
分
の
専
門
的
な

こ
と
に
費
や
す
時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ス
ト
レ
ス
が
溜

ま
っ
た
状
況
で
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い

場
に
お
呼
び
い
た
だ
き
ま
し
て
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
日
は
「
筆
順
」
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

自
分
の
仕
事
と
し
て
は
筆
順
だ
け
で
は
な
く
て
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
や
は
り
書
写
書
道
の
教
育
方
法
の
ほ
う

が
メ
イ
ン
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
の
現
場
に
出
て
い
く
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
筆
順
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
私
に
と
っ
て

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
趣
味
的
と
い
い
ま
す
か
、
よ
り
自

分
で
の
め
り
込
ん
で
い
け
る
よ
う
な
、
実
践
的
な
研
究

で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
文
献
的
な
研
究
と
い
う
位
置
付

け
で
す
。な
の
で
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、

筆
順
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
今

日
は
先
生
方
に
お
聞
き
い
た
だ
き
、
ご
指
導
い
た
だ
き

な
が
ら
、
さ
ら
に
前
へ
進
め
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　

私
が
筆
順
と
出
合
い
ま
し
た
の
は
、
と
言
う
と
お
か

し
い
で
す
が
、
筆
順
が
私
の
心
に
引
っ
か
か
り
ま
し
た

の
は
今
か
ら
四
十
年
近
く
前
に
な
り
ま
す
。
大
学
院
の

頃
に
、
国
会
図
書
館
に
別
の
目
的
で
週
に
三
回
ぐ
ら
い

通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
た
ま
た
ま
目
に
し
た

筆
順
の
史
料
が
私
に
は
解
読
不
可
能
で
し
た
。「
こ
の

筆
順
は
何
だ
」
と
。
筆
順
に
関
す
る
私
の
元
々
の
予
備

知
識
か
ら
は
全
く
見
当
も
つ
か
な
い
も
の
で
し
た
。
こ

れ
は
何
か
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ょ
っ
と
心
に
引
っ

か
か
り
、
こ
の
史
料
を
取
っ
て
お
け
ば
後
々
役
に
立
ち

令
和
六
年
度
　
　

書
写
書
道
教
育
講
演
会

令
和
６
年
6
月
６
日

於
・
上
野
精
養
軒

松本　仁志氏

松  

本  

仁  

志

広
島
大
学
大
学
院

人
間
社
会
科
学
研
究
科 

教
授

「
筆
順
の
変
遷
か
ら
み
る
書
写
書
道
教
育
」
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順
は
点
画
を
組
み
立
て
て
い
く
順
番
で
あ
る
と
捉
え
て

い
た
も
の
が
、
そ
れ
と
は
違
う
概
念
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
始
め
ま
し

た
。
な
の
で
、
筆
順
は
一
つ
の
概
念
で
捉
え
て
い
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
筆
順
は
文
字
を
書
い
て
い
く
う
え

で
の
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
背
景
を

持
っ
た
一
つ
の
文
化
で
あ
る
と
捉
え
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
も
の
は
ま
た
後
ほ
ど
詳
し
く
見
て
い
く
こ

と
に
し
ま
す
。
ま
ず
１
番
の
「
筆
順
の
定
義
」
で
す
。

ど
ち
ら
の
説
明
が
し
っ
く
り
く
る
で
し
ょ
う
か
。
Ａ
は

「
文
字
の
書
き
始
め
か
ら
書
き
終
わ
り
ま
で
の
時
間
の

経
過
と
と
も
に
筆
記
具
が
辿
る
順
路
」、
筆
路
で
も
い

い
で
す
。
Ｂ
は
「
文
字
を
構
成
す
る
点
画
の
組
み
立
て

順
序
」
で
す
。
筆
順
関
係
の
も
の
を
調
べ
る
と
、
Ｂ
の

説
明
が
比
較
的
多
い
で
す
。
楷
書
筆
順
な
の
で
そ
の
よ

う
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
両
方
と
も
間
違
い
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ａ
の
ほ
う
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
運

筆
的
な
定
義
で
す
。
Ｂ
の
ほ
う
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

字
形
的
定
義
で
す
。
こ
の
字
形
的
定
義
は
、
楷
書
筆
順

に
一
応
限
定
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
と
思

い
ま
す
。
完
成
し
た
点
画
を
組
み
立
て
て
い
く
わ
け
で

は
な
く
、
点
画
を
形
成
し
な
が
ら
組
み
立
て
て
い
く
こ

と
を
考
え
る
と
、
全
体
と
し
て
は
運
筆
的
定
義
が
当
て

は
ま
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
Ｂ
の
視
点
も
見
落
と

さ
な
い
ほ
う
が
い
い
と
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
、
二
つ
に
分
け
た
運
筆
的
定
義
と
字
形
的
定
義
で

る
も
の
で
す
。
そ
れ
か
真
ん
中
の
、
数
字
が
付
し
て
あ

る
も
の
も
よ
く
目
に
す
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ
れ
は

よ
く
見
る
と
、
二
、三
、四
と
横
が
三
つ
並
ん
で
い
ま
す

の
で
、
学
校
で
習
う
筆
順
と
違
う
と
思
う
人
が
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
が
最
初
に
出
合
っ
た
筆
順
は
、
一

番
右
側
の
筆
順
で
し
た
。
こ
れ
を
見
る
と
筆
順
な
の
だ

け
れ
ど
も
、「
先
」
何
々
、「
次
」
何
々
と
い
う
書
き
方

に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
筆

す
が
、
今
日
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
書
写
書

道
教
育
の
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
の
二
つ
の
分
け

方
は
大
い
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
の
で
、
後
に
整
理
を
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
２
番
の
「
楷
書
筆
順
の
大
前
提
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
筆
順
を
学
ん
で
い
く
う
え
で
、「
点
画
の
組
み

立
て
順
序
」
と
い
う
定
義
で
見
た
と
き
は
、
点
画
の
概

念
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
左
側



全日本書道連盟会報 　第172号 令和６（2024）年11月15日（ 10 ）

ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
話
で
す
。
学
習
者
を
想
定
し
て

書
物
・
文
献
上
に
示
さ
れ
る
規
範
性
を
伴
う
順
路
と
い

う
解
釈
の
場
合
、
こ
れ
を
「
規
範
的
筆
順
」
と
言
い
ま

す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
個
々
の
書
き
手
に
記
憶
さ
れ

文
字
を
書
く
行
為
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
表
さ
れ
る
筆
順

と
い
う
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
を
、「
個
人
内
筆
順
」
と
い

う
言
い
方
を
し
ま
す
。
規
範
的
筆
順
は
昔
だ
っ
た
ら
紙

に
印
刷
さ
れ
た
り
、
書
か
れ
た
り
し
て
、
個
人
内
筆
順

入
っ
て
か
ら
は
算
用
数
字
で
あ
っ
て
も
、
一
応
、
部
分

部
品
の
捉
え
が
出
来
て
い
き
ま
す
の
で
、
な
か
な
か
こ

の
よ
う
な
書
き
方
は
し
な
く
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と

で
、
筆
順
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
点
画
概
念
を
作
っ

て
い
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

右
側
に
小
さ
く
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
晋

衛
夫
人
筆
陣
図
』
で
す
。
偽
託
で
は
な
い
か
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
説
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、

漢
字
を
分
解
し
て
統
合
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
人
間

が
普
通
に
持
っ
て
い
る
認
識
活
動
、
そ
の
よ
う
な
捉
え

で
漢
字
を
捉
え
始
め
て
い
た
の
が
、
か
な
り
前
か
ら
な

の
だ
な
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
な
の
で
「
晋
」
と
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
唐
の
時
代
ぐ
ら
い
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
頃
に
は
も
う
漢
字
を
分
解
し
、
統

合
し
て
い
く
こ
と
が
き
ち
ん
と
言
わ
れ
て
い
て
、
一
つ

一
つ
の
基
本
点
画
な
ど
と
い
う
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
こ
の
よ
う
に
何
ら
か
の
説
明
が
行
わ
れ
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。上
に
図
が
あ
り
ま
す
が
、

イ
メ
ー
ジ
で
入
れ
て
い
ま
す
の
で
、
晋
の
時
代
に
あ
れ

が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
気
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
よ
う
に
基
本
的
な
点
画
の
概
念

が
で
き
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

最
初
に
そ
こ
ま
で
押
さ
え
て
お
き
ま
し
て
、
も
う
少

し
定
義
か
ら
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
３
番
「
学
習
を

前
提
と
す
る
規
範
的
筆
順
」
と
い
う
こ
と
で
、
筆
順
が

の
「
生
」
と
い
う
字
は
分
解
し
て
点
画
に
し
て
い
ま
す

の
で
、
点
画
概
念
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
右
側
は
算
用

数
字
で
５
と
４
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
幼
児
や

西
洋
か
ら
来
る
外
国
籍
の
人
が
よ
く
書
く
数
字
で
す
。

あ
ち
ら
の
方
た
ち
は
、
そ
の
よ
う
な
学
び
の
機
会
が
な

い
の
で
、
点
画
の
概
念
が
基
本
的
に
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
人
の
場
合
で
も
、
点
画
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
前
の

幼
児
は
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
ま
す
。
小
学
校
に
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き
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。

　
『
書
法
三
昧
』
は
、諸
本
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
『
格

致
叢
書
』
本
で
す
。
私
が
中
央
公
論
新
社
か
ら
『
筆
順

の
は
な
し
』
と
い
う
新
書
を
出
し
た
と
き
に
は
ま
だ
見

つ
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
後
研
究
を
進

め
て
い
く
中
で
、
今
、
筑
波
大
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
尾
川

先
生
に
ご
示
唆
を
い
た
だ
き
、
東
洋
文
庫
に
足
を
運
ん

で
み
て
、
そ
こ
で
見
つ
け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
下
の
と

こ
ろ
を
見
て
い
た
だ
く
と
「
下
筆
先
後
」
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
筆
を
下
す
先
、
後
と
い
う
こ
と
で
す
。
ず
っ

