
注

意
1

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
は
、
開
か
な
い
こ
と
。
試
験
時
間
は
、
六
十
分
で
あ
る
。

2

問
題
は
声
を
出
し
て
読
ま
な
い
こ
と
。

3

問
題
用
紙
は
二
十
三
ペ
ー
ジ
、
一
、
二

の
二
題
か
ら
成
っ
て
い
る
。

4

問
題
用
紙
お
よ
び
解
答
用
紙
に
、
落
丁
、
乱
丁
、
汚
損
あ
る
い
は
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
な
ど
が

あ
れ
ば
、
手
を
あ
げ
て
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。
た
だ
し
、
内
容
に
関
す
る
質
問
は
受
け
つ

け
な
い
。

5

解
答
は
必
ず
鉛
筆
を
使
用
し
、
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。

6

解
答
は
す
べ
て
マ
ー
ク
式
の
解
答
欄
①
②
…
…
を
丁
寧
に
塗
っ
て
解
答
す
る
こ
と
。

7

訂
正
箇
所
は
、
消
し
ゴ
ム
で
完
全
に
消
す
こ
と
。

8

解
答
に
関
係
の
な
い
符
号
（
？

な
ど
）
や
文
字
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

9

解
答
用
紙
を
折
っ
た
り
、
汚
し
た
り
し
な
い
こ
と
。
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一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

し
き
ね
ん
せ
ん
ぐ
う

神
社
の
中
空
性
を
理
解
す
る
例
と
し
て
、
典
型
的
な
の
が
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
で
す
。
神
が
二
十
年
に
一
度
引
っ
越
し
を
す
る
た
め
、
正
殿
な

う
つ

ど
の
古
い
社
殿
の
正
確
な
コ
ピ
ー
を
つ
く
っ
て
建
て
直
し
、
ご
神
体
を
新
し
い
ほ
う
へ
遷
す
と
い
う
儀
式
で
す
。
引
っ
越
し
ご
と
に
そ
の
コ
ピ
ー
が

オ
リ
ジ
ナ
ル
に
な
っ
て
い
く

Ａ
こ
れ
は
本
質
が
あ
っ
た
ら
不
可
能
な
こ
と
で
す
。

Ⅰ

に
神
様
が
い
る
場
所
＝
聖
地
の
場
合
は
、
オ
リ

ジ
ン
（
起
源
）
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
動
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
る
か
ら
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
伊
勢
神

宮
の
場
合
は
、
隣
り
合
っ
た
場
所
を
行
っ
た
り
来
た
り
引
っ
越
し
す
る
。
こ
う
い
う
移
動
が
で
き
て
し
ま
う
の
も
、
中
心
が
空
虚
で
な
け
れ
ば
難
し

い
こ
と
で
し
ょ
う
。

建
築
家
の
磯
崎
新
氏
が
自
著
『
始
源
の
も
ど
き

ジ
ャ
パ
ネ
ス
キ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
』（
鹿
島
出
版
会
）
に
お
い
て
、
伊
勢
神
宮
の
本
質
の
不
在
か
ら

天
皇
制
を
つ
な
げ
る
と
い
う
、
ス
リ
リ
ン
グ
な
議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
イ
セ
に
お
い
て
は
、
実
は
な
か
っ
た
は
ず
の
起
源
が
〝
隠

さ
い
し

さ
れ
て
い
る
〞
か
ら
こ
そ
」
誘
惑
的
で
あ
り
、「
建
造
物
、
祭
祀
、
歴
史
的
成
立
の
事
実
、
そ
の
す
べ
て
が
〝
隠
さ
れ
て
い
る
〞
こ
と
」
こ
そ
が
問

ね
つ
ぞ
う

題
と
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
も
そ
も
、「
イ
セ
は
ひ
と
つ
の
時
点
で
捏
造
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
起
源
な
ど
な
い
し
、「
そ
れ
が
あ
っ
た

か
た

か
の
ご
と
く
に
騙
る
こ
と
で
、
誘
惑
が
持
続
す
る
」。
そ
し
て
、
そ
の
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
の
反
復
シ
ス
テ
ム
は
天
皇
制
の
構
造
に
近
い
、
と
し

て
い
ま
す
。

伊
勢
神
宮
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
一
の
レ
プ
リ
カ
を
つ
く
り
続
け
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
つ
ど
不
純
物
を
取
り
除
き
、
よ
り
純
粋
さ

を
目
指
し
て
再
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
続
け
て
き
た
。
こ
の
純
粋
さ
へ
の
接
近
が
、
天
皇
制
に
お
け
る
継
承
に
も
見
て
取
れ
る
、
と
磯
崎
氏
は
言
い
ま
す
。

だ
い
じ
ょ
う
さ
い

よ
り
し
ろ

「
大
嘗
祭
に
よ
っ
て
即
位
す
る
天
皇
の
肉
体
は
天
皇
霊
の
依
代
で
あ
る
と
さ
れ
、
儀
礼
に
よ
っ
て
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
」
こ
と
、
天
皇
が
即
位

す
る
た
び
に
遷
都
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
、
実
際
に
は
継
承
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
る
べ
き
本
質
的
な
教
義
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
ど
ん
ど
ん
新
し
い

要
素
を
取
り
込
ん
で
古
い
も
の
を
廃
棄
し
て
い
く
柔
軟
性
が
あ
る

と
い
う
の
で
す
。

ゆ
う
ず
う
む

げ

神
道
が
い
か
に
（
あ
）融

通
無
碍
で
あ
る
か

。
な
に
よ
り
神
様
を
新
た
に
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
神
様
と
神
社
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
表
現
さ
れ
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ま
つ

る
と
い
う
例
は
他
に
類
が
あ
り
ま
せ
ん
。
豊
臣
秀
吉
を
神
に
祀
れ
ば
豊
国
神
社
、
徳
川
家
康
を
神
に
祀
れ
ば
東
照
宮
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
一
神
教
で

は
、
こ
の
よ
う
なＢ
中
空
ゆ
え
の
融
通
の
き
か
せ
方
は
ま
ず
通
用
し
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
空
虚
さ
は
ま
た
、
東
京
と
い
う
街
に
も
象
徴
さ
れ
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、
日
本
を
訪
問
し
た
際
に
東
京
を
「
い

か
に
も
こ
の
都
市
は
中
心
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
中
心
は
空
虚
で
あ
る
」（『
表
徴
の
帝
国
』、
宗
左
近
訳
）
と
評
し
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
、
都
市
の
中
心
に
行
く
に
従
っ
て
教
会
な
ど
の
施
設
が
集
中
し
、「
充
実
」
し
て
い
る
が
、
東
京
は
中
心
に
皇
居
と
い
う
「
禁
域
」
を
お
き
、

お
お

ほ
り

緑
に
蔽
わ
れ
、
濠
に
よ
っ
て
防
御
さ
れ
て
い
る
。「
神
聖
な
る
《
無
》」
を
隠
し
て
い
る
。
バ
ル
ト
は
、
短
期
間
の
滞
在
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
こ
そ
日
本
の
特
異
性
の
一
つ
で
あ
る
と
（
ア
）カ
ッ
パ
し
た
の
で
す
。

ほ
か
に
も
「
中
空
」
と
い
う
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
ウ
ツ
ホ
（
空
・
空
洞
）」
に
つ
い
て
研
究
し
た
作
家
の
中
上
健
次
の
例
を
取
り
上
げ
た

ち
ょ
う
へ
ん

い
と
思
い
ま
す
。『
宇
津
保
物
語
』
と
い
う
日
本
最
初
期
の
長
篇
物
語
が
あ
り
ま
す
が
、
中
上
自
身
に
も
同
名
の
小
説
集
が
あ
り
ま
す
。

中
上
に
よ
れ
ば
、
ウ
ツ
ホ
と
は
空
虚
な
ト
ポ
ス
（
場
所
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
単
に
空
っ
ぽ
な
の
で
は
な
く
、
常
に
入
れ
替
え
可
能
な

