
一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
よ
。

新
聞
や
出
版
関
係
の
集
ま
り
で
、
業
界
の
将
来
性
に
つ
い
て
よ
く
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
私
の
答
え
は
決
ま
っ
て
い
る
。「
太
宰
治
」
で
あ

る
。
そ
の
コ
コ
ロ
は
、「
斜
陽
」。
関
係
者
か
ら
は
自
嘲
的
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
、
や
が
て
気
ま
ず
そ
う
な
空
気
が
広
が
っ
て
い
く
の
が
わ
か
る
。

ふ
え
ん

「
斜
陽
」
…
…
西
に
傾
い
た
太
陽
、
夕
日
。
そ
れ
か
ら
敷
衍
し
て
栄
え
た
者
が
衰
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
。
辞
典
で
言
え
ば
こ
ん

な
と
こ
ろ
か
。
確
か
に
「
斜
陽
族
」
か
ら
「
斜
陽
産
業
」
ま
で
、
斜
陽
に
は
落
ち
こ
ぼ
れ
、
脱
落
し
て
い
く
と
い
う
衰
退
の
イ
メ
ー
ジ
が
漂
っ
て
い
る
。

〈
1
〉
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
、
過
疎
化
や
「
新
し
い
貧
困
」、
格
差
の
拡
大
や
固
定
化
な
ど
、
何
か
に
つ
け
て
日
本
の
現
状
に
は
、
最
盛
期
を
過

ぎ
た
「
斜
陽
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
い
、
未
来
へ
の
不
安
と
悲
観
的
な
予
測
が
伴
い
が
ち
だ
。
そ
の
最
大
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
人
口
減

少
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
現
在
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
総
人
口
は
一
億
二
七
〇
九
万
人
。
前
回
の
調
査
（
二
〇
一
〇
年
）
か
ら
ほ
ぼ
一
〇
〇

万
人
の
減
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
勢
調
査
の
始
ま
っ
た
一
九
二
〇
年
以
来
の
減
少
で
あ
り
、
こ
の
傾
向
は
地
方
で
顕
著
な
だ
け
で
な
く
、
大
阪
府
の
よ

う
な
大
都
市
圏
で
も
、
一
〇
年
の
調
査
か
ら
二
万
数
千
人
の
減
で
戦
後
初
め
て
の
減
少
に
な
っ
て
い
る
。
さ
す
が
に
東
京
都
は
増
加
し
て
い
る
と
は
い

え
、
そ
れ
で
も
増
加
率
は
前
回
の
一
〇
年
の
調
査
の
四
・
六
三
％
か
ら
二
・
七
〇
％
に
鈍
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
2
〉
ざ
っ
と
国
勢
調
査
の
数
字
を
拾
っ
た
だ
け
で
も
、
地
方
だ
け
で
な
く
、
大
都
市
圏
で
も
縮
ん
で
い
く
日
本
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ぶ
。
だ

が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
日
本
だ
け
の
現
象
で
あ
り
、
特
別
に
日
本
だ
け
が
人
口
の
著
し
い
減
少
と
高
齢
化
の
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
斜
陽
」
は
日
本
だ
け
の
現
象
な
の
か
、
そ
れ
は
否
定
的
な
現
象
で
あ
り
、
衰

退
、
消
滅
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
「
斜
陽
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

〈
3
〉
福
沢
諭
吉
の
『
文
明
論
之
概
略
』
の
ネ
タ
が
一
九
世
紀
半
ば
に
活
躍
し
た
英
国
の
へ
ン
リ
ー
・
バ
ッ
ク
ル
の
『
英
国
文
明
史
』
や
フ
ラ
ン
ス

の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
史
』
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
明
治
維
新
一
五
〇
年
」、
日
本
の
近
代
の
歩
み
は
、

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
熱
い
時
代
」
か
ら
圧
倒
的
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
き
た
。「
熱
い
近
代
」
と
は
、
化
石
燃
料
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
労

働
力
と
科
学
技
術
の
向
上
を
テ
コ
に
生
産
力
を
高
め
、
国
富
と
国
力
の
増
大
を
図
る
無
限
進
歩
に
取
り
憑
か
れ
た
時
代
を
指
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

同
時
に
そ
れ
は
、
明
治
の
日
本
で
言
え
ば
、「
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
の
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
に
あ
る
よ
う
に
、
立
憲
主
義
と
議
会
制
に
よ
る
民
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主
主
義
の
確
立
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。

〈
4
〉
こ
う
し
た
「
熱
い
近
代
」
の
あ
り
方
を
、
福
沢
は
巧
み
に
も
「
一
身
独
立
し
て
一
国
独
立
す
」
と
簡
潔
に
表
現
し
た
。
個
人
が
自
ら
を①
ト
ウ

ヤ
し
な
が
ら
公
共
の
空
間
を
通
じ
て
国
政
に
主
体
的
に
参
画
す
る
。
そ
し
て
国
家
が
そ
う
し
た
一
人
一
人
の
個
人
の
内
面
を
通
じ
て
担
わ
れ
る
。
こ
う

し
た
国
家
こ
そ
、
国
富
と
国
力
の
点
で
最
も
強
い
国
家
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
福
沢
の
理
想
と
そ
の
後
の
現
実
が
ど
う
で
あ
れ
、
明
治
維
新
一
五
〇
年
、

日
本
は
そ
う
し
た
「
熱
い
近
代
」
の
、
非
欧
米
地
域
に
お
け
る
最
大
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

Ａ

、
そ
の
中
身
を
見
る
な
ら
ば
、「
熱
い
近
代
」
と
は
、「
追
い
つ
き
追
い
越
せ
型
」
の
、
先
行
者
を
絶
え
ず
乗
り
越
え
て
い
く
強
迫
症
的
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
駆
ら
れ
た
近
代
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

Ｂ

、
そ
れ
は
、
実
際
に
は
家
父
長
制
支
配
と
資
本
主
義
的
な
合
理
化
、
そ
し
て
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
結
び
つ
い
た
、「
男
性
中
心
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
著
し
い
時
代
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ｃ