と
漢
字
が
あ
り
、「
先
」
何
々
、「
次
」
何
々
、「
次
」
何
々

と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
書
き
方
が
い
わ

ゆ
る
最
初
の
筆
順
の
示
し
方
、
規
範
的
筆
順
の
示
し
方

の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
す
。

　
『
書
法
三
昧
』
は
、
元
末
か
ら
明
初
に
か
け
て
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
大
凡
わ
か
り
ま
す
が
、
誰
が
何
年
に

書
い
た
の
か
ま
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
名
家
に

は
こ
れ
が
一
冊
は
置
い
て
あ
る
」
と
い
う
記
述
も
あ
っ

た
り
し
て
、
割
と
中
国
で
は
見
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。
こ
の
文
献
が
大

本
に
な
っ
て
、
以
後
、
類
書
と
い
い
ま
す
か
、
い
ろ
い

ろ
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

次
に
出
て
く
る
も
の
が
『
学
範
』
で
す
。
趙
之
謙
で

は
な
く
、
明
代
の
趙
謙
と
い
う
人
の
書
物
で
す
。
こ
れ

は
書
風
が
全
然
違
い
ま
す
が
、中
を
よ
く
見
る
と
「
先
」

何
々
、「
次
」
何
々
、「
次
」
何
々
と
い
う
よ
う
に
、
全

り
ま
す
。

　

今
、
問
題
に
し
て
い
き
た
い
も
の
は
、
規
範
的
筆
順

に
な
り
ま
す
。
歴
史
上
、
規
範
的
筆
順
が
初
め
て
出
て

き
た
の
が
『
書
法
三
昧
』
で
す
。
そ
の
次
が
『
学
範
』、

明
代
で
す
。そ
れ
か
ら『
文
字
談
苑
』、『
字
彙
』で
す
。『
学

範
』
や
『
文
字
談
苑
』
あ
た
り
は
一
般
的
な
教
養
書
の

よ
う
な
内
容
な
の
で
、
書
道
史
に
も
あ
ま
り
出
て
こ
な

い
書
物
だ
と
思
い
ま
す
。『
書
法
三
昧
』
は
よ
く
出
て

は
自
分
の
記
憶
の
中
に
あ
る
も
の
で
、
自
分
が
書
く
と

そ
れ
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
表
さ
れ
て
き
ま
す
。

　

わ
れ
わ
れ
が
よ
く
筆
順
を
問
題
に
す
る
の
は
、
規
範

的
筆
順
の
ほ
う
で
す
。
規
範
的
筆
順
に
照
ら
し
て
、
正

し
い
、
正
し
く
な
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
言
い

ま
す
。

　

個
人
内
筆
順
の
ほ
う
は
、下
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

い
ろ
い
ろ
な
研
究
分
野
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
や
す
い

で
す
。「
漢
字
筆
順
の
工
学
的
考
察
」、工
学
分
野
で
す
。

「
筆
跡
鑑
定
と
筆
順
筆
圧
に
つ
い
て
」
は
、
心
理
学
的

な
部
分
か
ら
も
見
て
い
ま
す
。「
漢
字
字
形
の
流
動
と

筆
順
」、
こ
れ
も
工
学
的
に
捉
え
て
い
く
研
究
だ
と
思

い
ま
す
。
心
理
学
に
捉
え
た
研
究
で
一
番
古
い
も
の
は

東
京
大
学
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
心
理
学
的
に
人
間

は
ど
う
や
っ
て
筆
順
を
生
み
出
し
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
調
べ
た
研
究
が
あ
り
ま
す
。
放
っ
て
お
い
た
ら
幼
児

は
ど
の
よ
う
に
字
を
書
い
て
い
く
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ

う
な
研
究
は
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
の
だ
い
ぶ
古
い

バ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
。
人
間
は
ど
の
よ
う
に
筆
順
を
組
み

立
て
て
き
た
の
か
と
い
い
ま
す
か
、
作
っ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
か
。
放
っ
て
お
い
て
も
、
人
間
の
認
知
や
運
動

な
ど
か
ら
規
則
性
が
生
ま
れ
て
き
て
、
自
然
に
中
心
と

な
る
も
の
か
ら
書
く
、
上
か
ら
下
へ
書
く
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
下
に
行

わ
れ
た
研
究
で
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
個
人

内
筆
順
を
対
象
に
し
た
筆
順
の
捉
え
と
い
う
こ
と
に
な
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に
な
っ
た
呼
称
で
す
。
あ
と
は
下
筆
先
後
、下
筆
次
序
、

発
筆
先
後
、そ
の
他
「
順
」
と
い
う
言
葉
は
な
く
て
も
、

運
筆
、
あ
る
い
は
、
運
筆
の
順
序
、
下
筆
の
順
序
な
ど

文
献
に
よ
っ
て
揺
れ
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
呼

び
方
が
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
は
ほ
ぼ
、「
筆
順
」と「
書

き
順
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
、「
運
筆
順
序
」
の
ほ
う
が
い
い
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
理
由
は
ま
た
お
話
し

し
し
て
お
き
ま
す
。「
筆
順
」
と
い
う
呼
称
が
初
め
て

使
わ
れ
た
の
は
、
明
治
六
年
で
す
。
当
時
の
ス
ト
ロ
ー

ク
・
オ
ー
ダ
ー
の
翻
訳
語
、「
運
筆
順
序
」
の
中
の
二

字
だ
け
を
取
っ
た
も
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。「
筆
順
」

は
割
と
早
い
時
代
に
出
て
き
た
呼
称
で
す
が
、
当
時
、

広
く
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

戦
前
、一
番
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
だ
っ
た
呼
称
は
「
運
筆
順
序
」

で
す
。「
書
き
順
」
は
、
戦
後
よ
く
用
い
ら
れ
る
よ
う

部
筆
順
が
示
し
て
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
分
解

し
て
示
し
て
い
ま
す
が
、
規
範
的
な
筆
順
の
初
期
は
こ

の
よ
う
な
形
で
出
て
き
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
現
代
の

筆
順
指
導
の
手
引
き
の
示
し
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

こ
に
至
る
ま
で
筆
順
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
こ
の
後
少
し
ず
つ
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
４
番
の
「
筆
順
の
呼
称
」
に
つ
い
て
も
お
話
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学
生
に
当
て
ま
す
が
、
こ
の
場
で
当
て
た
ら
後
が
大
変

な
の
で
絶
対
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

　

後
か
ら
こ
の
解
釈
を
し
ま
す
が
、
一
つ
の
答
え
の
鍵

が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。「
楷
書
筆
順
の
合
理
性
」
を
捉

え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
楷
書
筆
順
の
歴
史
を
た

ど
っ
て
い
く
と
、
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
一
つ

が
意
味
的
合
理
性
、も
う
一
つ
が
機
能
的
合
理
性
で
す
。

意
味
的
合
理
性
と
機
能
的
合
理
性
は
、
全
く
相
入
れ
な

い
、
関
係
な
い
種
類
の
も
の
で
す
。
意
味
的
合
理
性
の

下
に
記
載
が
あ
り
ま
す
が
、
字
源
と
の
整
合
で
す
。
す

な
わ
ち
小
篆
の
字
体
・
字
義
と
の
整
合
で
す
。
し
か
も

こ
の
字
源
と
い
う
も
の
が
、
今
、
科
学
的
に
い
ろ
い
ろ

調
べ
ら
れ
て
い
る
書
学
書
道
史
の
先
生
方
の
研
究
成
果

等
と
は
関
係
な
し
に
、『
説
文
解
字
』
と
い
う
一
つ
の

バ
イ
ブ
ル
的
な
漢
字
字
書
に
出
て
く
る
字
体
・
字
義
と

の
整
合
を
取
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
を

私
は
、「
字
源
系
筆
順
観
」
と
命
名
し
て
い
ま
す
。
字

源
と
の
整
合
を
取
る
こ
と
が
合
理
的
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
を
、
意
味
的
合
理
性
と
捉
え
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
機
能
的
合
理
性
で
す
。
効
率
性
の
ほ

う
で
す
。
こ
の
効
率
性
も
、
よ
く
よ
く
分
析
し
て
い
く

と
、
速
度
・
運
動
効
率
、
そ
れ
か
ら
字
形
形
成
効
率
、

学
習
効
率
、こ
の
三
つ
の
要
素
に
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。

速
度
・
運
動
効
率
は
、
書
き
や
す
さ
と
い
う
言
葉
で
表

現
す
る
と
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
字
形
形
成
効

率
は
、
整
え
や
す
さ
、
読
み
手
か
ら
す
れ
ば
読
み
や
す

の
人
と
い
い
ま
す
か
、
学
校
の
先
生
に
や
っ
て
も
ら
う

と
、
ど
う
し
て
も
ど
ち
ら
が
正
し
い
、
正
し
く
な
い
と

い
う
話
に
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
も
そ
れ
は

少
々
筋
が
違
っ
て
、
ど
ち
ら
に
も
理
由
が
あ
る
わ
け
で

す
。
な
ぜ
違
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
い
か
に
解
釈
す

る
の
か
、
こ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
が
筆
順
に
対
す
る
理

解
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
大

学
の
授
業
だ
と
こ
こ
で
一
分
ぐ
ら
い
考
え
さ
せ
て
か
ら

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
こ
か
ら
筆
順
の
世
界
に
少
し
深
く
入

り
込
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
楷
書
筆
順
の
変

遷
に
み
る
合
理
性
」
で
す
。
次
の
事
実
を
ど
う
解
釈
し

ま
す
で
し
ょ
う
か
。
先
生
方
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
い
た

だ
け
ま
す
か
。
日
本
と
中
国
の
筆
順
比
較
で
す
。
こ
れ

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
一
般
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合
理
性
の
典
型
的
な
考
え
方
で
す
。
榊
莫
山
先
生
は
こ