〝
な
に
か
〞
が
籠
も
っ
て
い
る
場
所
で
す
。
彼
は
象
徴
的
に
「
バ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
籠
も
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
遠
近

法
の
消
失
点
で
あ
る
と
か
、注
1ラ
カ
ン
派
の
主
体
で
あ
る
と
か
、
構
造
が
あ
る
と
必
然
的
に
生
じ
る
「
欠
如
」
や
「
あ
な
」
と
は
位
置
づ
け
が
こ
と
な

る
も
の
で
す
。
構
造
的
欠
如
は
一
神
教
の
反
転
形
で
あ
る注
2否
定
神
学
的
構
造
を
も
た
ら
し
ま
す
が
、
中
上
の
ウ
ツ
ホ
は
、
い
わ
ばＣ
実
体
的
な
空
虚
な

の
で
す
。

そ
れ
は
彼
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
路
地
」
と
も
無
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
上
は
「
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
ボ
ー
ダ
ー
」
と
い
う
表
現
を
し
て

こ
ん
ぜ
ん
い
つ
た
い

い
て
、
太
い
ゾ
ー
ン
と
し
て
境
界
は
引
け
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ゾ
ー
ン
の
中
に
線
と
し
て
の
境
界
は
存
在
せ
ず
、
（
い
）渾
然
一
体
と
し
て
い
る
と
言
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
中
上
は
松
阪
牛
の
霜
降
り
肉
に
た
と
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
と
日
本
文
化
の
特
異
性
に
つ
い
て
の
論
戦
を
交

け
が

え
ま
し
た
（「
穢
れ
と
い
う
こ
と

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
VS
中
上
健
次
」）。
境
界
線
を
明
確
に
引
か
な
い
こ
と
と
、
ま
っ
た
く
の
真
空
で
は
な
い
空

白
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
日
本
神
話
に
お
け
る
中
空
構
造
を
補
助
線
に
す
る
こ
と
で
、
理
解
し
や
す
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
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さ
て
「
中
空
構
造
」
は
、
私
が
最
近
よ
く
評
論
で
取
り
上
げ
る
「
オ
タ
ク
」
や
「
ヤ
ン
キ
ー
」
文
化
に
も
通
じ
て
い
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
オ
タ

ク
文
化
が
浸
透
と
拡
散
を
し
て
き
た
よ
う
に
、
濃
い
も
の
は
薄
く
広
く
拡
散
し
て
い
く
も
の
で
す
。
最
近
は
「
マ
イ
ル
ド
ヤ
ン
キ
ー
」
と
も
言
わ
れ
、

ヤ
ン
キ
ー
文
化
が
広
が
り
を
み
せ
て
い
ま
す
。

「
ヤ
ン
キ
ー
」
と
い
っ
て
も
、
私
が
焦
点
を
あ
て
た
い
の
は注
3カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
的
な
日
本
の
不
良
文
化
で
は
な
く
、
ヤ
ン
キ
ー
的

な
イ
メ
ー
ジ
、
バ
ッ
ド
セ
ン
ス
的
な
美
学
の
構
造
で
す
。
か
つ
て
は
、
ご
く
一
部
の
地
域
に
限
定
し
た
不
良
集
団
だ
っ
た
も
の
が
、
い
ま
は
「
不

良
」
と
い
う
本
質
が
失
わ
れ
て

Ⅱ

な
模
倣
、
あ
る
い
は
エ
ー
ト
ス
（
持
続
的
な
面
、
慣
習
）
と
し
て
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
当
初

は
ご
く
一
部
の
仲
間
内
だ
け
で
共
有
さ
れ
て
い
た
不
良
文
化
が
、
一
つ
の
美
学
と
し
て
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
日
本
全
体
が
「
マ
イ
ル
ド
」
な
ヤ

ン
キ
ー
化
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
、
個
人
や
社
会
に
拡
散
し
つ
つ
あ
る
マ
イ
ル
ド
ヤ
ン
キ
ー
性
も
ま
た
、
日
本
の
中
空
構
造
と
浅

か
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
派
手
で
ヤ
ン
キ
ー
的
な
不
良
の
趣
味
と
い
う
の
は
、
世
界
中
に
あ
る
で
し
ょ
？
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
す
。

欧
米
の
不
良
文
化
は
限
定
的
に
下
層
の
も
の
で
、
日
本
だ
け
が
「
平
等
」
に
、
階
級
を
超
え
て
ヤ
ン
キ
ー
的
な
エ
ー
ト
ス
が
広
ま
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
ヤ
ン
キ
ー
文
化
に
は
バ
ッ
ド
セ
ン
ス
だ
け
で
は
な
い
一
種
の
倫
理
性
、
規
範
意
識
ま
で
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
点
も
海
外

の
不
良
文
化
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
す
。

ま

ね

ヤ
ン
キ
ー
文
化
に
お
け
る
表
層
と
本
質
に
つ
い
て
考
え
る
と
、「
表
層
を
真
似
れ
ば
誰
で
も
ヤ
ン
キ
ー
に
な
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

そ
こ
に
蓄
積
は
い
り
ま
せ
ん
。「
ジ
ャ
ー
ジ
を
着
て
ゴ
ー
ル
ド
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
し
て
女
物
の
サ
ン
ダ
ル
を
履
く
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
誰
で
も
簡

単
に
装
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
装
っ
て
い
る
だ
け
で
内
面
も
そ
れ
っ
ぽ
く
な
り
ま
す
。
ヤ
ン
キ
ー
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
先
述
の
バ
ル
ト
が
指
摘
し

た
「
表
層
だ
け
を
装
う
」
を
地
で
い
く
よ
う
な
、
特
異
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
と
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
ヤ
ン
キ
ー
の
美
学
で
最
も
重
要
な
の
は
「
気
合
」
で
す
。
詳
し
く
は
（
イ
）セ
ッ
チ
ョ
（『
世
界
が
土
曜
の
夜
の
夢
な
ら
、
ヤ
ン
キ
ー
と
精
神
分

析
』
角
川
書
店
）
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
単
純
に
気
持
ち
を
「
ア
ゲ
」
て
く
れ
る
も
の
が
、
ヤ
ン
キ
ー
に
は
非
常
に
好
ま
れ
ま

す
。
ア
ゲ
と
い
う
の
は
、「
ア
ガ
る
」（
気
分
が
高
揚
す
る
、
テ
ン
シ
ョ
ン
が
上
が
る
、
イ
ケ
イ
ケ
状
態
に
な
る
）
か
ら
来
て
い
る
言
葉
で
、
中
身
が
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な
く
て
も
、
勢
い
が
あ
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
、
政
治
思
想
史
家
の
丸
山
真
男
が
、「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」
と
い
う
論
文
で
、『
古
事
記
』
を
読
み

込
ん
だ
際
に
指
摘
し
た
、
日
本
文
化
の
古
層
に
は
Ｄ「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
（
勢
い
）」
の
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
、
と
い
う

言
葉
に
も
ツ
ウ
（
ウ
）テ

イ
し
ま
す
。「
気
合
」
と
「
ア
ゲ
」
と
い
っ
た
「
勢
い
」
が
日
本
文
化
の
い
ち
ば
ん
深
い
部
分
で
ず
っ
と
受
け
継
が
れ
て
き
て
い

る
の
で
す
。

そ
の
「
気
合
」
と
「
ア
ゲ
」
が
日
本
の
あ
る
部
分
を
支
え
、
動
か
し
て
き
た
の
は
事
実
で
す
。
東
日
本
大
震
災
に
代
表
さ
れ
る
被
災
地
の
復
興
が

よ
い
例
で
し
ょ
う
。「
気
合
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
空
虚
な
言
葉
が
、
何
万
人
も
の
人
を
動
員
で
き
る
こ
と
を
ヤ
ン
キ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
は
実
証
し
て