強
迫
症
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
、
ど
れ
ほ
ど
内
面
性
の
病
理
を
も
た
ら
す
か
を
、
国
民
的
作
家
・
夏
目
漱
石
は
、
名
作
『
そ
れ
か
ら
』
の
中
で
主
人
公
の
代
助
を
し
て
「
牛
と

競
争
を
す
る
蛙
と
同
じ
事
で
、
も
う
君
、
腹
が
裂
け
る
よ
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。

「
腹
が
裂
け
る
」。
明
治
維
新
一
五
〇
年
の
半
ば
、
日
本
は
ま
さ
し
く
「
敗
戦
」
と
い
う
腹
が
裂
け
る
、
壊
滅
的
な
破
綻
を
経
験
し
た
。

〈
5
〉
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
ほ
ぼ
七
〇
年
近
く
、
戦
後
の
日
本
は
高
度
成
長
と
い
う
「
熱
い
近
代
」
の
再
現
を
通
じ
て
、
国
富
と
国
力
で
「
ジ
ャ
パ

ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
世
界
の
垂
涎
の
的
に
返
り
咲
い
た
の
で
あ
る
。「
富
国
強
兵
」
で
は
な
く
「
富
国
弱
兵
」
で
あ
る

に
し
て
も
、
日
本
は
二
度
の
「
熱
い
近
代
」
の
波
乗
り
に
成
功
し
た
と
言
え
る
。

〈
6
〉
た
だ
、
そ
う
し
た
「
熱
い
近
代
」
を
焚
き
つ
け
て
い
た
の
は
、
人
口
の
増
大
が
国
力
の
土
台
で
あ
り
、
人
口
は
幾
何
級
数
的
に
増
大
し
、
そ

れ
に
対
し
て
生
活
資
料
は
算
術
級
数
的
に
し
か
増
大
し
な
い
と
い
う
、
マ
ル
サ
ス
主
義
的
な
圧
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
前
は
、
欧
米
列
強
に
倣
っ
た

帝
国
主
義
的
な
植
民
地
争
奪
戦
へ
の
参
入
と
な
り
、
戦
後
は
、
海
外
へ
の
集
中
豪
雨
的
な
過
剰
輸
出
に
よ
る
貿
易
立
国
へ
の
発
展
と
な
っ
た
。
戦
前
も

戦
後
も
、
人
口
は
増
大
す
る
と
い
う
仮
定
の
も
と
、
ひ
た
す
ら
生
産
力
の
増
強
に
励
ん
で
き
た
歴
史
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

幕
末
期
の
日
本
の
人
口
が
ほ
ぼ
三
〇
〇
〇
万
人
ほ
ど
、
明
治
初
期
が
三
五
〇
〇
万
人
く
ら
い
だ
か
ら
、
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
、
日
本
の
人
口
は
、

先
の
大
戦
に
よ
る
落
ち
込
み
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
三
倍
以
上
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
、
同
じ
期
間
で
ほ
ぼ
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一
・
五
倍
ほ
ど
の
増
大
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
本
の
人
口
増
加
が
い
か
に
著
し
い
か
が
わ
か
る
。
ま
た
日
本
と
同
じ
よ
う
な
近
代
化
の
過
程
を

辿
り
、
戦
争
の
体
験
も
経
た
ド
イ
ツ
で
も
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
よ
り
も
伸
び
率
が
著
し
い
と
は
い
え
、
日
本
ほ
ど
の
増
加
率
は
示
し
て
は
い
な
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
移
民
国
家
と
し
て
単
純
に
日
本
と
比
較
に
は
な
ら
な
い
が
、
日
本
の
増
加
率
を
桁
外
れ
に
上
回
っ
て
い
る
の
は
、
韓
国
で
あ
る
。

し
か
し
、
韓
国
の
場
合
、「
圧
縮
近
代
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
熱
い
近
代
」
を
短
期
間
に②
偏
頗
な
形
で
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
出
生
率

は
日
本
以
上
に
低
く
、
少
子
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
、
明
治
維
新
一
五
〇
年
、
世
界
的
に
見
て
も
、
ア
メ
リ
カ
を
除
い
て
主
要
な
先
進
諸
国
が
人
口
減
少
の
傾
向
に
移
り
変
わ
り
つ
つ
あ

る
。
一
九
八
〇
年
を
一
と
し
た
場
合
の
人
口
増
加
率
の
予
測
で
言
え
ば
、
二
〇
五
〇
年
に
日
本
は
〇
・
九
以
下
に
な
り
、
ド
イ
ツ
で
す
ら
、
一
を
切
る

こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
韓
国
の
場
合
、
日
本
以
下
の
増
加
率
に
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
明
ら
か
に
「
熱
い
近
代
」
を
支
え
て
い
た
人
口
動
態
が
根

本
的
に
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
ト
レ
ン
ド
は
不
可
逆
的
に
進
ん
で
い
く
に
違
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
「
斜
陽
」
は
日
本
だ
け
の
現
象
で
は

な
く
、
む
し
ろ
文
明
史
的
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
斜
陽
化
を
嘆
く
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
熱
い
近
代
」
を
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
に
し
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
し
か
「
斜
陽
」
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。

日
本
の
よ
う
な
先
進
諸
国
で
は
、
識
字
率
の
向
上
と
女
性
の
高
学
歴
化
、
社
会
参
加
と
と
も
に
、
晩
婚
化
や
無
姻
化
が
進
み
、
も
は
や
そ
れ
は
不
可

逆
的
な
傾
向
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
、
出
生
率
は
二
〇
一
五
年
現
在
で
一
・
四
六
で
、
主
要
欧
州
諸
国
と
較
べ
て
も
低
く
、
こ
れ
を
下
回
っ
て

い
る
の
は
、
韓
国
の
一
・
二
四
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
熱
い
近
代
」
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
人
口
動
態
的
な
ト
レ
ン
ド
そ
の
も
の
が
大
き

く
変
化
し
、
そ
れ
が㋐
文
明
史
的
な
変
動
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
を
科
学
史
家
の
山
本
義
隆
は
、「
科
学
技
術
総
力
戦
体
制
の
破