の
考
え
方
に
よ
っ
て
い
て
、「
私
は
横
二
本
書
い
て
か

ら
、下
か
ら
上
に
『
土
』
の
縦
を
書
く
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
ま
し
た
。
あ
れ
は
ま
さ
に
『
説
文
解
字
』
の
言
う

と
お
り
で
す
。
突
拍
子
も
な
い
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
字
源
系
筆
順
観
に
よ
っ
た
考
え
方
で
し
た
。
こ
れ
が

意
味
的
合
理
性
の
典
型
的
な
考
え
方
で
す
。

　

で
は
機
能
的
合
理
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い

如
実
に
表
れ
て
き
て
い
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
、
見
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
意
味
的
合
理
性
で
す
。
明
治
に
竹
田
左
膳
と

い
う
漢
学
者
が
い
ま
し
た
。
竹
田
左
膳
さ
ん
は
、
日
比

谷
高
校
な
ど
で
教
え
て
い
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
「
土
」
の
筆
順
で
す
。
竹
田
左
膳
さ
ん
は
『
運
筆
の

順
序
』
と
い
う
本
の
中
で
「
土
」
の
筆
順
は
、横
二
本
、

一
、二
で
、
縦
が
最
後
で
三
番
目
に
書
く
の
だ
と
言
っ

て
い
ま
す
。
理
由
は
、「
こ
の
字
は
、
士
字
と
異
り
て
、

先
づ
二
を
書
く
を
、
次
に
縦
を
書
く
を
正
變
と
も
に
通

例
と
す
」
と
。「
俗
に
、
十
一
と
」、
今
は
便
宜
的
に
書

い
て
い
ま
す
が
、「
士
字
同
様
に
書
く
は
誤
謬
な
り　

造
字
の
本
意
は
、指
事
文
字
に
し
て
二
は
地
の
表
面
と
、

地
の
中
層
と
に
象
る
な
り
」
と
。「
而
し
て
縦
は
、
物

の
地
中
よ
り
吐
出
す
る
貌
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。「
故
に
説
文
に
は
双
聲
疊
韻
を
以
て
之
を
解
し
、

曰
く
土
は
吐
な
り
と
、
か
ゝ
る
譯
な
れ
ば
、
士
字
と
は
、

其
意
大
に
異
り
て
あ
れ
ば
上
述
の
通
り
に
書
せ
ざ
れ
ば

な
ら
ぬ
次
第
な
り
」。「
尤
も
此
の
字
の
誤
り
は
全
く
行

草
よ
り
轉
訛
し
來
れ
る
な
り
矯
正
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」

と
い
う
感
じ
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
常
識
だ
と
横
、
縦
、

横
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
『
説
文
解
字
』
に
よ
る
と
、
こ

こ
に
「
造
字
の
本
意
」
と
あ
り
ま
す
が
、
表
面
と
中
層

と
に
か
た
ど
っ
て
、
そ
こ
か
ら
物
が
生
え
て
く
る
形
な

の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
書
き
順
も
横
、
横
、

縦
と
書
く
の
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
意
味
的

さ
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
学
習
効
率
は
ま
た
別
種

の
も
の
で
、
覚
え
や
す
さ
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
、
速
度
・
運
動
効
率
す
な
わ
ち
書
き
や
す
さ
を
、「
運

筆
系
筆
順
観
」
と
命
名
し
て
い
ま
す
。
字
形
形
成
効
率

を
「
結
構
系
筆
順
観
」
と
し
て
命
名
し
て
い
ま
す
。
学

習
効
率
は「
教
育
系
筆
順
観
」と
命
名
し
て
い
ま
す
。今
、

四
つ
の
筆
順
観
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
筆
順
の
歴

史
は
こ
の
四
つ
の
筆
順
観
の
闘
い
の
場
と
し
て
史
料
に
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筆
順
は
、
明
治
時
代
の
文
献
に
よ
く
出
て
き
ま
す
。
昔

か
ら
「
川
」
は
全
部
、
左
か
ら
右
へ
だ
け
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

左
側
の
国
定
教
科
書
教
師
用
書
の
運
筆
順
序
の
ほ
う
が

書
き
や
す
さ
を
重
視
し
た
、
い
わ
ゆ
る
運
筆
系
筆
順
観

を
具
体
化
し
た
も
の
で
す
。「
上
」
に
つ
い
て
で
す
が
、

短
い
横
か
ら
次
に
縦
と
い
う
順
序
は
、
筆
路
を
た
ど
る

と
最
短
距
離
で
一
文
字
を
仕
上
げ
ら
れ
る
筆
順
で
す
。

素
で
す
。
プ
ラ
ス
、
誤
字
防
止
と
い
う
効
果
も
あ
り
ま

す
。
誤
字
は
読
み
に
く
い
の
で
、
誤
字
が
生
じ
な
い
よ

う
な
筆
順
を
求
め
る
と
い
う
考
え
方
も
こ
こ
に
含
ま
れ

る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
少
々
異
質
な
も
の

が
、覚
え
や
す
さ
で
す
。
こ
れ
は
教
育
系
筆
順
観
で
す
。

文
字
の
学
習
に
そ
の
効
果
が
求
め
ら
れ
る
、
機
能
的
要

素
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
、
同
じ
形
は
同
じ
筆
順
と
い

う
、
筆
順
の
通
則
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
実
は
こ
の
教

育
系
筆
順
観
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
説
明
だ
け
だ
と

分
か
り
に
く
い
と
思
う
の
で
具
体
的
に
考
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

こ
れ
は
、「
書
き
や
す
さ
Ｖ
Ｓ
整
え
や
す
さ
」
を
考

え
る
た
め
の
事
例
で
す
。
左
側
は
国
定
教
科
書
教
師
用

書
の
、文
部
省
が
昭
和
十
六
年
に
出
し
た
も
の
の
、ち
ょ

う
ど
筆
順
に
関
す
る
こ
と
が
書
い
て
あ
る
冒
頭
の
と
こ

ろ
で
す
。「
上
」
と
「
川
」
の
書
き
順
、
筆
順
が
書
い

て
あ
り
ま
す
。
右
側
は
、
東
京
府
女
子
師
範
学
校
同
窓

会
、
同
窓
会
と
あ
り
ま
す
が
、
一
応
公
的
な
も
の
で
す
。

国
定
読
本
の
漢
字
筆
順
と
い
う
こ
と
で
、こ
こ
も
「
川
」

と
「
上
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
完
全
に
子
供
た
ち
が
学

習
す
べ
き
規
範
的
筆
順
と
し
て
こ
の
本
は
出
版
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
な
ぜ
、「
書
き
や
す
さ
Ｖ
Ｓ
整
え
や

す
さ
」な
の
か
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

東
京
府
女
子
師
範
学
校
同
窓
会
の
「
川
」
の
筆
順
は
、

真
ん
中
か
ら
バ
ー
ン
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
筆
順
を

わ
れ
わ
れ
は
見
慣
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
で
も
実
は
こ
の

う
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
、
書
き
や
す
さ
、
整
え
や
す
さ
、

読
み
や
す
さ
、
覚
え
や
す
さ
で
す
。
書
き
や
す
さ
は
運

筆
系
筆
順
観
で
す
が
、
文
字
を
書
く
過
程
に
そ
の
効
果

が
求
め
ら
れ
る
、
機
能
的
要
素
で
す
。
整
え
や
す
さ
も

書
く
文
字
の
字
形
に
そ
の
効
果
が
求
め
ら
れ
る
、
機
能

的
要
素
で
す
。
そ
れ
と
、
読
み
や
す
さ
は
、
整
え
や
す

さ
の
読
み
手
の
立
場
か
ら
の
捉
え
で
あ
る
の
で
、
書
く

文
字
の
字
形
に
そ
の
効
果
が
求
め
ら
れ
る
、
機
能
的
要
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す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
書
き
順
な
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ

て
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し

た
。

　

⑤
番
と
⑥
番
は
、
覚
え
や
す
さ
で
す
。
覚
え
や
す
さ

を
追
求
し
た
筆
順
に
な
り
ま
す
。
⑤
番
は
今
の
中
国
の

子
供
た
ち
が
習
う
筆
順
、
⑥
番
は
台
湾
の
子
供
た
ち
が

習
う
筆
順
に
な
り
ま
す
。
⑥
番
は
、
何
と
な
く
な
じ
み

が
あ
り
ま
す
。「
心
」
を
書
い
て
か
ら
、
た
す
き
を
か

け
る
形
で
す
。
先
に
習
っ
た
「
心
」
に
、
た
す
き
を
か

け
て
い
く
、す
な
わ
ち
左
払
い
を
入
れ
て
い
く
ほ
う
が
、

心
理
的
な
順
序
と
し
て
覚
え
や
す
い
よ
ね
と
い
う
こ
と

で
す
。
⑤
番
は
若
干
種
類
が
違
い
ま
す
。
こ
れ
は
な
ぜ

覚
え
や
す
さ
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
完
成
し
た
も

の
で
見
て
い
く
と
、
書
き
始
め
が
左
か
ら
全
部
、
右
に

行
き
ま
す
。
左
か
ら
右
に
、
書
き
始
め
を
ず
っ
と
つ
な

げ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
、
覚
え
や
す
さ
で
す
。
中

国
の
筆
順
は
今
、
本
当
に
、
覚
え
や
す
さ
を
前
面
に
出

し
て
い
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
矛
盾
を
作
ら
な
い
よ
う
に
、

同
じ
形
は
同
じ
筆
順
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

①
、
②
、
③
は
、
そ
れ
こ
そ
軸
に
な
る
部
分
を
先
に

し
て
、
真
ん
中
か
ら
左
右
、
真
ん
中
か
ら
右
左
と
い
う

よ
う
に
、
と
に
か
く
真
ん
中
か
ら
、
軸
に
な
る
と
こ
ろ

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
整
え
や
す
さ
を
メ
イ
ン
に
考
え

て
い
っ
た
筆
順
に
な
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
五
つ
の
点
画
が
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
分
散
し
て
い
る
「
必
」
と
い
う
形
な
ら
で
は
か
も