い
ま
す
。
ふ
つ
う
に
人
を
動
か
そ
う
と
思
っ
た
ら
、
宗
教
の
教
義
や
思
想
が
ど
れ
だ
け
大
事
か
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
ヤ
ン
キ
ー
文
化
だ
け
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
な
ど
は
飛
び
越
し
、
気
合
だ
け
で
思
想
は
い
ら
な
い
、
保
守
で
も
革
新
で
も
い
い
と
い
う
、
非
常

に
融
通
無
碍
な
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
す
。

し
か
し
不
思
議
な
の
は
、
ヤ
ン
キ
ー
的
な
た
た
ず
ま
い
の
成
功
者
の
著
作
を
読
ん
で
み
て
も
、
気
合
の
入
れ
方
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
書
い
て
あ

か
な

き
ず
な

る
の
で
す
が
、
夢
を
叶
え
る
た
め
の

Ⅲ

な
作
業
工
程
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
気
合
と
絆
、
夢
と
覚
悟
が
あ
れ

ば
何
で
も
で
き
る
と
い
う
精
神
論
は
、
ま
さ
に
「
中
空
」
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
中
空
と
い
う
空
虚
だ
か
ら
こ
そ
気
合
が
入
る

と
も
言
え
ま
す
。

「
行
動
の
動
機
が
な
く
て
も
、
行
動
し
て
さ
え
い
れ
ば
い
い
」
と
い
う
行
動
原
理
主
義
的
な
考
え
方
が
優
位
で
あ
る
た
め
、
彼
ら
は
方
法
論
を
言

葉
に
す
る
必
要
が
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
主
体
を
空
虚
に
し
た
ほ
う
が
人
間
は
行
動
で
き
る
と
い
う
主
張
は
心
理
療
法
的
に
も
当

た
っ
て
い
ま
す
。
心
理
療
法
で
は
、
人
間
は
考
え
が
あ
っ
て
話
す
の
で
は
な
く
て
、
話
す
こ
と
で
自
分
の
考
え
を
発
見
す
る
と
い
う
発
想
が
あ
り
ま

す
。
主
体
を
脇
に
置
い
て
、
述
語
で
考
え
る
と
い
う
感
じ
に
近
い
と
思
い
ま
す
。

と
、
こ
の
よ
う
に
突
然
に
話
題
がＥ
ヤ
ン
キ
ー
文
化
に
振
れ
た
こ
と
で
困
惑
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
は
河

合
隼
雄
が
示
し
た
「
中
空
構
造
」
と
紛
れ
も
な
く
通
じ
て
い
る
問
題
で
す
。
先
に
私
は
、
こ
の
構
造
が
私
た
ち
の
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
見
え

隠
れ
す
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
が
、
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
日
本
人
に
と
っ
て
昔
か
ら
無
意
識
の
う
ち
に
共
有
さ
れ
て
き
た
構
造
で
も
あ
る
と
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言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
中
空
構
造
に
は
ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
す
。

ま
ず
メ
リ
ッ
ト
は
、
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
先
に
紹
介
し
た
河
合
の
言
葉
で
「
他
の
多
く
の
も
の
と
適
切
に
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
な
が
ら
、
中
心
の
空
性
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
ま
す
。

「
中
心
が
空
で
あ
る
こ
と
は
、
善
悪
、
正
邪
の
判
断
を
相
対
化
す
る
。
統
合
を
行
う
た
め
に
は
、
統
合
に
必
要
な
原
理
や
力
を
必
要
と
し
、
絶
対

あ
い
い

化
さ
れ
た
中
心
は
、
相
容
れ
ぬ
も
の
を
周
辺
部
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
空
を
中
心
と
す
る
と
き
、
統
合
す
る
も
の
を
決
定
す
べ
き
、
決

定
的
な
戦
い
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
対
立
す
る
も
の
の
共
存
を
許
す
モ
デ
ル
で
あ
る
」

私
の
言
葉
に
置
き
換
え
れ
ば
、
正
面
か
ら
の
闘
争
や
摩
擦
は
回
避
で
き
る
、
と
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
責
任
の
追
及
も
う
や
む
や
で
済
む
と

は
た

い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
、
傍
か
ら
見
て
い
る
ぶ
ん
に
は
情
け
な
さ
を
感
じ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
長
期
的
に
見
た
場
合
に
は
、

生
存
の
法
則
と
し
て
は
プ
ラ
ス
に
は
た
ら
い
て
い
る
部
分
も
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
広
い
意
味
で
は
、
バ
ラ
ン
ス
の
問
題
と
い
っ
て
よ
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

逆
に
、
日
本
で
弁
証
法
が
成
立
し
な
い
と
言
わ
れ
た
背
景
に
は
こ
う
し
た
特
徴
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
本
質
と
本
質
の
対
立
」

さ
さ
い

が
な
い
の
で
、
対
立
も
非
常
に
些
細
で
本
質
的
で
は
な
い
部
分
に
終
始
し
て
し
ま
う
。『
古
事
記
』
で
例
に
挙
げ
た
、
二
神
の
ど
ち
ら
か
一
方
が
中

心
に
な
っ
て
も
、注
4カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
て
入
れ
替
わ
る
「
正
と
反
の
変
化
」
に
も
通
じ
ま
す
。

日
本
語
自
体
も
、
特
殊
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
特
に
カ
タ
カ
ナ
語
が
典
型
で
、
外
来
語
を
ど
ん
ど
ん
取
り
込
ん
で
新

し
い
言
葉
に
し
て
し
ま
う
融
通
無
碍
な
面
を
持
ち
な
が
ら
、
別
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
以
上
は
日
本
語
に
食
い
込
ま
な
い
よ
う
に
境
界
を
設
定

し
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
（
さ
す
が
に
、
言
語
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
の
空
虚
と
は
言
え
な
い
の
で
、
こ
れ
は
柔
軟
だ
と
言
っ
て
お
き
ま
す
が
）。

ま
た
、
こ
れ
は
認
知
言
語
学
者
の
池
上
嘉
彦
氏
の
指
摘
で
す
が
、
日
本
語
は
客
観
描
写
が
と
て
も
苦
手
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
主
語
と
述

語
の
構
造
が
曖
昧
で
、
主
語
が
な
く
て
も
文
章
が
成
り
立
っ
て
し
ま
う
た
め
で
す
。
こ
の
た
め
、
実
際
に
は
話
者
が
問
題
の
事
態
の
中
に
身
を
置
い

て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
話
者
は
自
ら
が
そ
の
事
態
に
臨
場
す
る
当
事
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
文
体
に
な
り
や
す
い
。
そ
の
せ
い
か
ど
う
か
、
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私
の
印
象
で
言
う
と
、
日
本
語
で
何
か
を
記
述
す
る
と
虚
構
の
レ
ベ
ル
が
一
段
階
上
が
る
感
じ
が
し
ま
す
。
現
実
を
描
写
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

Ｘ

。
そ
の
意
味
で
、
や
や
強
引
に
言
え
ば
、「
日
本
語
と
い
う
の
は
空
虚
さ
を
は
ら
ん
だ
言
語
」
と
も
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

言
語
も
カ
ル
チ
ャ
ー
も
柔
軟
で
、
海
外
の
文
化
へ
の
好
奇
心
も
旺
盛
、
そ
し
て
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
積
極
的
に
ど
ん
ど
ん
取
り
込
ん
で
い
く

と
い
う
日
本
文
化
の
特
徴
は
、
経
済
発
展
の
原
動
力
に
も
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
は
異
な
り
、
和
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
、
モ

デ
ィ
フ
ァ
イ
（
修
正
、
変
更
）
し
て
取
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
は
「
工
夫
の
文
化
」
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
逆
に
言
う
と
、
工