綻
」「
成
長
幻
想
の
終
焉
」
と
指
摘
し
、
持
続
可
能
な
発
展
・
開
発
を
可
能
に
す
る
文
明
へ
の
転
換
を
説
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
、「
明
治
維
新

一
五
〇
年
」
セ
レ
モ
ニ
ー
と③
ヨ
ク
サ
ン
的
な
動
き
を
見
る
限
り
、
必
ず
し
も
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
そ
れ
で
も
、
地
方
創
生
の

新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
求
め
る
試
み
や
自
然
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
、
小
規
模
生
産
・
流
通
・
消
費
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
な
ど
、
様
々
な
取
り
組

そ
う
せ
い

み
が
簇
生
し
つ
つ
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
、
そ
う
し
た
文
明
史
的
な
転
換
を
背
景
と
す
る
、
日
本
の
安
全
保
障
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
な
る
と
、
か
な
り
手
薄
で
あ
る
こ
と
は
否
め
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な
い
。
こ
こ
で
は
、「
熱
い
近
代
」
の
終
わ
り
と
文
明
史
的
な
変
化
を
背
景
に
、
日
本
の
安
全
保
障
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
語
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た

か
ま
び
す

い
。
少
子
高
齢
化
や
低
成
長
、
あ
る
い
は
「
定
常
化
社
会
」
の
到
来
が
喧
し
く
議
論
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
日
本
国
内
の
地
域
や
社
会
の

問
題
、
つ
ま
り
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
に
絞
り
込
ま
れ
、
そ
の
対
外
的
な
側
面
に
目
が
向
け
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
。
本
来
な
ら
、
そ
う
し
た

人
口
動
態
と
文
明
史
的
な
変
化
を
背
景
に
、
国
の
安
全
保
障
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
再
考
察
す
る
機
運
が
盛
り
上
が
っ
て
も
い
い
は
ず
な
の
に
、
そ
う

し
ぼ

し
た④
兆
し
は
萎
ん
だ
ま
ま
だ
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
列
島
が
直
面
す
る
安
全
保
障
上
の
リ
ス
ク
が
極
め
て
差
し
迫
っ
た
脅
威
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

Ｊ
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
米
大
統
領
が
、

Ｄ

な
核
戦
争
の
危
機
を
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
「
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
」
に
例
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
倣
え
ば
、

日
本
列
島
は
毛
髪
一
本
で
抜
き
身
の
剣
を
つ
る
し
た
よ
う
な
、

Ｅ

の
危
機
の
中
に
あ
る
と
い
う
脅
威
感
が
、
中
長
期
的
な
安
全
保
障
の
選
択
肢

を
考
え
る
余
地
を
奪
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
力
に
よ
る
脅
威
に
は
力
に
よ
っ
て
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
地
政
学
的
な
戦
略

に
基
づ
く
同
盟
関
係
（
日
米
同
盟
）
の
強
化
と
最
新
の
兵
力
、
装
備
を
整
え
、「
最
小
限
の
防
衛
力
」
と
い
う
抑
制
的
な
安
全
保
障
の
概
念
を
一
掃
し
、

ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
両
面
に
わ
た
っ
て
こ
れ
ま
で
の
「
タ
ブ
ー
」
を
打
ち
破
り
、
よ
り
積
極
的
な
軍
事
力
の
充
実
と
機
動
的
な
運
用
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
政
学
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
軍
事
優
先
の
安
全
保
障
の
考
え
が
台
頭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
力
に
よ
る
平
和
と
軍
事
力
へ

の
過
信
、
さ
ら
に
地
政
学
的
な
戦
略
な
ど
は
、
あ
る
意
味
で
「
熱
い
近
代
」
そ
の
も
の
の
再
来
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
。

斜
陽
の
時
代
の
日
本
の
安
全
保
障
を
考
え
る
時
、
い
つ
も
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
こ
と
で
あ
る
。
東
西
で
同
じ
よ
う
な
軌
跡
を
描
き
な
が
ら
、

「
熱
い
近
代
」
を
く
ぐ
り
抜
け
、
大
戦
で
傷
つ
い
た
二
つ
の
国
は
、
今
、
対
照
的
な
位
置
に
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

確
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
は
、
財
政
危
機
や
英
国
の
離
脱
表
明
、
難
民
問
題
な
ど
で
揺
れ
動
い
て
い
る
。
そ
の
統
合
の
カ
ナ
メ
で
あ
る
ド

イ
ツ
も
、
国
内
的
に
は
決
し
て
安
定
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
に
少
子
高
齢
化
の
波
に
洗
わ
れ
、
確
実
に
ひ
と
頃
の
ピ
ー
ク

を
過
ぎ
て
斜
陽
へ
と
向
か
い
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
で
は
、
保
守
派
も
含
め
て
、
少
な
く
と
も
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
の
中
に
「
熱
い
近
代
」
よ
、

も
う
一
度
、
と
い
う
声
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
ド
イ
ツ
を
取
り
巻
く
近
隣
諸
国
と
の
間
に
、
日
韓
、
日
中
の
間
の
よ
う
な

緊
張
が
走
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
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さ
ら
に
ド
イ
ツ
は
ア
メ
リ
カ
の
出
先
機
関
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
ア
メ
リ
カ
に
は
是
々
非
々
の
立

場
を
堅
持
し
て
い
る
ほ
ど
だ
。
イ
ラ
ン
の
核
開
発
放
棄
の
交
渉
で
は
国
連
安
保
理
常
任
理
事
国
と
一
緒
に
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
の
役
割
を
果
た
し
、
ま

た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
危
機
で
は
プ
ー
チ
ン
の
ロ
シ
ア
と
も
米
ロ
関
係
を
取
り
持
つ
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
役
回
り
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
軌
道
修
正
し

た
と
は
い
え
、
難
民
問
題
で
は
人
間
の
安
全
保
障
の
点
か
ら
、
最
大
限
の
配
慮
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
も
、
メ
ル
ケ
ル
首
相
率
い
る
保
守
連
合
の
ド
イ