ま
す
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
④
は
、
玉
虫
色
の
よ
う
な
と

こ
ろ
は
あ
り
ま
す
が
。
ま
ず
、
⑦
番
か
ら
い
き
ま
し
ょ

う
か
。
⑦
番
は
、
ず
ば
り
書
き
や
す
さ
、
効
率
性
、
リ

ズ
ム
が
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
ち
ょ
っ
と
あ
り
ま
す

が
、
最
短
距
離
を
た
ど
る
筆
順
で
す
。
指
で
動
か
し
て

い
く
と
、
こ
の
筆
順
で
書
く
と
、
多
分
、
本
当
に
最
短

距
離
で
一
文
字
が
形
成
さ
れ
て
い
く
書
き
方
に
な
り
ま

右
側
は
縦
か
ら
い
き
ま
す
。
縦
、
短
い
横
、
横
で
す
か

ら
、
筆
路
は
結
構
、
移
動
距
離
が
長
い
で
す
。
一
文
字

を
書
き
上
げ
る
に
は
ロ
ス
が
出
て
き
ま
す
。
た
だ
右
側

は
、「
川
」
も
そ
う
で
す
が
、
ど
真
ん
中
か
ら
軸
と
な

る
線
を
ド
ン
と
書
い
て
お
い
て
、「
上
」
も
真
ん
中
を

ド
ン
と
置
い
て
お
い
て
、
横
を
書
い
て
い
く
と
い
う
、

整
え
や
す
さ
を
完
全
に
重
視
し
た
筆
順
で
す
。だ
か
ら
、

結
構
系
筆
順
観
が
前
面
に
出
て
き
て
い
る
、
ち
ょ
う
ど

い
い
例
で
す
。

　

と
い
う
よ
う
に
、
書
き
や
す
さ
や
、
整
え
や
す
さ
、

覚
え
や
す
さ
な
ど
、そ
の
よ
う
な
視
点
で
見
て
い
く
と
、

筆
順
の
違
い
は
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
次
に
「
必
」
と
い
う
字
で
す
。
①
か
ら
⑦
ま

で
適
当
に
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
過
去
に
規

範
的
筆
順
と
し
て
、
ど
こ
か
の
文
献
に
こ
れ
を
習
い
ま

し
ょ
う
と
い
う
形
で
出
て
き
た
筆
順
で
す
。
④
を
外
し

て
、
①
、
②
、
③
、
⑤
、
⑥
、
⑦
は
明
確
な
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
書
き
や
す
さ
を
メ
イ
ン
に
し
た
筆
順
な
の
か
、

整
え
や
す
さ
を
メ
イ
ン
に
し
た
筆
順
な
の
か
、
覚
え
や

す
さ
を
メ
イ
ン
に
し
た
筆
順
な
の
か
、
少
し
時
間
を
取

る
の
で
考
え
て
み
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。「
必
」
と
い

う
字
は
、
筆
順
が
大
変
揺
れ
る
字
種
と
し
て
非
常
に
有

名
で
す
。
た
く
さ
ん
の
筆
順
が
昔
か
ら
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
で
は
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
揺
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
三
つ
の
機
能
性
で
「
必
」
と

い
う
字
を
分
析
し
て
い
く
と
、
あ
る
程
度
分
類
が
で
き
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そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
ま
た
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
い
く

形
に
な
り
ま
す
の
で
、
ス
ラ
イ
ド
一
枚
に
要
す
る
時
間

が
か
か
っ
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
。「
日
本
に

お
け
る
楷
書
筆
順
の
変
遷
」
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
で
す

か
。
一
八
八
七
年
に
高
田
忠
周
が
書
い
た
『
小
学
校
尋

常
科
習
字
本
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
高
田
忠
周

さ
ん
が
書
い
た
習
字
教
科
書
の
冒
頭
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
も
の
で
す
。
学
年
ご
と
に
筆
順
が
掲
載
さ
れ

は
、
覚
え
や
す
さ
重
視
の
教
育
系
筆
順
観
が
非
常
に
強

い
の
で
、と
に
か
く
「
土
」
と
い
う
形
が
出
て
く
る
と
、

横
、
縦
、
横
を
必
ず
す
る
わ
け
で
す
。
中
国
の
「
自
由
」

の
「
由
」
と
い
う
字
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
横
を
書

い
て
か
ら
、
高
い
縦
ま
で
上
が
っ
て
い
く
の
は
結
構
ロ

ス
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
「
土
」
の

形
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
筆
順
を
採
り
ま

す
。
日
本
の
場
合
は
、
縦
、
横
、
横
と
い
う
行
書
系
、

行
書
と
の
整
合
を
図
っ
て
い
る
、運
筆
系
筆
順
観
で
す
。

　

こ
ち
ら
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
か
。「
母
」
や
「
舟
」

で
す
。
日
本
は
、
貫
く
横
を
書
く
の
は
最
後
と
い
う
原

則
を
立
て
て
最
後
に
書
き
ま
す
が
、
中
国
は
、
左
か
ら

順
番
に
書
い
て
い
く
先
ほ
ど
の
「
必
」
と
同
じ
よ
う
に
、

点
、
横
、
点
と
い
う
よ
う
に
、
書
き
始
め
の
位
置
が
上

の
点
画
か
ら
順
番
に
書
く
と
い
う
ル
ー
ル
で
、
と
に
か

く
覚
え
や
す
さ
を
徹
底
さ
せ
て
い
ま
す
。
一
九
九
七
年

に
、
国
家
語
言
文
字
工
作
委
員
会
と
い
う
、
国
語
系
の

こ
と
を
一
気
に
引
き
受
け
て
い
る
機
関
で
す
が
、
こ
こ

が
ル
ー
ル
を
決
め
ま
し
た
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
以
上
の
タ
ー
ム
は
機
能
的
合
理
性

と
意
味
的
合
理
性
と
い
う
二
つ
の
合
理
性
に
つ
い
て
説

明
を
し
て
、
理
解
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
歴
史
を

見
て
い
く
中
で
得
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
く
と
筆
順
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と

が
説
明
で
き
ま
す
。

し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
機
能
性
、
い
わ
ゆ
る
機

能
的
合
理
性
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
が
つ
く
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
再
び
、
こ
れ
を
解
釈
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
先
ほ

ど
の
ペ
ー
ジ
で
す
。
日
本
と
中
国
で
は
何
が
違
う
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
辺
り
を
見
る
と
分
か
り
ま
す
が
、
日

本
の
今
の
筆
順
は
、運
筆
系
筆
順
観
が
結
構
強
い
で
す
。

だ
か
ら
行
書
と
の
整
合
が
図
ら
れ
ま
す
。
中
国
の
場
合
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ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
細
か
く
て
見
に
く
い

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、「
運
筆
」
の
と
こ
ろ
で
「
中

の
縦
を
先
に
し
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
横
の
左
右

を
次
に
す
」
と
書
い
て
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
眼
鏡
を

か
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
う
に
し
て
ず
っ

と
書
い
て
い
ま
す
。
明
の
梅
膺
祚
『
字
彙
』
の
倭
国
本

は
、
字
源
系
筆
順
観
の
親
玉
で
す
。
一
方
、
市
河
米
庵

の
『
米
庵
墨
談
』
は
、
運
筆
系
筆
順
観
の
親
玉
と
い
う

言
い
方
を
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
影
響
力
が
強

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
が
実
は
、
日
本
で

の
筆
順
の
、
い
わ
ゆ
る
規
範
的
筆
順
の
変
遷
を
見
て
い

く
う
え
で
と
て
も
大
事
な
も
の
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
『
米
庵
墨
談
』
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
運
筆
系

筆
順
観
が
読
み
取
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
最
初
に「
重
」

や
「
生
」「
王
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
下
に
小

さ
く
（
）
で
「
正
」
と
書
い
て
あ
る
も
の
が
、
正
し
い

と
米
庵
が
言
っ
て
い
る
筆
順
で
す
。
王
様
の「
王
」だ
っ

た
ら
、
先
横
、
次
縦
、
次
、
下
の
横
、
横
が
正
し
い
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
下
に
「
俗
」
と
あ
り
ま
す
が
、

三
を
先
に
全
部
書
い
て
、
次
に
縦
を
書
く
と
い
う
書
き

方
が
よ
く
あ
る
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
違
い
ま
す
、と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
左
か
ら
二
番
め
に
、「
臣
」
と
い

う
字
が
あ
り
ま
す
。「
臣
」
と
い
う
字
は
、
正
し
い
の

は
、
先
に
横
、
縦
、
そ
れ
か
ら
残
り
の
部
分
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、「
俗
」
は
、
先
に
縦
を
書
い
て
か
ら
、
右

側
の
部
分
を
書
い
て
い
く
と
い
う
、
今
、
わ
れ
わ
れ
が

点
な
ど
を
使
い
訓
読
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
和
刻
本

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
で
結
構
出
回
っ
て
い
ま

す
よ
と
い
う
一
つ
の
証
で
も
あ
る
し
、
後
々
の
引
用
数

も
多
い
の
で
、
や
は
り
結
構
出
回
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
文
献
は
「
筆
順
」
に
つ

い
て
の
権
威
的
な
文
献
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
感
じ
で

す
。
江
戸
時
代
に
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、
後
々
、
権
威
づ
け
ら
れ
た
と
言
っ
た

て
い
ま
し
た
。こ
の
筆
順
の
書
き
ぶ
り
と
い
い
ま
す
か
、

書
き
方
を
見
て
、
こ
れ
は
結
構
系
筆
順
観
な
の
か
、
運

筆
系
筆
順
観
な
の
か
、
い
わ
ゆ
る
教
育
系
筆
順
観
な
の

か
、
あ
る
い
は
字
源
系
筆
順
観
な
の
か
と
見
て
い
っ
た

と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
。

　