夫
す
る
た
め
の
器
は
あ
る
け
れ
ど
、
ま
っ
た
く
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
起
こ
せ
な
い
と
い
う
限
界
も
あ
る
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
好
都
合
と
言
っ
て

よ
い
の
か
、
現
代
は
ゼ
ロ
か
ら
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
起
こ
り
に
く
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
ど
ち
ら
か
一
つ
を
取
る
の
で
は
な

く
折
衷
す
る
こ
と
が
得
意
と
い
う
、
日
本
の
強
み
が
こ
れ
か
ら
よ
り
生
か
さ
れ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
の
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
も
少
し
述
べ
た
よ
う
に
「
弁
証
法
が
成
り
立
ち
に
く
い
」。
政
治
体
制
は
そ
の
典
型
で
し
ょ
う
。

（
斎
藤
環
「
日
本
人
の
心
理

河
合
隼
雄
『
中
空
構
造
日
本
の
深
層
』」
に
よ
る
）

注

1

ラ
カ
ン

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
精
神
分
析
家
（
一
九
〇
一
〜
一
九
八
一
年
）。

2

否
定
神
学

神
は
理
性
や
言
葉
で
把
握
で
き
な
い
と
し
て
こ
れ
を
否
定
的
概
念
で
考
察
・
表
現
す
る
神
学
。

3

カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

種
々
の
隣
接
学
問
の
知
見
を
応
用
し
な
が
ら
文
化
一
般
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
学
問
潮

流
。

4

カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ
ン
ス

釣
り
合
い
を
取
る
も
の
。
ま
た
、
釣
り
合
い
を
取
ろ
う
と
す
る
こ
と
。
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問
一

傍
線
部
（
ア
）
〜
（
ウ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
た
場
合
、
そ
れ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
選
択
肢
を
次
の
各
群
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ

ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）
カ
ッ
パ

1

資
源
が
コ
カ
ツ
す
る

2

拍
手
カ
ッ
サ
イ
を
浴
び
る

3

群
雄
が
カ
ッ
キ
ョ
す
る

4

大
空
を
カ
ッ
ク
ウ
す
る

5

カ
ッ
カ
の
命
令
に
従
う

（
イ
）
セ
ッ
チ
ョ

1

夏
の
高
山
の
セ
ッ
ケ
イ

2

セ
ッ
ト
ウ
犯
が
捕
ま
る

3

表
現
が
チ
セ
ツ
で
あ
る

4

セ
ッ
シ
ョ
ウ
を
禁
ず
る

5

異
文
化
を
セ
ッ
シ
ュ
す
る

（
ウ
）
ツ
ウ
テ
イ

1

在
庫
が
フ
ッ
テ
イ
す
る

2

粗
品
を
シ
ン
テ
イ
す
る

3

テ
イ
セ
ン
協
定
を
結
ぶ

4

敵
を
テ
イ
サ
ツ
す
る

5

間
違
い
を
テ
イ
セ
イ
す
る
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問
二

傍
線
部
（
あ
）
・
（
い
）
の
語
句
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

（
あ
）
融
通
無
碍

1

行
動
な
ど
が
控
え
め
で
素
直
な
こ
と

2

汚
れ
な
く
無
邪
気
に
行
動
し
自
由
で
あ
る
こ
と

3

何
で
も
や
り
遂
げ
る
思
考
力
や
行
動
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と

4

考
え
や
行
動
が
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
ず
自
由
で
あ
る
こ
と

5

人
間
の
及
ば
な
い
無
限
の
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と

（
い
）
渾
然
一
体

1

ま
じ
り
あ
い
、
と
け
あ
っ
て
い
る
さ
ま

2

二
つ
の
も
の
が
対
立
し
競
い
あ
う
さ
ま

3

欠
点
が
な
く
調
和
し
て
い
る
さ
ま

4

固
ま
っ
た
り
支
え
あ
っ
た
り
し
て
い
る
さ
ま

5

ぶ
つ
か
り
あ
い
変
形
し
て
い
る
さ
ま

問
三

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅲ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
ひ
と
つ
の
語
は
一
回
し
か
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

1

創
造
的

2

具
体
的

3

瞬
間
的

4

意
図
的

5

表
層
的

6

理
性
的

7

恒
常
的
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問
四

空
欄

Ｘ

に
入
る
表
現
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

主
観
や
心
象
に
か
た
よ
り
が
ち
で
あ
る

2

隠
喩
や
擬
人
法
を
拠
り
所
と
し
て
い
る

3

現
実
の
奥
に
あ
る
も
の
を
追
求
し
て
い
る

4

少
し
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
て
し
ま
う

5

論
理
性
よ
り
叙
情
性
を
重
視
し
て
し
ま
う

問
五

傍
線
部
Ａ
こ
れ
は
本
質
が
あ
っ
た
ら
不
可
能
な
こ
と
で
す
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の

選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

社
殿
は
古
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
ご
神
体
を
引
っ
越
す
作
業
に
は
危
険
性
が
と
も
な
う
と
い
う
こ
と

2

神
様
に
は
本
来
本
質
な
ど
そ
な
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
ど
こ
に
遷
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と

3

ご
神
体
に
は
そ
の
当
然
の
権
利
と
し
て
、
自
ら
社
殿
を
選
ぶ
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

4

神
様
は
ど
ん
な
場
所
に
も
住
め
る
の
で
、
居
場
所
を
移
す
儀
式
が
起
源
を
損
ね
は
し
な
い
と
い
う
こ
と

5

ご
神
体
を
移
動
で
き
る
の
は
、
神
が
い
る
と
さ
れ
る
場
所
に
実
際
に
は
何
も
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
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問
六

傍
線
部
Ｂ
中
空
ゆ
え
の
融
通
の
き
か
せ
方
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

神
社
の
中
心
は
空
虚
な
の
で
、
各
々
異
な
る
神
を
祀
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と

2

神
の
住
ま
う
社
殿
は
、
神
の
自
由
な
選
択
と
意
志
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

3

神
は
自
由
自
在
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
行
動
を
妨
げ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と

4

禁
域
と
し
て
の
社
殿
は
、
神
の
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら

5

神
社
は
空
の
器
で
あ
り
、
神
様
に
と
っ
て
は
自
在
な
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と

問
七

傍
線
部
Ｃ
実
体
的
な
空
虚
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

神
は
、
人
間
の
知
覚
や
認
識
を
許
さ
な
い
神
聖
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と

2

何
も
存
在
し
な
い
と
い
う
空
し
さ
や
虚
無
が
、
そ
こ
に
籠
も
っ
て
い
る
は
ず
の
場
所

3

実
体
の
な
い
架
空
の
神
が
、
ひ
と
り
ぽ
つ
ん
と
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
空
間

4

何
も
な
い
空
っ
ぽ
な
空
間
で
は
な
く
、
入
れ
替
え
可
能
な
何
か
が
籠
も
っ
て
い
る
場
所

5

神
は
、
時
間
や
空
間
の
外
部
に
あ
っ
て
人
間
を
超
え
る
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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問
八

傍
線
部
Ｄ
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
（
勢
い
）」
の
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
考
え
方

だ
と
と
ら
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

表
層
を
真
似
れ
ば
誰
で
も
ヤ
ン
キ
ー
に
な
れ
る
、
蓄
積
な
ど
必
要
な
い
と
い
う
無
責
任
な
考
え
方

2
「
気
合
」
と
「
ア
ゲ
」
が
あ
れ
ば
、
政
治
や
理
想
が
な
く
と
も
神
の
道
は
開
け
る
と
い
う
考
え
方

3

中
身
は
な
く
て
も
「
気
合
」
と
「
ア
ゲ
」
が
あ
れ
ば
何
と
か
な
る
と
い
う
「
勢
い
」
重
視
の
考
え
方

4
「
気
合
」
と
「
ア
ゲ
」
と
い
っ
た
勢
い
が
、
日
本
文
化
の
表
層
を
豊
か
に
し
て
き
た
と
い
う
考
え
方

5

日
本
の
歴
史
は
、「
気
合
」
と
「
ア
ゲ
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
悲
観
的
な
考
え
方