ツ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
を
取
り
巻
く
国
際
関
係
と
そ
の
歴
史
と
は
、
日
本
と
は
違
う
と
い
う
、
月
並
み
な
言
い
訳
が
返
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
が
比
較
的
、「
熱
い
近
代
」
か
ら
な
だ
ら
か
な
斜
陽
へ
と
舵
を
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
対
外
的
に
見
れ
ば
、

そ
の㋑
構
想
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
外
交
力
の
賜
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
一
国
の
国
民
の
「
士
気
」
に
根
ざ
す
「
頭
脳
」
の
賜
物
で
も
あ
る
。

そ
れ
を
実
感
し
た
の
は
、
個
人
的
に
言
え
ば
、
戦
後
五
〇
年
を
記
念
す
る
日
独
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
出
席
し
、
旧
西
ド
イ
ツ
で
「
東
方
政
策
」
を
外
務
大

臣
と
し
て
担
い
、
ミ
ハ
イ
ル
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
と
も
に
「
東
欧
革
命
」
の
先
鞭
を
つ
け
た
ハ
ン
ス
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
・
ゲ
ン
シ
ャ
ー
氏
の
言
動
に

ふ
れ
、
深
い
感
銘
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
言
動
に
は
、
保
守
政
治
の
最
良
の
も
の
が
満
ち
溢
れ
、
同
時
に
、
歴
史
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
あ
ら

ゆ
る
力
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
息
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
私
は
、
構
想
力
の
あ
る
外
交
力
の
片
鱗
を
見
る
思
い
だ
っ
た
。

な
い
も
の
ね
だ
り
で
は
な
く
、
日
本
に
は
斜
陽
に
ふ
さ
わ
し
い
賢
明
な
「
外
交
大
国
」
の
余
地
が
あ
る
は
ず
だ
。
理
想
と
ビ
ジ
ョ
ン
を
忘
れ
た
「
現

状
維
持
」
の
外
交
は
、
国
民
の
「
士
気
」
を
低
下
さ
せ
、「
頭
脳
」
と
し
て
の
外
交
の
質
の
劣
化
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
る
。

（
姜
尚
中
の
文
に
よ
る
。
な
お
一
部
を
改
め
た
）

注

ヘ
ン
リ
ー
・
バ
ッ
ク
ル＝

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
。

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ギ
ゾ
ー＝

フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
、
歴
史
家
。

ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス＝

文
化
的
性
差
に
関
す
る
偏
見
。

マ
ル
サ
ス＝

イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
。

問
1

傍
線
①
、
③
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。
楷
書
で
正
確
に
書
く
こ
と
。

問
2

傍
線
②
、
④
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。
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問
3

Ａ

、

Ｂ

、

Ｃ

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

Ａ

1

だ
か
ら

2

し
か
し

3

む
し
ろ

4

や
は
り

5

つ
ま
り

Ｂ

1

た
だ
し

2

も
っ
と
も

3

そ
こ
で

4

や
が
て

5

し
か
も

Ｃ

1

そ
の
う
え

2

そ
れ
か
ら

3

そ
う
し
た

4

け
れ
ど
も

5

か
え
っ
て

問
4

次
の
一
文
は
、
本
文
中
の
〈
1
〉
〜
〈
6
〉
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
。
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

ふ
か
ん

こ
こ
で
大
き
く
俯
瞰
し
て
見
れ
ば
、
私
た
ち
は
今
、
大
文
字
の
「
近
代
」（M

odern
ity

）
の
斜
陽
と
い
う
文
明
史
的
な
変
動
の
プ
ロ
セ

ス
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
。

問
5

傍
線
㋐
に
「
文
明
史
的
な
変
動
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

こ
れ
ま
で
日
本
の
人
口
は
欧
米
諸
国
と
比
較
し
て
著
し
く
増
加
し
続
け
、
そ
れ
が
「
熱
い
近
代
」
を
支
え
て
き
た
が
、
今
後
の
人
口
増
加
率

は
き
わ
め
て
低
く
推
移
し
て
い
く
こ
と

2

少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
に
よ
り
地
方
だ
け
で
な
く
、
大
都
市
圏
で
も
縮
ん
で
い
く
と
い
う
、
ま
ず
日
本
で
始
ま
っ
た
現
象
は
、
人
類
の
文

明
の
大
き
な
曲
が
り
角
を
示
し
て
い
る
こ
と

3

新
聞
や
出
版
と
い
っ
た
業
界
が
「
斜
陽
産
業
」
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
日
本
だ
け
の
現
象
で
は
な
く
、
世
界
の
主
要
な
先
進
諸
国
で
も
人
口

が
減
少
し
、
メ
デ
ィ
ア
企
業
を
取
り
巻
く
状
況
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と

4

地
方
創
生
や
自
然
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
、
小
規
模
生
産
・
流
通
・
消
費
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
な
ど
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
と
と

も
に
、
文
明
を
支
え
る
安
全
保
障
上
の
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と

5

戦
後
日
本
の
高
度
成
長
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
人
口
の
増
大
と
海
外
へ
の
集
中
豪
雨
的
な
過
剰
輸
出
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
欧

米
列
強
の
歴
史
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
人
口
減
少
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と

6

化
石
燃
料
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
、
労
働
力
と
科
学
技
術
の
向
上
に
よ
っ
て
生
産
力
を
高
め
、
無
限
に
進
歩
し
て
い
く
と
い
う
概
念
に
と

ら
わ
れ
て
い
た
「
近
代
」
が
終
わ
り
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
持
続
可
能
な
発
展
・
開
発
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
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問
6

Ｄ

、

Ｅ

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

Ｄ

1

挑
発
的

2

意
図
的

3

一
方
的

4

偶
発
的

5

運
命
的

6

感
情
的

Ｅ

1

因
果
応
報

2

一
触
即
発

3

一
発
必
中

4

絶
体
絶
命

5

空
前
絶
後

6

暗
中
模
索

問
7

傍
線
�
に
「
構
想
力
に
裏
付
け
ら
れ
た
外
交
力
」
と
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
外
交
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
本
文