ま
ず
点
画
を
全
部
ば
ら
ば
ら
に
し
て
い
な
い
段
階

で
、
結
構
系
筆
順
観
を
徹
底
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
よ
く

見
る
と
、
つ
な
が
り
の
筆
脈
線
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
楷
書
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
行
書
的
な
書
き
方
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
筆
順
の
書
き
方
は
、
結
構
系
筆
順
観

が
全
く
な
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
、
運
筆
系
筆
順
観
が
や
は
り
優
位
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
は
日
本
に
お
け
る
楷

書
筆
順
の
変
遷
と
い
う
こ
と
で
、
中
国
か
ら
日
本
に

シ
ー
ン
を
移
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
ご
紹
介
し
た
い
の

が
、
後
世
に
影
響
が
大
き
か
っ
た
江
戸
時
代
の
二
つ
の

筆
順
関
係
文
献
で
す
。
江
戸
時
代
に
ど
れ
だ
け
出
回
っ

て
い
た
の
か
と
い
う
調
査
を
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
引
用
し
て
い
る
率
が
あ
ま
り

に
も
多
か
っ
た
の
で
、
影
響
が
あ
っ
た
と
判
断
し
ま
し

た
。『
米
庵
墨
談
』
は
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
日

本
人
が
書
い
た
も
の
な
の
で
い
い
の
で
す
が
、『
字
彙
』

は
、
明
代
の
梅
膺
祚
と
い
う
人
が
撰
し
た
も
の
で
す
の

で
、
今
こ
こ
に
挙
げ
て
い
る
も
の
は
和
刻
本
で
す
。
レ
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づ
左
を
書
き
次
に
横
、
次
に
又
と
書
す
る
が
正
し
き
順

序
な
り
」
と
。「
右
、
厷
、
肱
、
有
の
四
字
、
友
と
同

じ
書
き
方
な
り
」
と
。
現
在
は
違
い
ま
す
。
横
を
書
い

て
、
左
払
い
を
書
い
て
と
、
学
校
教
育
で
習
い
ま
す
が
、

こ
の
字
源
系
筆
順
観
に
よ
れ
ば
、
左
払
い
か
ら
書
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
こ
れ
は
後
に
消
滅
し
て
い
き
ま
す
。

　

字
源
系
筆
順
観
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
字
学
の
歴
史

と
一
緒
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
明
代
の『
学
範
』

に
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
偏
傍
は
字
に

随
ひ
て
体
を
弁
ち
体
に
随
ひ
て
様
を
識
る
。
字
形
に
孤

単
重
並
并
累
攅
積
の
体
有
り
。
須
く
許
慎
が
説
文
に
拠

り
て
主
と
為
し
て
之
を
分
布
す
べ
し
」
で
す
。
許
慎
が

出
て
き
ま
す
。「
此
を
以
て
例
と
為
し
て
推
し
広
め
て

之
を
求
め
よ
」
と
、「
謙
按
ず
る
に
」、
趙
謙
の
こ
と
で

す
。
趙
謙
の
「
謙
」
で
す
。「
謙
按
ず
る
に
古
よ
り
書

を
能
く
す
る
者
少
か
ら
ず
。
書
を
造
る
の
旨
を
知
る
者

の
誠
に
独
り
少
な
し
。
能
書
者
は
但
だ
詭
媚
を
務
め
て

未
だ
克
く
従
ふ
所
に
臻
る
者
有
あ
ら
ず
。
本
の
字
は
夲

を
写
し
真
の
字
は
直
に
従
ふ
。
逸
少
魯
公
と
雖
も
猶
ほ

且
つ
免
れ
ず
。
況
や
他
人
を
や
。
謙
以
為
ら
く
扁
旁
の

来
歴
は
、
必
ず
当
に
細
に
六
書
を
考
へ
て
之
を
書
す
べ

し
」
云
々
と
あ
り
ま
す
。
六
書
を
説
い
て
い
る
、
許
慎

の
『
説
文
解
字
』
を
も
っ
て
解
釈
し
て
い
か
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
よ
と
い
う
考
え
方
は
ず
っ
と
根
強
く
、
明
治

の
時
代
も
漢
学
者
、
字
学
者
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て

　

で
は
、
こ
れ
も
少
し
見
て
み
ま
し
ょ
う
。「
友
」
と

い
う
字
で
す
。「
友
」
は
、
先
に
左
払
い
か
ら
入
り
ま

す
。横
は
二
番
め
で
す
。そ
の
理
由
で
す
。「
こ
の
字
は
、

俗
に
横
を
書
き
次
に
左
払
い
を
書
き
、
次
に
又
」、
こ

れ
は
手
の
形
で
す
が
、「
又
を
書
す
る
事
、
殆
と
一
般

の
様
な
れ
ど
も
、こ
れ
亦
、よ
ろ
し
か
ら
ず
」
と
。「
今
、

造
字
の
意
を
尋
ぬ
る
に
、
是
字
も
會
意
文
字
に
し
て
、

又
と
又
、
手
と
手
と
の
合
體
な
れ
ば
正
變
の
別
な
く
先

学
校
教
育
で
や
っ
て
い
る
筆
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
、「
俗
」
扱
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
下
に
「
草
法
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
の
形
か
ら
筆
順
を
考
え

る
と
正
し
い
筆
順
が
導
き
出
さ
れ
ま
す
よ
と
い
う
、
要

す
る
に
、
草
書
の
連
続
性
を
筆
順
に
取
り
入
れ
て
い
く

と
い
う
意
味
で
す
。
ま
さ
に
運
筆
系
筆
順
観
の
考
え
方

に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
著
名
な
書
家
や
中

国
か
ら
入
っ
て
き
た
書
物
な
ど
は
、
権
威
的
に
捉
え
や

す
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
後
々
、
ど
ん
ど
ん

利
用
さ
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

今
度
は
明
治
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
前
に
先
ほ

ど
も
出
て
き
た
、
竹
田
左
膳
さ
ん
の
別
の
も
の
で
す
。

「
字
源
系
筆
順
観
の
存
在
と
字
学
」
と
書
き
ま
し
た
が
、

字
源
系
筆
順
観
は
、
日
本
の
筆
順
史
で
言
う
と
最
終
的

に
は
消
え
て
い
き
ま
す
。
徐
々
に
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し

て
い
っ
て
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
状
態

で
す
。
こ
の
「
字
学
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
書
学
と

字
学
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
し
ま
す
。
こ
れ
も
先
ほ
ど

言
い
ま
し
た
が
、
当
時
の
字
学
は
、
要
す
る
に
許
慎
の

『
説
文
解
字
』
を
バ
イ
ブ
ル
と
し
て
い
る
学
問
の
世
界

で
す
。
し
か
し
甲
骨
文
字
が
ど
ん
ど
ん
発
掘
さ
れ
て
、

科
学
的
な
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
字
学
の

『
説
文
解
字
』
バ
イ
ブ
ル
と
い
う
考
え
方
が
次
第
に
弱

く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
、
後
に
消
滅
し
て
い
く
と
い
う

流
れ
を
辿
り
ま
し
た
。
で
も
、
当
時
は
確
実
に
存
在
し

て
い
ま
し
た
。
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と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
科
研
費
に
よ
る
調
査
で

分
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
左
」
と
「
右
」
の
筆

順
を
日
本
で
は
変
え
て
書
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
は

ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
の
後
ど
う
な
っ
て

い
っ
た
の
か
と
思
い
ま
し
て
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。
量

的
に
調
べ
て
み
ま
し
た
。「
量
的
」
と
は
、
手
書
き
の

残
っ
た
資
料
を
集
め
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
い

わ
ゆ
る
『
往
来
物
体
系
』
に
出
て
く
る
字
を
全
部
引
っ

ら
楷
書
中
心
の
明
治
へ
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
皆
さ
ん

も
ご
存
じ
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
お
家
流
中
心
と
し

た
行
草
か
ら
一
気
に
楷
書
へ
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
く

徐
々
に
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、
明
治

時
代
は
楷
書
に
対
す
る
知
識
の
需
要
は
非
常
に
高
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
楷
書
を
よ
く
知
ら
な
い
庶
民
は
け
っ
こ

う
い
て
、
行
草
の
運
筆
か
ら
類
推
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
先
ほ
ど
、
竹
田
左
膳
さ
ん
も
「
土
」
と
い
う

字
の
誤
り
は
、
行
草
か
ら
筆
順
を
類
推
す
る
か
ら
だ
め

な
の
だ
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
冨
田
近
之
助
の
『
小
学
校
書

方
教
授
法
』、
明
治
三
十
八
年
で
す
。
そ
の
下
の
解
説

の
と
こ
ろ
、「
馬
」
の
筆
順
は
「
草
書
及
行
書
の
順
序

を
考
へ
た
り
」
で
、
こ
の
楷
書
筆
順
は
こ
の
順
番
な
の

で
す
よ
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
里
」
と
い
う
字
も
、
行

書
・
草
書
の
順
次
に
よ
っ
て
こ
の
「
里
」
の
筆
順
に
し

て
い
ま
す
と
。
完
全
に
運
筆
系
筆
順
観
で
す
。「
右
」は
、

「
二
よ
り
始
む
る
人
も
あ
れ
ど
草
躰
よ
り
考
へ
て
か
く

定
む
」
と
、「
右
」
は
左
払
い
か
ら
入
っ
て
横
と
い
う
、

草
体
か
ら
考
え
て
こ
の
よ
う
に
定
め
た
と
言
っ
て
い
ま

す
。「
但
下
級
の
も
の
に
は
二
を
先
き
に
す
る
方
よ
し
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
下
級
の
者
に
は
横
か
ら
左
払
い

に
し
た
ほ
う
が
い
い
と
、
冨
田
さ
ん
は
言
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
決
し
て