問
九

本
文
の
内
容
か
ら
見
て
、
傍
線
部
Ｅ
ヤ
ン
キ
ー
文
化
と
つ
な
が
ら
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮

2

東
照
宮

3

ウ
ツ
ホ

4

松
阪
牛
の
霜
降
り
肉

5

弁
証
法
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�
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問
十

本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
、
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1
「
イ
セ
に
お
い
て
は
、
実
は
な
か
っ
た
は
ず
の
起
源
が
〝
隠
さ
れ
て
い
る
〞
」
か
ら
こ
そ
誘
惑
的
で
あ
り
、
す
べ
て
の
事
実
が
隠
さ
れ
て

い
る
こ
と
こ
そ
を
議
論
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る

2
「
イ
セ
は
ひ
と
つ
の
時
点
で
捏
造
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
起
源
な
ど
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
そ
れ
が
あ
っ
た
か
の
ご
と
く
に
騙

る
」
こ
と
は
人
を
惑
わ
せ
る
点
で
疑
問
で
あ
る

3

境
界
線
が
明
確
に
存
在
し
な
い
中
空
と
い
う
も
の
は
、
日
本
神
話
に
見
ら
れ
る
同
様
の
構
造
を
議
論
の
助
け
と
す
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
が

容
易
に
な
る

4

中
空
構
造
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
昔
か
ら
無
意
識
の
う
ち
に
共
有
さ
れ
て
き
た
構
造
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
メ
リ
ッ
ト
も
あ
れ
ば
デ
メ
リ
ッ

ト
も
あ
る

5

中
空
構
造
の
性
質
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
が
取
り
や
す
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
は
「
善
悪
、
正
邪
の
判
断
を
相
対
化
」
し
、「
対
立
す
る

も
の
の
共
存
を
許
す
」
と
す
る
説
明
が
存
在
す
る

6

日
本
で
弁
証
法
が
成
立
し
な
い
と
言
わ
れ
た
背
景
に
は
、「
本
質
と
本
質
の
対
立
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
正
と
反
の
変
化
」
を
許

容
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

一
月
二
九
日
、
二
月
五
日
、
三
月
一
二
日
と
三
回
に
わ
た
っ
て注
1子

規
は
注
2『

日
本
附
録
週
報
』
に
『
叙
事
文
』
を
執
筆
す
る
。
子
規
に
よ
る
写
生
文

に
つ
い
て
の
発
言
と
し
て
、
評
価
の
定
ま
っ
た
論
文
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
『
叙
事
文
』
に
つ
い
て
の
評
論
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
三
月
一
二
日
付
の
、
最
後
の
ま
と
め
に
入
っ
た
と
こ
ろ
だ
。

ご
と

あ
り

以
上
述
べ
し
如
くⅰ
実
際
の
有
の
ま
ゝ
を
写
す
を
仮
に
写
実
と
い
ふ
。
又
写
生
と
も
い
ふ
。
写
生
は
画
家
の
語
を
借
り
た
る
な
り
。
又
は
虚
叙

つ
ま
び
ら
か

（
前
に
概
叙
と
い
へ
る
に
同
じ
）
と
い
ふ
に
対
し
て
実
叙
と
も
い
ふ
べ
き
か
。
更
に
詳
に
い
は
ゞ
虚
叙
は
抽
象
的
叙
述
と
い
ふ
べ
く
、
実
叙
は
具

ほ
と

象
的
叙
述
と
い
ひ
て
可
な
ら
ん
。
要
す
る
に
虚
叙
（
抽
象
的
）
は
人
の
理
性
に
訴
ふ
る
事
多
く
、
実
叙
（
具
象
的
）
は
殆
ん
ど
全
く
人
の
感
情
に

訴
ふ
る
者
な
り
。

「
実
際
の
有
の
ま
ゝ
を
写
す
」
と
い
う
言
い
方
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
に
対
抗
し
て
興
っ
た
、
写
実
主
義
と
し
て
の
「
近
代
リ

ア
リ
ズ
ム
」
の

Ⅰ

な
認
識
を
示
し
て
お
り
、
子
規
の
主
張
を
そ
う
し
た
ケ
イ
（
ア
）フ
の
中
で
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
き
た
。
ま
た

「
写
生
」
と
い
う
概
念
が
、「
画
家
の
語
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
で
、「
写
生
文
」
に
お
け
る
視
覚
的
描
写
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。

た
ど

け
れ
ど
も
、
こ
の
『
叙
事
文
』
に
よ
る
理
論
化
に
至
る
ま
で
に
、
実
際
に
子
規
が
発
表
し
て
き
た
散
文
の
表
現
改
革
の
（
イ
）キ
セ
キ
を
辿
っ
て
み
る
と
、

視
覚
に
限
定
す
る
こ
と
の
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
身
体
的
知
覚
感
覚
に
よ
る
世
界
把
握
の
経
験
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
言
葉
に
よ
る
表
象
に
転
換
し
て
き

た
か
、
と
い
う
こ
と
が
方
法
論
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ａ

身
体
的
な
知
覚
感
覚
を
媒
介
と
し
た
経
験
が
、
ど
の
よ
う
な
言
語
表
象
と
結
び
つ
く
の
か
と
い
う
、
表
現
す
る
側
の
過
程
と
、
ど
の

よ
う
な
言
語
表
象
を
実
現
す
れ
ば
、
読
者
の
側
の
身
体
的
知
覚
感
覚
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
、
読
む
過
程
の
両
方
が
子
規
の
実

践
に
お
い
て
は
意
識
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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ｂ

、
先
の
引
用
部
分
に
お
い
て
、
表
現
実
践
の
方
法
と
し
て
検
討
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、「
理
性
に
訴
」
え
る
「
抽
象
的
叙
述
」
と
し

て
の
「
虚
叙
」（
概
叙
）
で
は
な
く
、
後
半
の
、「
感
情
に
訴
」
え
る
「
具
象
的
叙
述
」
と
し
て
の
「
実
叙
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
虚
叙
」
と
「
実
叙
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
子
規
は
、
一
月
二
九
日
付
と
二
月
五
日
付
の
記
事
で
詳
細
な
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て

い
る
。「
抽
象
的
」
な
論
理
と
し
て
の
「
写
実
」「
写
生
」
で
は
な
く
、「
具
体
的
」
な
表
現
実
践
と
し
て
「
叙
事
文
」
を
と
ら
え
直
す
た
め
に
、
改

め
て
具
体
例
に
即
し
て
み
た
い
。す

ま

め
い
び

も
ん
き
り
が
た

一
月
二
九
日
の
記
事
で
は
「
須
磨
の
景
趣
」
の
描
き
方
が
例
に
と
ら
れ
て
い
る
。「
山
水
明
媚
風
光
絶
佳
…
…
」
と
い
っ
た
紋
切
型
の
表
現
が

は
り
ま
な
だ

わ
ず

「
何
の
面
白
味
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
とＡ
却
下
さ
れ
、
さ
ら
に
「
須
磨
は
後
の
山
を
負
ひ
播
磨
灘
に
臨
み
僅
か
の
空
地
に
松
林
が
あ
つ
て
そ
こ
に
旅
館

や
別
荘
が
立
つ
て
居
る
。
砂
が
白
う
て
松
が
青
い
の
で
実
に
清
潔
な
感
じ
が
す
る
…
…
」
と
い
う
表
現
も
、
少
し
「
精
密
に
叙
し
」
た
だ
け
で
「ⅱ
須

な
お

磨
な
る
景
色
の
活
動
は
猶
見
る
べ
か
ら
ず
」
とＢ
批
判
さ
れ
る
。

「
景
色
」
自
身
が
「
活
動
」
す
る
よ
う
に
書
く
べ
き
だ
と
主
張
す
る
子
規
は
、
次
の
よ
う
な
文
例
を
提
示
す
る
。