中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
、
一
五
字
で
書
け
。

問
8

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

日
本
に
お
け
る
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
、
過
疎
化
や
「
新
し
い
貧
困
」、
格
差
の
拡
大
や
固
定
化
な
ど
は
、
国
富
と
国
力
の
点
で
最
盛
期

を
過
ぎ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
出
生
率
も
主
要
欧
州
諸
国
と
比
較
す
る
と
き
わ
め
て
低
く
、
世
界
的
に
み
て
も
か
な
り
例
外
的
な
状

況
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

2

国
勢
調
査
の
数
字
を
み
る
と
、
日
本
で
は
著
し
い
人
口
減
少
と
高
齢
化
が
進
展
し
つ
つ
あ
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
参
考
に
生
産
力
を
高
め
、

民
主
主
義
を
確
立
し
て
き
た
明
治
以
降
の
日
本
の
近
代
化
は
今
日
、
転
換
点
を
迎
え
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
人
口
減
少
は
世
界
的
な
傾
向
で
あ

り
、
斜
陽
化
を
嘆
く
ほ
ど
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

3

日
本
の
人
口
は
明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年
の
間
に
三
倍
以
上
に
増
加
し
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
し
て
も
著
し
い
増
加
率
で
あ
っ
た

が
、
現
在
で
は
日
本
の
出
生
率
は
主
要
欧
州
諸
国
と
比
べ
て
も
低
く
な
っ
て
い
る
。
識
字
率
の
向
上
と
女
性
の
高
学
歴
化
、
社
会
参
加
に
よ
っ

て
晩
婚
化
や
無
姻
化
が
進
展
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
対
策
が
必
要
で
あ
る
。

4

幕
末
期
、
明
治
期
、
そ
し
て
近
年
ま
で
日
本
の
人
口
は
ほ
ぼ
減
少
す
る
こ
と
な
く
増
大
し
て
き
た
。
日
本
よ
り
も
人
口
増
加
率
が
高
か
っ
た

韓
国
で
は
「
圧
縮
近
代
」
と
言
わ
れ
る
時
代
を
経
て
、
人
口
の
増
加
率
は
鈍
化
し
、
二
〇
一
五
年
現
在
の
出
生
率
は
日
本
よ
り
も
下
回
る
と
い

う
現
象
が
起
き
て
い
る
。

5

日
本
の
安
全
保
障
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
は
地
政
学
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
い
た
軍
事
優
先
の
考
え
方
が
出
て
き
て
お
り
、
明
治
以
降
の
近
代
化

路
線
を
思
わ
せ
る
。
一
方
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
大
戦
で
傷
つ
い
た
ド
イ
ツ
で
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ラ
ン
、
ロ
シ
ア
な
ど
と
の
関
係
に
お
い
て
も
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構
想
力
の
あ
る
外
交
を
展
開
し
て
お
り
、
二
つ
の
国
は
対
照
的
で
あ
る
。

6

日
本
が
核
戦
争
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
は
「
最
小
限
の
防
衛
力
」
か
ら
、
積
極
的
な
軍
事
力
の
充
実
と
機
動
的
な
運
用
へ
と
転
換
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
列
島
が
直
面
す
る
安
全
保
障
上
の
リ
ス
ク
が
極
め
て
差
し
迫
っ
た
脅
威
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
「
熱
い
近
代
」
の
終
わ
り
と
文
明
史
的
な
変
化
が
あ
る
。

問
9

本
文
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1
「
斜
陽
の
日
本
」
の
賢
い
安
全
保
障
の
ビ
ジ
ョ
ン

2
「
人
口
減
少
時
代
」
に
お
け
る
近
代
の
再
構
築

3
「
明
治
維
新
一
五
〇
年
」
の
人
口
増
大
戦
略

4
「
核
戦
争
」
の
危
機
と
近
代
の
清
算

5
「
少
子
高
齢
化
」
と
定
常
化
社
会
の
到
来

6
「
非
欧
米
地
域
」
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
の
日
本

問
10

太
宰
治
の
作
品
を
、
次
の
な
か
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

オ
リ
ン
ポ
ス
の
果
実

2

白
痴

3

火
宅
の
人

4

夫
婦
善
哉

5

焼
跡
の
イ
エ
ス

6

晩
年
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二
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
い
に
答
え
よ
。

東
松
照
明
氏
を
訪
ね
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
も
う
十
年
も
前
の
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
雑
誌
『
美
術
手
帖
』
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で

仕
事
を
す
る
作
家
に
直
接
会
っ
て
話
を
聞
き
、
作
家
論
を
書
い
て
連
載
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。
記
憶
力
の
な
い
わ
た
し
が
、
東
松
氏
の
い
わ
れ
た
「
映

体
」
な
る
言
葉
を
今
も
忘
れ
ず
に
い
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
が
、
そ
の
「
映
体
」
な
る
い
い
方
は
そ
れ
程
に
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
東
松
氏
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
た
。
長
崎
を
撮
っ
て
も
、
沖
縄
を
撮
っ
て
も
、
そ
の
写
真
は
東
松
照
明
の
写
真
に
な
っ
て
し

ま
い
、
そ
こ
に
自
分
の
映
体
が
つ
く
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
撮
り
た
い
の
は
長
崎
で
あ
り
、
沖
縄
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
映
体
で
は
な
い
。
自
分
の

映
体
を
ぶ
ち
こ
わ
し
、
す
て
去
る
に
は
、
も
う
自
分
が
だ
れ
か
と
入
れ
替
わ
る
し
か
な
い

。

映
体
と
は
勿
論
、
写
真
の
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
体
を
ス
タ
イ
ル
と
い
い
直
す
場
合
と
ち
が
い
、
写
真
特
有
の
意
味
も
当
然
含
ま
れ
る
。

わ
た
し
は
そ
の
時
、
東
松
氏
の
い
う
映
体
な
る
言
葉
を
よ
く
理
解
し
な
い
ま
ま
文
章
を
書
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
十
年
ぶ
り
に
、
こ
の
夏
（
一
九
七
八
年
七
月
）
ふ
た
た
び
写
真
に
つ
い
て
東
松
氏
と
話
す
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
映
体
の
発
生
、