富
田
さ
ん
が　

お
高
く
と
ま
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
字
源
系
筆
順
観
は
、
考
え
方
と
し
て

は
、
漢
字
を
と
て
も
大
事
に
し
た
考
え
方
で
す
し
、
文

化
と
し
て
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

次
に
「
運
筆
系
筆
順
観
の
歴
史
的
背
景
」
を
見
て
い

き
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
に
は
な
い
歴
史
的
背
景
な
の
で

こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
が
、
行
草
中
心
の
江
戸
か
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そ
れ
に
応
え
る
形
で
本
を
出
し
始
め
た
わ
け
で
す
。
今

こ
こ
に
挙
げ
て
あ
る
も
の
は
ほ
ん
の
例
で
す
。左
側
は
、

五
十
川
左
武
郎
と
い
う
人
の
『
運
筆
法
』
で
す
。
先
ほ

ど
見
た
、
明
の
梅
膺
祚
の
『
字
彙
』
を
基
に
、
備
後
の

五
十
川
左
武
郎
が
訳
述
し
ま
し
た
と
い
う
形
で
、『
字

彙
』
の
筆
順
部
分
だ
け
を
抜
き
出
し
て
き
て
こ
の
よ
う

に
示
し
て
い
る
も
の
で
す
。
右
側
の
朝
田
泰
彦
の
ほ
う

は
明
治
十
三
年
で
す
が
、
こ
れ
も
中
身
を
見
る
と
『
字

画
を
書
い
て
か
ら
左
払
い
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
か
な

り
習
慣
化
し
て
い
た
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
運
筆
系
筆
順
観
の
も
と
、
行
草
か
ら

楷
書
の
運
筆
を
類
推
す
る
こ
の
方
法
は
、
必
要
に
迫
ら

れ
て
類
推
す
る
場
合
と
同
時
に
、
先
ほ
ど
の
『
米
庵
墨

談
』
が
運
筆
系
筆
順
観
を
推
す
人
た
ち
の
一
つ
の
権
威

的
な
考
え
方
と
し
て
、
後
押
し
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　

で
は
、
こ
こ
か
ら
が
ま
だ
長
い
で
す
が
、
も
う
一

つ
、
教
育
系
筆
順
観
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
そ
の
過
程

を
見
て
い
く
と
、
ま
た
お
も
し
ろ
い
事
実
が
出
て
き
ま

す
。覚
え
や
す
さ
を
重
視
し
た
教
育
系
筆
順
観
で
す
が
、

こ
の
登
場
ま
で
の
過
程
が
、
ま
さ
に
明
治
か
ら
昭
和
に

か
け
て
の
筆
順
史
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
楷

書
筆
順
情
報
へ
の
需
要
の
発
生
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し

た
と
お
り
「
御
家
流
中
心
の
行
草
か
ら
楷
書
へ
の
移
行

を
背
景
に
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、「
漢
学
や
書
道
の

素
養
の
あ
る
者
な
ど
は
、『
師
匠
や
先
生
か
ら
の
伝
承
』

と
い
う
学
び
の
方
法
と
は
別
に
、
広
く
世
間
の
需
要
に

応
え
ら
れ
る
筆
順
専
門
書
あ
る
い
は
筆
順
を
収
録
し
た

書
物
の
出
版
と
い
う
方
法
で
楷
書
筆
順
の
情
報
提
供
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
需

要
が
あ
っ
た
か
ら
出
版
し
た
の
で
す
。楷
書
の
書
き
方
、

順
番
に
つ
い
て
現
場
も
結
構
混
乱
し
て
い
る
し
、
い
ろ

い
ろ
聞
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
推
測
し
ま
す
が
、
貧
し
い
漢
学
者
や
書
家
は

張
り
出
し
て
き
て
、
そ
れ
が
ど
ち
ら
の
筆
順
で
書
か
れ

て
い
る
の
か
を
調
査
し
て
み
ま
し
た
。
分
か
ら
な
い
も

の
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
往
来
物
で

は
抽
出
し
た
「
左
」
の
字
は
ほ
と
ん
ど
、
横
を
書
い

て
、左
払
い
と
い
う
順
番
で
し
た
。
お
も
し
ろ
い
の
は
、

「
右
」
で
す
。「
右
」
は
、
今
は
、
先
生
方
誰
一
人
間
違

わ
ず
、
左
払
い
か
ら
横
を
書
き
ま
す
。
で
も
江
戸
時
代

は
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
が
横
を
書
い
て
か
ら
、

左
払
い
を
書
い
て
い
た
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
の
は
、「
右
」
の
筆
順
と
同

じ
「
有
」
と
い
う
字
は
、七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
が
、

左
払
い
か
ら
書
い
て
、
横
と
い
う
、
今
の
書
き
方
と
同

じ
書
き
方
を
し
て
い
ま
し
た
。「
右
」
だ
け
成
績
が
悪

い
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
よ
う
な
実
態
も
恐
ら
く
踏
ま

え
て
、
こ
の
冨
田
さ
ん
は
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

「
下
級
の
も
の
」
は
、
悪
く
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
横
画
と
左
払
い
と
い
う
関
係
に
お
い
て

は
、
統
一
し
た
ほ
う
が
、
文
字
を
覚
え
た
て
の
者
た
ち

は
覚
え
や
す
い
と
言
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
で

き
ま
す
。
ま
さ
に
今
の
中
国
の
筆
順
は
、「
右
」
と
「
左
」

は
全
部
、
横
を
書
い
て
、
左
払
い
を
書
く
よ
う
に
統
一

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
昔
の
人
は
皆
「
右
」
は
左
払

い
か
ら
書
い
て
い
た
と
い
う
解
釈
は
や
は
り
成
り
立
ち

ま
せ
ん
。
庶
民
レ
ベ
ル
で
見
た
場
合
は
、
書
道
に
造
詣

が
な
い
人
た
ち
は
、
両
者
を
同
一
の
も
の
と
し
て
、
横
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く
り
が
来
る
と
い
う
形
で
す
。意
味
が
全
然
違
う
の
で
、

順
番
が
全
然
違
う
と
い
う
、
こ
れ
が
字
源
系
筆
順
観
の

考
え
方
で
す
。

　

川
口
嘉
と
い
う
人
は
、「
戌
」
と
「
戍
」
の
筆
順
の

扱
い
に
つ
い
て
、明
治
三
十
三
年
の
『
運
筆
順
序
』
で
、

先
に
左
払
い
と
ほ
こ
が
ま
え
を
書
い
て
「
次
一
」
と
す

る
、『
字
彙
』
の
筆
順
は
採
ら
ず
と
言
っ
て
い
ま
す
。

「
不
採
」、
採
ら
ず
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
に
「
人
」
を

と
で
す
。
こ
れ
は
、
康
熙
字
典
の
字
体
と
の
関
係
で
よ

く
話
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
右
か

ら
三
番
め
に
「
凸
」「
凹
」
が
あ
り
ま
す
が
、「
凸
」「
凹
」

は
『
説
文
解
字
』
の
時
代
に
は
恐
ら
く
な
か
っ
た
字
な

の
で
す
が
、『
字
彙
』
に
は
出
て
き
た
の
で
こ
こ
に
載

せ
て
あ
る
と
い
う
感
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

と
い
う
よ
う
に
、
明
治
時
代
の
筆
順
書
は
、
ま
ず
権

威
的
な
過
去
の
文
献
か
ら
筆
順
を
紹
介
す
る
段
階
か
ら

始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
単
純
に
紹
介
す
る
だ
け
の
あ

り
方
か
ら
、だ
ん
だ
ん
抜
け
出
し
て
い
き
ま
す
。『
字
彙
』

や
『
米
庵
墨
談
』
の
権
威
か
ら
脱
却
し
て
、
少
し
オ
リ

ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
が
、
明
治

後
半
頃
の
動
き
で
し
ょ
う
か
。
科
学
的
な
考
え
方
も
ど

ん
ど
ん
浸
透
し
て
き
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
背

景
に
し
て
も
う
少
し
合
理
的
に
考
え
て
い
こ
う
と
い
う

よ
う
な
動
き
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
『
字
彙
』
に
あ
る
「
戌
」
と
「
戍
」
を
見
て
み
ま
す
。

似
た
よ
う
な
字
だ
け
れ
ど
も
違
い
ま
す
。
先
に
ど
こ
か

ら
書
く
の
か
を
見
る
と
、
字
体
は
似
て
い
る
の
に
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
筆
順
の
違
い
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
至

り
ま
す
。
字
義
、
意
味
的
な
と
こ
ろ
を
大
事
に
す
る
わ

け
で
す
か
ら
「
戌
」
の
ほ
う
は
、
左
払
い
と
ほ
こ
づ
く

り
に
、
横
の
「
一
」
と
い
う
字
が
加
わ
っ
て
い
る
状
況

な
わ
け
で
す
。「
次
一
」
の
「
一
」
は
、
中
に
あ
る
、

小
さ
い
横
の「
一
」で
す
。「
戍
」の
ほ
う
は
、先
に「
人
」

が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
戈
」
を
持
っ
て
い
る
、
ほ
こ
づ

彙
』の
筆
順
が
全
部
取
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、

こ
こ
に
取
り
出
さ
れ
て
い
る
も
の
は
字
源
系
筆
順
で

す
。
こ
の
「
臣
」
と
い
う
字
は
先
ほ
ど
も
あ
り
ま
し
た

が
、
わ
れ
わ
れ
は
縦
を
書
い
て
右
を
書
き
ま
す
。
こ
れ

は
篆
書
と
、
つ
ま
り
『
説
文
解
字
』
の
小
篆
と
整
合
性

を
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
、
右
側
を
書
い
て
お

い
て
、
最
後
、
左
側
の
Ｌ
字
形
を
一
画
で
書
く
と
い
う
、

字
源
系
筆
順
観
に
基
づ
い
た
書
き
方
に
な
る
と
い
う
こ
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払
い
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
習
っ
て