や

と
ど
め

ⅲ
夕
飯
が
終
る
と
例
の
通
り
ぶ
ら
り
と
宿
を
出
た
。
燬
く
が
如
き
日
の
影
は
後
の
山
に
隠
れ
て
夕
栄
の
な
ご
り
を
塩
屋
の
空
に
留
て
居
る
。
街
道

と
こ
ろ

の
砂
も
最
早
ほ
と
ぼ
り
が
さ
め
て
涼
し
い
風
が
松
の
間
か
ら
吹
い
て
来
る
。
狭
い
土
地
で
別
に
珍
し
い
処
も
無
い
か
ら
又注
3敦
盛
の
墓
へ
で
も
行
か

い
つ

ま
で

す
ぐ
さ
ま

も
と

た
だ

う
と
思
ふ
て
左
へ
往
た
。
敦
盛
の
墓
迄
一
町
位
し
か
な
い
の
で
直
様
行
き
つ
い
た
が
固
よ
り
拝
む
気
で
も
無
い
。
只
大
き
な
五
輪
の
塔
に
対
し
て

に
ら

ば
か

た
た

な

し
ば
ら
く
睨
み
く
ら
し
て
居
る
許
り
だ
。
前
に
あ
る
線
香
立
の
屋
台
見
た
や
う
な
者
を
手
で
敲
い
て
見
た
り
撫
で
ゝ
見
た
り
し
て
居
た
が
そ
れ
も

興
が
尽
き
て
再
び
も
と
の
道
を
引
き
か
へ
し
て
ⅳ「
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
」
と
口
の
内
で
吟
じ
な
が
ら
ぶ
ら
〳
〵
と
帰
つ
て
来
た
。
宿
屋
の

門
迄
来
た
頃
は
日
が
全
く
暮
れ
て
灯
が
二
つ
三
つ
見
え
る
や
う
に
な
つ
た
。

す
ぐ
わ
か
る
こ
と
は
、
描
か
れ
て
い
く
世
界
に
身
体
を
内
在
さ
せ
て
い
る
表
現
の
主
体
が
、
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
描
写

を
行
っ
て
い
る
表
現
の
主
体
は
、
こ
の
場
所
の
宿
に
旅
人
と
し
て
宿
泊
し
て
い
る
。
第
一
文
の
「
夕
飯
」
と
「
ぶ
ら
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
具
体
的
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に
世
界
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
、
身
体
的
な
知
覚
感
覚
に
よ
っ
て
世
界
を
と
ら
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。あ

り
わ
ら
の
ゆ
き
ひ
ら

引
用
部
の
末
尾
近
く
「
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
」
と
い
う
和
歌
の
一
節
が
記
憶
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。注4
在
原
行
平
が
須
磨
に
引
き

こ
も籠

っ
た
際
に
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
雑
下
」
の
有
名
な
歌
の
最
初
の
五
・
七
で
あ
る
。
読
者
は
た
だ
ち
に
「
須
磨
の
浦
に
藻
塩

垂
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
こ
た
へ
よ
」
と
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
瞬
間
読
者
は
、
場
面
内
の
表
現
主
体
と
共
に
、
共
有
し
て
い
る
文
学
的
記
憶
を
想
起

よ
み
が
え

な
ど
こ
ろ

す
る
。
文
学
的
な
記
憶
の
蘇
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
叙
事
文
」
を
書
く
主
体
と
読
む
主
体
と
が
同
時
に
、「
須
磨
」
と
い
う
名
所
と
し
て
の
地
名
を

思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
な
る
。

も

こ
の
「
叙
事
文
」
の
具
体
例
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
、「
作
者
若
し
須
磨
に
在
ら
ば
読
者
も
共
に
須
磨
に
在
る
如
く
感
じ
」
る
た
め
に
は
、
こ
の

文
学
的
な
記
憶
の
想
起
の
「
作
者
」
と
「
読
者
」
に
お
け
る

Ｘ

が
不
可
欠
な
の
だ
。
そ
の
効
果
は
単
な
る
知
覚
感
覚
的
描
写
に
よ
っ
て

こ

こ

も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
書
く
側
と
読
む
側
の
過
去
の
文
学
的
記
憶
の
共
有
に
よ
る
、
言
葉
の
〈
今
、
此
所
〉
を
め
ぐ
る

Ｘ

と
共
存
性
の
感
覚
な
の
で
あ
る
。

「
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
」
か
ら
、「
須
磨
の
浦
に
藻
塩
垂
れ
つ
つ
わ
ぶ
と
こ
た
へ
よ
」
を
想
起
し
た
読
者
は
、
こ
の
歌
の
背
後
に
在
原
行
平

の
存
在
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
何
気
な
く
読
ん
で
き
た
、
い
く
つ
か
の
言
葉
が
、
に
わ
か
に
文
学
的
記
憶
を

呼
び
覚
ま
し
始
め
、
や
が
て
一
つ
の
像
を
結
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
藻
塩
垂
れ
つ
つ
」
の
意
味
を
了
解
す
れ
ば
、
海
藻
に
海
水
を
か
け
て
塩
分
を
多
く
含
ま
せ
、
こ
れ
を
焼
い
て
さ
ら
に
水
に
溶
か
し
て
、
そ
の
上

澄
み
を
煮
つ
め
て
い
く
と
い
う
、
古
く
か
ら
の
製
塩
法
を
読
者
は
連
想
す
る
。

ｃ

海
藻
に
海
水
を
か
け
る
こ
と
は
涙
を
流
す
こ
と
の
比

喩
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
再
び
、
こ
こ
で
涙
を
流
し
な
が
ら
失
意
の
日
々
を
送
っ
た
と
い
う
在
原
行
平
の
伝
承
を
想
起
さ
せ
る
。「
須
磨
」
と
い
う

地
名
は
こ
の
伝
承
と
不
可
分
だ
か
ら
だ
。『
源
氏
物
語
』
の
「
須
磨
」
の
巻
に
、「
行
平
の
中
納
言
の
、
藻
塩
た
れ
つ
つ
わ
び
け
る
家
ゐ
近
き
わ
た
り

な
り
け
り
」
と
あ
る
の
も
、Ｃ
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

在
原
行
平
が
文
学
的
記
憶
と
共
に
前
景
に
せ
り
出
し
て
く
る
と
、
第
二
文
で
夕
日
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
「
塩
屋
」
の

Ⅱ

像
と
、「
松
の

間
か
ら
吹
い
て
来
」
た
「
涼
し
い
風
」
の

Ⅲ

冷
覚
的
像
が
た
だ
ち
に
文
学
的
記
憶
へ
と
接
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
田
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し
お
く
み

か
ん
あ

み

ぜ

あ

み

楽
能
の
『
汐
汲
』
を
も
と
に
し
た
、
観
阿
弥
の
原
作
を
世
阿
弥
が
改
作
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
、
能
の
『
松
風
』
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
だ
。

須
磨
を
訪
れ
た
旅
僧
が
、
潮
汲
車
を
引
い
て
塩
屋
に
戻
っ
て
き
た
二
人
の
海
女
の
少
女
に
一
夜
の
宿
泊
を
頼
み
、
暮
れ
方
に
海
女
の
旧
跡
の
松
を

弔
っ
た
こ
と
を
語
る
。
す
る
と
二
人
の
少
女
は
、
自
分
た
ち
は
在
原
行
平
に
愛
さ
れ
て
い
た
松
風
と
村
雨
と
い
う
海
女
の
霊
だ
と
、
涙
な
が
ら
に
旅

え

ぼ

し
か
り
ぎ
ぬ

僧
に
告
白
す
る
。
そ
し
て
松
風
は
レ
ン
（
ウ
）ボ
の
思
い
に
狂
い
な
が
ら
、
行
平
の
形
見
で
あ
る
烏
帽
子
狩
衣
を
つ
け
て
舞
う
、
と
い
う
演
目
で
あ
る
。