あ
る
い
は
映
体
の
出
現
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

生
活
体
験
、
感
覚
的
な
嗜
好
、
人
間
や
自
然
に
対
す
る
意
識
無
意
識
に
も
っ
て
い
る
考
え
や
態
度
等
が
未
分
化
に
入
り
ま
じ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
、
な

ん
で
も
な
い
景
色
を
見
て
も
、
必
ず
そ
の
ひ
と
の
視
線
を
導
い
て
い
く
モ
ノ
や
場
所
や
人
間
が
あ
る
。
た
と
え
ば
大
き
な
葉
を
つ
け
た
樹
木
に
は
必
ず

目
が
い
き
、
こ
わ
れ
か
け
た
建
物
に
は
必
ず
目
が
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
他
人
の
目
は
素
通
り
す
る
の
に
自
分
だ
け
が
特
に
こ
だ
わ
り
を
も
つ
も
の
が

あ
る
。
カ
メ
ラ
を
も
っ
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
そ
う
い
う
自
分
だ
け
が
好
き
な
、
あ
る
い
は
気
が
か
り
な
、
時
に
は
嫌
い
な
も
の
を
写
し
て
し
ま

う
。
自
分
だ
け
が
必
ず
見
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
興
味
あ
る
も
の
、
素
通
り
で
き
な
い
も
の
、
気
に
か
か
る
も
の
が
、
必
ず
だ
れ
に
も
固
有
に
あ
る
。

そ
の
目
が
導
く
も
の
を
撮
り
つ
づ
け
て
き
た
、
と
い
う
風
な
こ
と
を
東
松
氏
は
い
わ
れ
、
そ
れ
が
映
体
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
と
い
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

東
松
氏
は
も
っ
と
う
ま
く

Ａ

に
喋
ら
れ
た
が
、
視
覚
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
ス
タ
イ
ル
を
、
こ
ん
な
に
明
晰
な
説
明
で
聞
い
た
の
は
は
じ
め
て

で
あ
る
。
わ
た
し
は
、
自
分
の
書
く
小
説
の
文
体
の
発
生
を
こ
ん
な
に
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
言
語
に
よ
る
文
体
の
発
生
に
つ

い
て
の
議
論
を
試
み
る
の
は
場
ち
が
い
で
あ
る
。
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役
者
馬
鹿
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
い
い
代
え
れ
ば
役
者
で
あ
る
こ
と
に
人
間
全
部
が
埋
没
し
て
い
る
こ
と
か
。
い
い
意
味
に
も
悪
い
意
味
に
も
と
れ
、

ま
た
両
方
に
使
わ
れ
る
。
芸
事
、
仕
事
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
人
間
を
そ
の
芸
事
、
仕
事
の
馬
鹿
に
す
る
。
ま
た
馬
鹿
に
徹
す
る
者
な
れ
ば
こ
そ
、

そ
の
ひ
と
の
す
る
私
的
な
芸
談
が

Ｂ

な
事
実
、
真
実
を
述
べ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
東
松
氏
の
映
体
論
に
あ
る
私
的
な
視
線
は
、
写
真
馬
鹿
の
そ
れ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
写
真
家
的
見
方
、
写
真
家
的
視
線
に
お
ち
い

る
こ
と
を
警
戒
す
る
気
配
が
あ
る
。
カ
メ
ラ
を
も
っ
て
い
る
東
松
照
明
と
い
う
写
真
家
を
、
た
え
ず
見
張
っ
て
い
る
普
通
の
人
間
東
松
照
明
が
い
る
。

カ
メ
ラ
の
扱
い
に
慣
れ
た
人
間
だ
け
が
見
て
し
ま
う
、
と
い
う
よ
り
見
て
し
ま
い
や
す
い
も
の
を
、
う
し
ろ
で
私
的
な
こ
だ
わ
り
で
も
の
を
見
る
人
間

が
マ
ネ
ー
ジ
し
て
い
る
。
私
的
な
こ
だ
わ
り
、
私
的
な
興
味
、
私
的
な
思
い
入
れ
で
つ
い
見
て
し
ま
う
も
の
を
、
カ
メ
ラ
が
見
な
け
れ
ば
写
真
に
な
ら

ぬ
こ
と
に
、
ど
こ
か
不
信
が
働
い
て
い
る
。
表
現
の
道
具
た
る
カ
メ
ラ
と
い
う
機
械
の
働
き
を
全
的
に
信
じ
て
は
い
な
い
。
こ
の
写
真
家
に
は
、
カ
メ

ラ
の
目
よ
り
も
、
自
分
の
目
の
方
が
大
事
で
あ
り
、
そ
の
目
の
走
っ
て
い
く
行
先
や
行
方
が
お
も
し
ろ
い
の
だ
。
写
真
は
あ
く
ま
で
、
自
分
の
目
と
カ

メ
ラ
の
目
が
重
な
り
、
そ
の
両
者
の
関
係
に
よ
っ
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関
係
論
は
観
客
に
と
っ
て
も
興
味
が
湧
く
。
人
間
の
目
と
キ
カ
イ

の
目
が
、
恋
を
し
て
い
る
男
女
の
関
係
の
よ
う
に
一
体
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
対
象
へ
距
離
を
と
る
前
に
、
手
に
し
て
い
る
カ
メ
ラ
に

冷
静
に
し
て
正
当
な
距
離
感
を
、
こ
の
写
真
家
は
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、�「
写
真
」
へ
の
批
評
と
い
う
荷
物
を
、
自
分
の
写
真
に
背
負
わ
せ

て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
い
う
写
真
は
世
間
に
ゴ
ロ
ゴ
ロ
こ
ろ
が
っ
て
は
い
な
い
。
東
松
氏
の
写
真
に
こ
も
る
熱
と
冷
気
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
こ
の
ひ

と
の
写
真
に
も
つ
批
評
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
。

こ
の
夏
、
東
松
氏
と
の
対
談
の
折
に
、
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
純
文
学
、
大
衆
文
学
の
伝
で
い
く
と
、
写
真
に
も
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い