い
た
わ
け
で
す
。
ほ
ぼ
同
じ
形
だ
か
ら
、
同
じ
順
番
の

方
が
心
理
的
に
も
覚
え
や
す
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。

と
て
も
割
り
切
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。「
川
」
の
場

合
は
、
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
真
ん
中
か
ら
行
っ

て
整
え
や
す
さ
を
優
先
し
た
書
き
方
を
採
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
特
に
心
理
的
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
。
そ
れ
か
ら
、
横
三
を
書
い
て
、
縦
と
い
う
、
恐

ら
く
横
を
三
つ
、
長
さ
の
違
い
等
を
考
え
な
が
ら
全
部

書
い
て
お
い
て
か
ら
、
縦
を
書
い
て
い
っ
た
ほ
う
が
、

縦
へ
の
流
れ
も
良
い
し
、
均
衡
も
図
れ
る
の
で
と
い
う

よ
う
な
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。
横
三
本
を
書
い
て
か
ら

縦
は
、
誤
字
を
生
み
や
す
い
で
す
が
、
で
も
そ
れ
で
全

部
統
一
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
よ
う
に
、
東
京
高
等
師

範
が
示
し
た
筆
順
は
、
多
分
に
、
学
習
者
、
学
び
手
、

書
き
手
の
心
理
的
な
側
面
を
優
先
さ
せ
て
き
て
い
ま

す
。

　

こ
こ
ま
で
段
階
が
来
て
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
こ
れ
は

だ
い
ぶ
今
に
近
い
形
の
も
の
で
す
が
、
安
達
常
正
と
い

う
人
が
、
明
治
四
十
二
年
に
『
漢
字
の
研
究
』
と
い
う

結
構
分
厚
い
本
を
書
き
ま
し
た
。そ
の
中
で
、「
運
筆
則
」

と
い
う
筆
順
の
原
則
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
が
画

期
的
か
と
い
う
と
、
原
則
を
立
て
て
の
筆
順
整
理
を
初

め
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
発
想
と
し
て
は
こ
れ

が
日
本
で
初
め
て
の
も
の
だ
と
、
現
時
点
で
は
考
え
て

い
ま
す
。
第
一
則
、「
横
畫
は
左
よ
り
す
る
」
と
、
当

に
入
り
ま
す
と
、
心
理
学
や
教
育
学
の
分
野
が
明
治
は

台
頭
し
ま
し
た
の
で
、
学
習
者
の
心
理
的
順
序
へ
の
着

目
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
、
先
進
的
な
考
え
方
を
持
っ

て
進
ん
で
い
た
東
京
高
等
師
範
の
附
属
小
学
校
が
こ
の

よ
う
な
筆
順
を
示
し
ま
し
た
。
明
治
四
十
年
で
す
。
一

番
代
表
的
な
も
の
は
、「
左
」
と
「
右
」
で
す
。
明
治

四
十
年
頃
に
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
小
学
校
に
通
っ

て
い
た
子
供
た
ち
は
、「
右
」
は
横
か
ら
書
い
て
、
左

書
い
て
、
次
に
「
戈
」
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
『
書
法
正

伝
』
と
い
う
、
こ
れ
は
清
の
書
物
で
す
が
、
そ
れ
も
採

り
ま
せ
ん
と
、こ
こ
で
あ
え
て
宣
言
し
て
い
ま
す
。「
戍
」

の
ほ
う
は
、「
先
人
」「
次
戈
」
と
書
い
て
い
る
『
字
彙
』

や
、『
父
師
善
誘
法
』、『
書
法
正
伝
』
と
い
う
三
つ
の

文
献
に
採
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
不
採
」
と
し
て

い
る
わ
け
で
す
。
川
口
が
提
示
し
た
「
戌
」
と
「
戍
」

の
筆
順
は
、ま
ず
こ
ち
ら
、「
戌
」
で
す
。
左
払
い
が
一
、

横
が
二
で
、
短
い
横
が
三
で
す
よ
と
。「
戍
」
の
ほ
う

も
、
左
払
い
が
先
、
横
が
次
で
、
こ
の
点
が
三
番
目
で

す
よ
と
、
完
全
に
、
い
わ
ゆ
る
字
源
系
筆
順
観
か
ら
私

は
抜
け
出
し
ま
す
よ
と
、
こ
こ
で
宣
言
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
川
口
さ
ん
は
権
威
主
義
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
文
献
は
、
割

と
昔
の
権
威
的
な
書
物
を
、「
こ
の
書
で
は
こ
の
よ
う

に
紹
介
し
て
い
ま
す
」、「
こ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
書
い

て
い
ま
す
」
と
併
記
し
て
全
部
紹
介
し
て
い
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
取
捨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
一
歩
抜
け
出
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。「『
字
彙
』
や
『
米
庵
墨
談
』
な
ど
の
過
去
の
筆
順

関
連
文
献
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
を
批
判
的
に
見
な
が
ら
、
統
一
感
の
あ
る
筆
順
を

提
案
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
明
治
人
の

一
つ
の
心
意
気
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
よ
う
や
く
権
威
主
義
か
ら
脱
却
し
次
の
段
階
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ば
日
本
ら
し
い
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
調
和
を
図
る
作

業
を
、
筆
順
を
決
め
て
い
く
と
き
に
お
そ
ら
く
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

戦
後
に
な
り
ま
す
。『
筆
順
指
導
の
手
び
き
』
は
、

か
つ
て
は
教
科
書
検
定
基
準
で
し
た
が
、
今
は
検
定
基

準
か
ら
抜
け
て
、
漢
字
の
筆
順
は
原
則
と
し
て
一
般
に

通
用
し
て
い
る
常
識
的
な
も
の
に
よ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
筆
順
指
導
の

す
る
だ
け
の
段
階
か
ら
、
取
捨
し
て
整
理
し
て
い
く
段

階
、
学
習
者
、
子
供
た
ち
の
こ
と
も
考
え
て
覚
え
や
す

さ
重
視
で
筆
順
を
決
め
よ
う
と
す
る
段
階
、
さ
ら
に
原

則
を
立
て
て
筆
順
を
整
理
し
て
覚
え
や
す
さ
を
追
究

し
よ
う
と
い
う
段
階
ま
で
、
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
先
ほ
ど
の
字
源
系
筆
順
観
は
消

え
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。

　

そ
し
て
「
文
部
省
『
筆
順
指
導
の
手
び
き
』
で
の
完

結
」
で
す
。「
本
書
の
ね
ら
い
」
の
下
の
と
こ
ろ
に
「
で

き
る
だ
け
統
一
す
る
目
的
を
以
て
、本
書
を
作
成
し
た
」

と
、
画
面
で
は
青
字
で
書
い
て
い
ま
す
。
同
一
文
字
に

二
種
あ
る
い
は
三
種
の
筆
順
が
行
わ
れ
て
い
る
実
態
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
統
一
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
の
最

終
決
定
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
、
一
つ
の
筆
順
に
絞
っ

て
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
『
筆
順
指
導
の
手
び

き
』
の
、
い
わ
ゆ
る
教
育
系
筆
順
観
を
大
事
に
し
た
と

言
え
る
と
こ
ろ
で
す
。
覚
え
や
す
さ
を
大
事
に
し
た
と

い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
覚
え
や
す
さ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
覚

え
や
す
さ
だ
け
を
追
求
し
た
ら
、
中
国
の
筆
順
の
ほ
う

が
恐
ら
く
全
部
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
筆
順
は
、

行
書
、
運
筆
系
筆
順
観
を
か
な
り
残
し
て
い
ま
す
。
書

き
や
す
さ
も
考
え
て
い
る
し
、
整
え
や
す
さ
も
考
え
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
全
体
を
ど
う
や
っ
て
バ
ラ
ン
ス
が

取
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
、
日
本
ら
し
い
と
言
え

た
り
前
の
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、「
縦
畫
は
上
よ
り
す

る
」
と
い
う
よ
う
に
、
決
ま
り
を
二
十
二
決
め
て
い
ま

す
。「
決
め
て
」
と
い
う
の
は
自
分
で
勝
手
に
決
め
た

の
で
は
な
く
て
、
漢
字
が
専
門
の
安
達
さ
ん
が
多
く
の

漢
字
の
書
き
順
を
見
て
い
く
中
で
こ
れ
が
共
通
ル
ー
ル

と
で
き
る
も
の
を
挙
げ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

明
治
時
代
は
四
十
数
年
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
二
つ

の
権
威
的
な
文
献
や
、
い
ろ
い
ろ
過
去
の
文
献
を
紹
介



　全日本書道連盟会報 第172号 （ 25 ）令和６（2024）年11月15日

で
は
「
イ
」
を
採
る
と
宣
言
し
た
の
で
「
イ
」
だ
け
が

書
い
て
あ
り
ま
す
が
、世
間
一
般
的
に
は
、「
ロ
」や「
ハ
」

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
だ

か
ら
今
、
検
定
基
準
が
緩
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ど

こ
か
の
教
科
書
会
社
が
勇
気
を
出
し
て
「
ハ
」
の
筆
順

を
教
科
書
に
示
し
た
ら
、
教
科
書
検
定
を
通
る
か
ど
う

か
ぜ
ひ
や
っ
て
み
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
て
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
時
間
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
一
番
話
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
に
時
間
を

割
け
て
い
な
く
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
日
の
話
の
中
で
出
て
き
た
「
字
学
と
書
学
」
の
関