「
読
者
」
の
側
が
、「
作
者
」
の
使
用
し
たＤ
言
葉
に
内
在
す
る
文
学
的
記
憶
の
想
起
に
よ
っ
て
、
場
面
内
の
〈
今
、
此
所
〉
を
共
有
す
る
叙
述
法
と

し
て
「
叙
事
文
」
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
子
規
に
よ
る
見
本
の
実
践
具
体
例
が
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
、
理
論
的
に
も
納
得
が
い

く
で
あ
ろ
う
。

し
か

ⅴ
何
で
あ
ら
う
と
不
審
に
堪
へ
ん
の
で
少
し
歩
を
進
め
て
つ
く
〴
〵
と
見
る
と
真
白
な
人
が
海
に
は
い
つ
て
居
る
の
で
あ
つ
た
。
併
し
余
り
白
い

マ
マ

マ
マ

皮
膚
だ
と
思
ふ
て
よ
く
見
る
と
、
白
い注5
著
物
を
著
た
二
人
の
少
女
で
あ
つ
た
。
少
女
は
乳
房
の
あ
た
り
迄
を
波
に
沈
め
て
、
ふ
わ
〳
〵
と
浮
き
な

ち
い
さ

お
こ

い

か

が
ら
手
の
先
で
水
を
か
き
ま
ぜ
て
居
る
。
か
き
ま
ぜ
ら
れ
た
水
は
小
い
波
を
起
し
て
チ
ラ
〳
〵
と
月
の
光
を
受
け
て
居
る
。
如
何
に
も
余
念
な
く

も
う
ぜ
ん

は

い

そ
ん
な
事
を
や
つ
て
居
る
様
は
丸
で
女
神
が
水
い
た
づ
ら
を
し
て
遊
ん
で
居
る
や
う
で
あ
つ
た
の
で
、
我
は
惘
然
と
し
て
絵
の
内
に
這
入
つ
て
居

こ
こ
ろ
も
ち

る
心
持
が
し
た
。

場
面
内
に
身
を
置
く
表
現
主
体
、
あ
る
い
は
子
規
の
言
う
「
作
者
」
と
し
て
の
「
我
」
は
、『
松
風
』
の
旅
僧
、
あ
る
い
は
彼
を
超
え
て
、
在
原

か
わ

行
平
に
成
り
代
っ
て
い
る
。
月
が
出
て
海
原
の
波
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
、「
二
人
の
少
女
」
が
「
白
い
著
物
を
著
」
て
、

「
手
の
先
で
水
を
か
き
ま
ぜ
て
居
る
」
こ
と
が
わ
か
る
。「
二
人
の
少
女
」
と
く
れ
ば
、
新
聞
注
6『

日
本
』
の
「
読
者
」
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
『
松
風
村

雨
』
の
二
人
を
連
想
す
る
に
違
い
な
い
。『
松
風
』
と
し
て
定
着
し
た
能
の
演
目
は
、
古
く
は
『
松
風
村
雨
』
と
も
言
っ
た
の
で
あ
る
。

「

甲

」
は
「

乙

」
と
同
じ
言
葉
を
仲
立
ち
に
し
て
、
そ
の
言
葉
に
内
在
す
る
文
学
的
記
憶
、
す
な
わ
ち
同
じ
言
葉
が
歌
、
物

語
、
軍
記
、
能
と
い
っ
た
様
々
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
引
用
さ
れ
て
来
た
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
言
葉
の
文
学
的
な
使
わ
れ
方
の
全
歴
史
過
程
を
想
像
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
多
層
的
な
〈
今
、
此
所
〉
を
共
有
し
な
が
ら
、
文
学
的
記
憶
を
共
振
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ま
た

「
作
者
若
し
須
磨
に
在
ら
ば
読
者
も
共
に
須
磨
に
在
る
如
く
感
じ
」
に
続
け
て
、「
作
者
若
し
眼
前
に
美
人
を
見
居
ら
ば
読
者
も
亦
眼
前
に
美
人
を

見
居
る
如
く
感
ず
る
は
、
此
の
如
く
事
実
を
細
叙
し
た
る
文
の
長
所
」
と
子
規
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
二
人
の
少
女
」

は
遠
く
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
夜
の
月
明
か
り
の
中
で
、
そ
の
「
白
い
著
物
」
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
眼
前
」
で
も

な
け
れ
ば
、
ま
し
て
や
「
美
人
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
文
章
の
描
写
の
視
覚
性
だ
け
か
ら
は
判
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

け
れ
ど
も
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
記
憶
か
ら
蘇
ら
せ
た
瞬
間
か
ら
、「
読
者
」
は
「
作
者
」
と
共
に
、
在
原
行
平
を
め
ぐ
る
伝
承
の
、
文
学
的

お
も

記
憶
の
総
体
を
想
い
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、「
二
人
の
少
女
」
を
『
松
風
村
雨
』
に
重
ね
て
し
ま
っ
た
以
上
、
ど
う
打
ち
消
そ
う
と
し
て

も
、
自
分
が
想
像
し
う
る
限
り
の
「
美
人
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
子
規
の
文
例
の
要
に
は
、「
塩
屋
」
で
あ
れ
「
松
」
で
あ
れ

「
風
」
で
あ
れ
、「
二
人
の
少
女
」
で
あ
れ
、
一
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
そ
れ
自
体
に
内
在
さ
れ
て
い
る
、
地
層
の
よ
う
な
文
学
的
記
憶
の
総
体
を
、
一
瞬

に
し
て
想
起
す
る
想
像
力
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ま
り
に
視
覚
中
心
の
絵
画
論
に
傾
き
す
ぎ
た
「
写
生
文
」
論

はＥ
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
小
森
陽
一
『
子
規
と
漱
石

友
情
が
育
ん
だ
写
実
の
近
代
』
に
よ
る
）

注

1

子
規

正
岡
子
規
（
一
八
六
七
〜
一
九
〇
二
年
）。
日
本
の
俳
人
、
歌
人
。

2
・
6
『
日
本
附
録
週
報
』
／
『
日
本
』

『
日
本
』
は
、
一
八
八
九
〜
一
九
一
四
年
に
日
本
新
聞
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
日
刊
新

聞
。『
日
本
附
録
週
報
』
は
、『
日
本
』
の
附
録
と
し
て
毎
週
発
行
さ
れ
て
い
た
。

お
い

3

敦
盛

平
敦
盛
（
一
一
六
九
〜
一
一
八
四
年
）。
平
清
盛
の
甥
。

な
り
ひ
ら

4

在
原
行
平

平
安
時
代
の
歌
人
（
八
一
八
〜
八
九
三
年
）。
在
原
業
平
の
兄
。

5

マ
マ

「
原
文
の
ま
ま
」
引
用
し
た
こ
と
を
示
す
記
号
。
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問
一

傍
線
部
（
ア
）
〜
（
ウ
）
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
次
の
各
群
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答

え
な
さ
い
。

（
ア
）
ケ
イ
フ

1

外
国
へ
単
身
フ
ニ
ン
す
る

2

理
論
と
事
実
が
フ
ゴ
ウ
す
る

3

フ
メ
ン
ダ
イ
の
前
に
立
つ

4

鉄
道
を
新
し
く
フ
セ
ツ
す
る

5

キ
ョ
ウ
フ
の
時
間
が
過
ぎ
る

（
イ
）
キ
セ
キ

1

ジ
ョ
ウ
キ
を
逸
し
た
行
動

2

世
界
平
和
を
キ
ガ
ン
す
る

3

評
価
の
キ
ジ
ュ
ン
を
決
め
る

4

順
当
な
と
こ
ろ
に
キ
ケ
ツ
し
た

5

ハ
ン
キ
を
ひ
る
が
え
す

（
ウ
）
レ
ン
ボ

1

ダ
イ
キ
ボ
な
公
共
工
事

2

ボ
ジ
ョ
ウ
が
湧
き
起
こ
る

3

新
人
を
ボ
シ
ュ
ウ
す
る

4

ボ
ゼ
ン
に
花
を
手
向
け
る

5

風
景
は
ボ
シ
ョ
ク
に
包
ま
れ
た
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問
二

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅲ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
ひ
と
つ
の
語
は
一
回
し
か
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