う
わ
た
し
の
愚
問
に
対
す
る
、
親
切
な
東
松
氏
の
説
明
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
プ
ロ
と
ア
マ
の
ち
が
い
に
つ
い
て
の
お
話
も
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
ど
ん
な

仕
事
に
も
そ
の
仕
事
の
世
界
に
の
み
使
わ
れ
て
通
用
す
る
術
語
や
符
牒
が
あ
る
が
、
写
真
の
世
界
の
ア
マ
チ
ュ
ア
・
カ
メ
ラ
マ
ン
の
意
味
に
は
特
別
な

も
の
が
あ
る
ら
し
か
っ
た
。
純
文
学
、
大
衆
文
学
も
文
学
の
世
界
の
一
種
の
術
語
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
術
語
を
他
の
世
界
に
共
通
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
共
通
す
る
問
題
と
し
て
語
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
東
松
氏
に
は
、
そ
れ
を
あ
え
て
行

う
こ
と
で
、
術
語
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
内
容
の
虚
の
部
分
を
見
抜
こ
う
と
す
る
態
度
が
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
東
松
氏
の
冷
静
な
思
考
の
力
に
感
動
し
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た
。
良
く
も
悪
く
も
、
写
真
馬
鹿
に
は
で
き
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
写
真
の
達
人
は
、
押
せ
ば
写
る
と
い
う
カ
メ
ラ
の
出
現
に
よ
っ

て
、
玄
人
の
写
真
が
問
わ
れ
る
お
も
し
ろ
い
時
代
が
き
た
と
い
え
る
の
だ
っ
た
。
た
し
か
に
今
、
写
真
に
と
っ
て
お
も
し
ろ
い
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。

写
真
が
芸
術
に
成
り
上
が
り
か
け
て
い
る
時
代
に
わ
れ
わ
れ
は
居
合
わ
せ
て
お
り
、
そ
れ
は
一
方
で
カ
メ
ラ
の
大
衆
化
が
、
カ
メ
ラ
と
い
う
キ
カ
イ
を

だ
れ
で
も
が
扱
い
得
る
と
い
う
大
衆
化
を
含
む
こ
と
で
、
写
真
家
の
写
真
を
問
う�
お
も
し
ろ
い
時
代
の
出
現
に
居
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
東
松
氏

は
、
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
「
写
真
家
」
と
い
う
術
語
に
居
直
る
前
に
、
こ
う
い
っ
た
お
も
し
ろ
い
時
代
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
ち
ゃ
ん
と
合
わ
せ
て
い
る
の

だ
。東

松
氏
の
い
わ
れ
た
こ
と
で
も
う
ひ
と
つ
興
味
深
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
群
写
真
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。「
組
写
真
」

で
は
な
く
「
群
写
真
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
写
真
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
を
は
ら
み
、
ま
た
写
真
の
表
現
に
つ
い
て
重
要
な
問
題
を
提
出
し
て
い
る
。

「
組
写
真
」
な
る
も
の
は
、
写
真
に
、
物
語
性
を
ひ
き
出
す
の
で
な
く
、
そ
れ
を
無
理
強
い
に
背
負
わ
せ
る
。
し
か
も
、
そ
の
物
語
性
は
、
写
真
自
体

の
も
つ
表
現
能
力
を
軽
蔑
す
る
こ
と
で
、
写
真
を
一
場
面
の
説
明
の
手
段
に
し
て
し
ま
う
。
時
間
と
空
間
が
与
え
る
写
真
特
有
の
制
約
が
表
現
に
逆
転

す
る
は
ず
の
も
の
を
殺
す
こ
と
で
、
写
真
以
外
の
ナ
ニ
カ
を
表
現
し
よ
う
と
企
て
る
の
だ
。
か
と
い
っ
て
、
一
枚
一
枚
の
写
真
を
ま
る
で
古
典
の
絵
の

よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
一
点
も
の
の
作
品
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
写
真
の
も
つ
表
現
能
力
は
ふ
く
ら
ま
な
い
。
一
点
も
の
の
作
品
扱
い
は
、
結
局
、
写

真
を
絵
画
へ
の
追
従
者
た
ら
し
め
る
だ
け
で
あ
る
。
写
真
の
絵
画
に
拮
抗
し
う
る
表
現
能
力
は
、
絵
画
の
も
つ
作
品
性
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、

そ
れ
が
概
念
化
さ
れ
な
い
と
写
真
は
写
真
の
芸
術
化
を
実
現
し
え
な
い
。

写
真
は
一
点
で
は
な
く
群
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
表
現
と
し
て
の
写
真
の
あ
り
方
を
表
明
す
る
と
い
う
よ
り
、
そ
の
宣
言
と
見
ら

れ
る
。
写
真
集
と
い
う
表
現
方
法
も
、
写
真
展
と
同
様
に
、「
群
写
真
」
と
し
て
の
写
真
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、「
群
写
真
」
は
、
こ
れ
は
い
い
写
真
だ
、

こ
れ
よ
り
こ
っ
ち
の
方
が
い
い
、
な
ど
と
い
う
印
象
批
評
を
拒
絶
す
る
。
つ
ま
り
、「
群
写
真
」
は
写
真
の
思
想
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
。

写
真
は
今
や
、
日
本
特
有
の
詩
の
形
式
、
短
詩
型
の
俳
句
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俳
句
は
新
聞
に
多
く
の
素
人
の
つ
く
る

句
を
の
せ
る
欄
が
必
ず
あ
る
ほ
ど
、
庶
民
大
衆
が
な
じ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
タ
シ
ナ
ミ
や
タ
ノ
シ
ミ
で
つ
く
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
人

が
世
界
で
も
珍
し
い
く
ら
い
に
写
真
機
を
も
っ
て
写
真
を
撮
る
こ
と
が
好
き
な
の
と
共
通
す
る
。
一
枚
の
写
真
は
五
七
五
と
同
様
、
短
い
リ
ズ
ム
で
あ
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り
、
カ
メ
ラ
を
も
つ
庶
民
大
衆
は
写
真
を
日
常
の
タ
ノ
シ
ミ
で
と
る
。
そ
の
心
情
は
、
昔
の
庶
民
大
衆
が
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
タ
シ
ナ
ミ
芸
、
タ
ノ