係
性
は
書
写
書
道
教
育
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
気
が

し
ま
す
。
竹
田
左
膳
さ
ん
は
、「
近
古
以
来
、
学
者
と

書
家
と
、
其
途
を
分
岐
せ
し
よ
り
」、
い
わ
ゆ
る
学
者

は
字
学
者
で
、書
家
と
は
道
を
分
岐
し
た
の
だ
と
言
い
、

「
書
家
は
惟
、
臨
模
の
末
を
是
れ
努
め
、
其
腔
子
は
き
ょ

う
然
と
し
て
更
に
学
識
に
乏
し
き
故
」、「
俗
字
に
あ
れ
、

偽
字
に
あ
れ
、
少
し
も
其
弁
別
を
識
ら
ず
、
況
ん
や
隷

に
於
て
お
や
、
又
況
ん
や
八
分
お
や
」
と
非
常
に
厳
し

い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
石
川
鴻
齋
さ
ん
も
、
こ
の

人
も
漢
学
者
兼
書
家
で
す
が
、「
書
家
ハ
字
ヲ
識
ラ
ズ
。

徒
ニ
字
ノ
好
ヲ
欲
シ
テ
画
ノ
誤
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ナ
リ
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
石
川
さ
ん
は
恐
ら
く
『
学
範
』
に
書

い
て
あ
っ
た
こ
と
を
権
威
的
に
言
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
で
、
字
学
者

手
び
き
』
の
例
で
す
が
、
は
つ
が
し
ら
で
す
。
は
つ

が
し
ら
は
、
古
典
の
臨
書
な
ど
を
し
て
い
て
も
気
づ

く
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
は
つ
が
し
ら
の
書

き
順
は
幾
つ
か
あ
っ
て
、
主
に
こ
の
三
つ
で
し
ょ
う

か
。
ど
れ
が
一
番
広
く
行
わ
れ
て
い
る
か
、
ほ
と
ん
ど

分
か
り
ま
せ
ん
。
決
ま
り
ま
せ
ん
。
な
の
で
、「
一
般

に
通
用
し
て
い
る
常
識
的
な
も
の
」
と
い
う
言
い
方
で

見
た
と
き
に
、「
イ
」「
ロ
」「
ハ
」
の
う
ち
、『
手
び
き
』

と
書
家
が
完
全
に
分
か
れ
て
い
る
現
状
の
ま
ず
さ
を
早

い
段
階
か
ら
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
書
道
教

育
な
ど
に
重
ね
て
み
ま
す
と
、
一
時
期
、
日
本
の
書
道

教
育
の
流
れ
の
中
に
、
書
の
造
形
的
な
部
分
に
こ
だ
わ

り
す
ぎ
て
言
葉
の
意
味
や
字
体
の
正
し
さ
を
お
ろ
そ
か

に
し
て
し
ま
う
と
い
う
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
造
形
性

を
追
求
す
る
こ
と
は
は
そ
れ
で
全
然
問
題
あ
り
ま
せ
ん

が
、
一
部
分
に
集
中
し
て
突
き
進
ん
だ
も
の
は
、
ま
た
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教
育
で
主
に
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
字
形
と
運
筆
と
い

う
二
つ
の
大
切
な
指
導
事
項
が
あ
る
中
で
、
一
時
期
、

小
学
校
の
書
写
の
場
合
、
字
形
優
位
の
時
代
が
ず
っ
と

長
く
続
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
正
し
く
整
っ
た
字
形
を

書
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
字
形
に
ど
ん
ど
ん
特

化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
分
か
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
結

果
、
子
供
た
ち
の
文
字
の
書
き
方
が
ぎ
こ
ち
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
反
省
か
ら
、
平
成
十
年
か
ら
ず
っ

と
二
十
年
ぐ
ら
い
か
け
て
、
指
導
要
領
上
で
運
筆
指
導

が
前
面
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
ち
ょ

う
ど
字
形
と
運
筆
の
関
係
は
小
学
校
で
は
バ
ラ
ン
ス
の

良
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
字
形
と
運

筆
の
ど
ち
ら
か
に
寄
り
す
ぎ
る
こ
と
も
、
先
ほ
ど
の
字

学
と
書
学
の
関
係
と
同
じ
よ
う
に
や
や
危
う
い
も
の
を

生
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
は
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
書
写
書
道
教
育
は

字
形
指
導
と
運
筆
指
導
の
量
的
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
べ
き

で
あ
る
と
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か
と
い
う

と
、
運
筆
指
導
の
ほ
う
が
大
事
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
が
、
字
形
が
あ
っ
て
の
運
筆
、
運
筆
が
あ
っ
て
の
字

形
な
の
で
、
双
方
関
係
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
、
小
学

校
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
字
形
指
導
に
あ
ま
り
偏
り

す
ぎ
な
い
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
一
つ
で
す
。

　

次
に
、
書
写
書
道
教
育
は
、
文
字
の
多
様
な
側
面
か

ら
の
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
と
い

い
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
漢
字
と

い
う
一
つ
の
文
字
の
世
界
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
文
字

の
表
現
に
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ

と
が
、
豊
か
な
表
現
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
字
学
と
書
学
の
よ
う
な
対
立
的
な
関
係
性
の
歴
史

は
、
あ
ま
り
良
い
も
の
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。　

　

こ
れ
は
先
ほ
ど
見
た
ス
ラ
イ
ド
で
す
。
今
度
は
書
写

ど
こ
か
で
全
体
に
帰
っ
て
融
和
す
る
こ
と
が
自
然
な
姿

だ
と
思
い
ま
す
。
明
の
時
代
の
教
養
は
、
先
ほ
ど
趙
謙

の
『
学
範
』
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
あ
の
時
代
の
教
養

人
は
書
学
も
で
き
ま
す
、字
学
も
詳
し
い
で
す
と
い
う
、

こ
れ
が
教
養
人
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち

の
教
養
書
が
あ
の
『
学
範
』
と
い
う
書
物
だ
と
見
て
い

ま
す
が
、
両
方
で
き
て
い
た
も
の
が
分
か
れ
て
い
っ
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
ど
こ
か
で
合
わ
さ
っ
て
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ち
の
書
く
と
い
う
動
作
が
非
常
に
ぎ
こ
ち
な
い
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
本
当
に
部
品
を
組
み
立
て
て

い
く
か
の
ご
と
く
書
い
て
い
ま
す
。
楷
書
で
す
か
ら
、

入
っ
て
、
止
め
て
、
次
、
書
い
て
、
止
め
て
と
い
う
、

こ
の
動
作
は
と
て
も
大
事
で
す
が
、
そ
れ
で
も
一
貫
し

て
書
い
て
い
く
動
き
を
、い
わ
ゆ
る
筆
順
指
導
の
中
に
、

運
筆
順
序
、
運
筆
系
筆
順
観
を
取
り
入
れ
て
や
っ
て
い

く
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

す
み
ま
せ
ん
。
ず
っ
と
一
人
で
話
す
こ
と
は
な
か
な

か
厳
し
い
の
で
、
声
が
か
れ
ま
し
た
。
大
学
の
授
業
で

は
途
中
で
間
を
空
け
て
机
を
回
っ
て
、「
ど
う
」
と
い

う
よ
う
な
話
を
し
た
り
、
答
え
さ
せ
た
り
、
話
し
合
わ

せ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
や
る
の
で
す
が
、
今
日
は
九
十
分
、

ほ
ぼ
話
し
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
と
て
も
楽
し
い
時

間
で
ス
ト
レ
ス
解
消
に
な
り
ま
し
た
。、
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。言
葉
足
ら
ず
で
、

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

　

最
後
に
、
括
弧
付
き
で
、
筆
順
指
導
に
つ
い
て
も
一

言
。
筆
順
指
導
は
、
点
画
の
組
み
立
て
順
序
の
概
念
か

ら
、
楷
書
で
も
、
書
き
始
め
か
ら
書
き
終
わ
り
ま
で
全

部
一
貫
し
て
字
を
形
成
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
、
運
筆

順
序
の
指
導
な
の
だ
と
、
解
釈
を
シ
フ
ト
し
て
い
く
べ

き
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
子
供
た

う
こ
と
で
す
。
書
写
書
道
教
育
で
は
今
、
文
字
文
化
と

い
う
言
葉
が
一
つ
大
事
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
肌
で
皆
さ
ん
も
感
じ
て
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
整
い
と
い
う
状
態
や
、
読
み
や
す

さ
な
ど
と
い
う
状
態
は
、
手
書
き
よ
り
も
デ
ジ
タ
ル
系

の
ほ
う
が
完
全
優
位
に
立
っ
て
、
一
般
社
会
の
中
で
は

デ
ジ
タ
ル
優
位
に
完
全
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

手
書
き
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
っ
た

と
き
に
、
文
字
文
化
と
い
う
言
葉
は
と
て
も
大
事
な

キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
き
ま
す
。
な
の
で
、
ス
キ
ル
を

高
め
る
、
技
術
を
高
め
る
こ
と
は
と
て
も
大
事
で
は
あ

り
ま
す
が
、
そ
こ
だ
け
に
寄
り
か
か
っ
て
し
ま
う
と
こ

れ
か
ら
書
写
書
道
教
育
は
非
常
に
危
う
い
で
す
。
文
字

の
文
化
は
と
て
も
豊
か
で
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
。
書

く
と
い
う
行
為
か
ら
生
ま
れ
た
文
化
も
、
非
常
に
多
様

で
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
。
今
の
世
の
中
に
も
そ
れ
は

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
本

当
に
お
も
し
ろ
い
ね
」
と
い
う
こ
と
が
教
育
と
し
て
成

り
立
た
な
い
と
、
書
写
書
道
教
育
が
こ
の
世
の
中
か
ら

ち
ょ
っ
と
別
の
世
界
に
あ
る
よ
う
な
も
の
に
捉
え
ら
れ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
全
て
の
子
供
た
ち
が

習
う
書
写
教
育
で
、
文
字
や
文
字
を
書
く
こ
と
は
非
常

に
楽
し
い
も
の
で
あ
る
し
、
文
化
的
に
豊
か
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
染
み
つ
い
て
い
け
ば
、
書
写
書
道

教
育
と
い
う
書
く
こ
と
で
極
め
て
い
く
分
野
も
、
将
来

的
に
理
解
を
得
て
、
安
定
的
な
書
道
人
口
も
確
保
で
き