1

論
理
的

2

触
覚
的

3

虚
叙
的

4

散
文
的

5

視
覚
的

6

典
型
的

問
三

空
欄

ａ

〜

ｃ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号

を
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
ひ
と
つ
の
語
は
一
回
し
か
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

1

た
と
え
ば

2

た
だ
し

3

も
ち
ろ
ん

4

し
た
が
っ
て

5

と
こ
ろ
が

6

つ
ま
り

問
四

空
欄

Ｘ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

確
実
性

2

同
時
性

3

客
観
性

4

文
学
性

5

歴
史
性
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問
五

傍
線
部
Ａ
却
下
さ
れ
、
傍
線
部
Ｂ
批
判
さ
れ
る
と
あ
る
が
、
子
規
に
「
却
下
」「
批
判
」
さ
れ
た
理
由
を
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

あ
り
ふ
れ
て
い
て
退
屈
な
感
じ
し
か
与
え
な
い
う
え
に
、
少
し
も
精
密
で
な
く
理
論
的
な
表
現
実
践
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら

2

具
体
的
な
表
現
実
践
と
し
て
の
概
叙
に
な
っ
て
い
な
い
う
え
に
、
読
者
の
文
学
的
記
憶
に
な
ん
ら
触
れ
え
な
い
表
現
だ
か
ら

3

景
色
を
精
密
に
描
く
こ
と
に
ば
か
り
注
力
し
て
い
て
、
表
現
主
体
で
あ
る
書
き
手
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
だ
か
ら

4

あ
ま
り
に
も
あ
り
ふ
れ
て
い
る
う
え
に
、
感
情
に
訴
え
す
ぎ
て
い
て
理
性
的
把
握
が
難
し
く
つ
ま
ら
な
い
描
写
だ
か
ら

5

実
際
に
そ
の
場
で
体
験
し
た
よ
う
な
感
じ
も
与
え
な
い
う
え
に
、
読
む
者
に
何
の
文
学
的
な
記
憶
も
想
起
さ
せ
な
い
か
ら

問
六

傍
線
部
Ｃ
そ
こ
の
指
示
す
る
内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

在
原
行
平
が
昔
須
磨
の
塩
屋
で
失
意
の
日
々
を
送
っ
た
と
い
う
こ
と

2

海
藻
に
海
水
を
か
け
る
こ
と
が
涙
を
流
す
こ
と
の
比
喩
で
あ
る
こ
と

3

須
磨
と
い
う
地
名
が
、
涙
を
流
す
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
こ
と

4

須
磨
と
い
う
言
葉
に
よ
り
『
源
氏
物
語
』
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

5

塩
屋
と
い
う
名
前
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
須
磨
」
に
登
場
す
る
こ
と
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問
七

空
欄

甲

・

乙

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番

号
を
答
え
な
さ
い
。

甲

乙

1

子
規

表
現
主
体

2

読
者

作
者

3

表
現
主
体

作
者

4

子
規

二
人
の
少
女

5

読
者

二
人
の
少
女

問
八

傍
線
部
Ｄ
言
葉
に
内
在
す
る
文
学
的
記
憶
の
想
起
に
よ
っ
て
、
場
面
内
の
〈
今
、
此
所
〉
を
共
有
す
る
と
い
う
説
明
に
合
致
す
る
具
体
例

は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

子
供
の
頃
母
親
が
聞
か
せ
て
く
れ
た
お
と
ぎ
話
の
一
節
を
現
在
で
も
見
聞
き
す
る
と
、
亡
く
な
っ
た
母
を
懐
か
し
く
思
い
出
す

2

若
い
頃
よ
く
聴
い
た
音
楽
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
耳
に
す
る
と
、
今
で
も
そ
の
頃
の
甘
く
切
な
い
恋
の
思
い
出
が
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
る

た
ぬ
き

3

多
く
の
日
本
人
が
知
っ
て
い
る
「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
昔
話
の
せ
い
で
、
狸
と
言
え
ば
ず
る
が
し
こ
い
動
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

4

音
の
響
き
が
似
て
い
る
た
め
に
「
富
士
山
」
と
い
う
地
名
か
ら
「
不
死
」
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
多
く
、
不
老
不
死
伝
説
が
生
ま
れ
た

か
え
る

お
も

5
「
古
池
」
と
聞
く
と
有
名
な
紀
行
文
を
残
し
た
俳
人
を
思
い
出
し
、
静
か
な
池
に
蛙
が
飛
び
込
む
水
音
が
耳
に
響
く
想
い
が
す
る
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問
九

傍
線
部
Ｅ
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
あ
る
が
、
本
文
中
の
二
重
傍
線
部
ⅰ
〜
ｖ
の
う
ち
、
本
文
の
筆
者
が
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
と
考

え
て
い
る
内
容
が
表
現
さ
れ
た
子
規
の
文
例
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

実
際
の
有
の
ま
ゝ
を
写
す
を
仮
に
写
実
と
い
ふ

2

須
磨
な
る
景
色
の
活
動
は
猶
見
る
べ
か
ら
ず

3

夕
飯
が
終
る
と
例
の
通
り
ぶ
ら
り
と
宿
を
出
た

4
「
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
」
と
口
の
内
で
吟
じ
な
が
ら

5

何
で
あ
ら
う
と
不
審
に
堪
へ
ん
の
で
少
し
歩
を
進
め
て
つ
く
〴
〵
と
見
る
と
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問
十

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
選
択
肢
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

言
葉
に
内
在
す
る
文
学
的
記
憶
を
喚
起
し
多
層
的
な
〈
今
、
此
処
〉
を
共
有
す
る
た
め
に
は
、
単
に
精
密
な
描
写
に
努
め
る
だ
け
で
な
く

感
情
的
な
反
応
を
よ
ぶ
実
叙
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い

2

子
規
の
文
例
に
よ
っ
て
在
原
行
平
の
和
歌
や
『
源
氏
物
語
』
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
、
文
学
的
記
憶
の
接
合
に
よ
っ
て
能
の
『
松
風
』
が
想

起
さ
せ
ら
れ
る

3

子
規
が
「
虚
叙
」「
概
叙
」
と
し
て
退
け
た
文
学
的
表
現
は
文
体
が
抽
象
的
過
ぎ
る
た
め
、
読
む
人
の
理
性
を
強
く
刺
激
し
「
実
際
の
有

の
ま
ゝ
」
を
描
写
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う

4

子
規
の
主
張
す
る
「
写
実
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
写
実
主
義
の
認
識
に
沿
う
も
の
で
、
視
覚
に
と
ど
ま
ら
な
い
身
体
の
総
合
的
知
覚
に
よ
る
世

界
把
握
と
そ
の
表
現
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た

5
〈
今
、
此
処
〉
の
共
有
を
可
能
と
す
る
文
学
的
表
現
は
、
描
か
れ
る
世
界
に
身
体
を
内
在
さ
せ
る
表
現
主
体
が
読
者
の
文
学
的
記
憶
を
呼

び
起
こ
す
言
葉
を
吟
じ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る

6

場
面
内
に
身
を
置
く
表
現
は
、
作
者
の
身
体
的
知
覚
全
体
を
媒
介
と
し
て
そ
の
場
面
を
具
体
的
に
描
写
し
て
読
む
者
に
伝
え
風
景
を
現
前

さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
文
学
的
記
憶
の
共
有
を
導
く
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