シ
ミ
芸
に
代
る
も
の
を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
求
が
押
せ
ば
写
る
簡
単
な
キ
カ
イ
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
素
人
の
俳
句
も
写
真
も
、

「
点
」
で
あ
り
「
群
」
と
は
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。「
群
写
真
」
と
い
う
東
松
氏
の
言
葉
は
、
写
真
表
現
の
奥
を
深
く
掘
っ
て

い
こ
う
と
す
る
意
欲
の
あ
ら
わ
れ
と
も
受
け
取
れ
る
。
わ
た
し
自
身
、
俳
句
で
は
な
い
が
詩
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、「
群
写
真
」
と
い
う

言
葉
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
暗
示
を
受
け
た
。

（
富
岡
多
恵
子
『
兎
の
さ
か
だ
ち
』
に
よ
る
。
な
お
一
部
を
改
め
た
）

問
1

Ａ

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

刺
激
的

2

情
熱
的

3

論
理
的

4

直
接
的

5

写
実
的

問
2

Ｂ

に
入
れ
る
の
に
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

客
観
的

2

具
体
的

3

芸
術
的

4

大
衆
的

5

普
遍
的

問
3

傍
線
㋐
に
「『
写
真
』
へ
の
批
評
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ

よ
。

1

人
間
の
目
と
カ
メ
ラ
の
目
と
が
一
体
と
な
る
よ
う
な
関
係
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
カ
メ
ラ
に
対
し
冷
静
に
し
て
正
当
な
距
離
を
保
つ
こ
と

2

カ
メ
ラ
が
見
な
け
れ
ば
写
真
は
成
立
し
な
い
と
考
え
な
が
ら
も
、
カ
メ
ラ
の
働
き
を
全
く
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
不
信
の
念
を
抱
く
こ
と

3

私
的
な
こ
だ
わ
り
で
も
の
を
見
る
こ
と
を
重
視
し
な
が
ら
も
、
正
当
な
写
真
家
的
見
方
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
張
っ
て
い
る
こ
と

4

カ
メ
ラ
の
目
よ
り
自
分
の
私
的
な
視
線
を
大
切
に
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
写
真
家
的
視
線
に
お
ち
い
っ
て
い
な
い
か
を
冷
静
に
見
る
こ
と

5

人
間
の
目
と
カ
メ
ラ
の
目
の
距
離
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
も
、
写
真
馬
鹿
に
お
ち
い
ら
な
い
よ
う
に
普
通
の
人
間
の
目
を
も
つ
こ
と

―12―

（Ka①）



問
4

傍
線
㋑
に
「
お
も
し
ろ
い
」
と
あ
る
が
、
何
が
「
お
も
し
ろ
い
」
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
選
び
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

押
せ
ば
写
る
と
い
う
カ
メ
ラ
の
大
衆
化
に
よ
り
表
現
能
力
も
大
衆
化
し
た
こ
と

2

玄
人
と
素
人
と
ど
ち
ら
の
写
真
が
芸
術
的
か
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

3

簡
単
な
キ
カ
イ
の
登
場
で
素
人
の
写
真
で
も
芸
術
的
な
も
の
に
な
り
得
る
こ
と

4

写
真
の
芸
術
化
の
流
れ
の
中
で
プ
ロ
の
写
真
の
表
現
の
本
質
が
問
わ
れ
る
こ
と

5

大
衆
化
し
た
カ
メ
ラ
の
出
現
に
よ
っ
て
誰
で
も
が
写
真
の
達
人
に
な
れ
る
こ
と

―13―

（Ka①）



問
5

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
な
か
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

1

東
松
氏
は
、
小
説
の
術
語
で
あ
る
純
文
学
と
大
衆
文
学
と
い
う
区
別
が
写
真
に
も
あ
る
の
か
と
い
う
難
解
な
問
い
に
対
し
て
、
小
説
と
写
真

の
世
界
に
共
通
す
る
問
題
と
し
て
真
摯
に
回
答
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
写
真
界
で
は
プ
ロ
と
ア
マ
チ
ュ
ア
の
カ
メ
ラ
マ
ン
の
ち
が
い

は
歴
然
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
冷
静
に
語
ら
れ
た
。

2
「
組
写
真
」
は
一
枚
一
枚
の
写
真
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
物
語
性
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
が
、
か
え
っ
て
写
真
の
表
現
能
力
そ
の
も
の
を

損
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
群
写
真
」
と
い
う
概
念
は
、「
群
」
と
し
て
表
現
し
、
ま
た
一
枚
一
枚
の
印
象
批
評
を
は
ね

つ
け
る
こ
と
で
、
写
真
の
思
想
の
宣
言
と
な
り
え
て
い
る
。

3

押
せ
ば
写
る
簡
単
な
キ
カ
イ
の
出
現
で
大
衆
化
し
た
写
真
は
、
日
本
特
有
の
短
詩
型
の
俳
句
と
似
通
っ
て
お
り
、
俳
句
が
広
く
庶
民
大
衆
の

タ
シ
ナ
ミ
芸
と
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
素
人
の
写
真
も
今
は
タ
シ
ナ
ミ
芸
の
域
に
す
ぎ
な
い
が
、
や
が
て
俳
句
の
よ
う
に
写
真
表
現

の
根
底
を
変
え
て
い
く
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
感
じ
て
い
る
。

4
「
役
者
馬
鹿
」
は
役
者
を
離
れ
て
も
常
に
役
者
で
あ
り
、
い
わ
ば
己
の
「
存
在
」
が
す
べ
て
そ
こ
に
埋
没
し
て
お
り
、
い
い
意
味
に
も
悪
い

意
味
に
も
使
わ
れ
る
が
、「
写
真
馬
鹿
」
は
写
真
を
撮
る
と
い
う
一
事
だ
け
に
徹
し
て
い
る
た
め
、
ど
う
し
て
も
私
的
な
こ
だ
わ
り
に
お
ち
い

る
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
悪
い
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

5

東
松
氏
の
い
わ
れ
た
「
映
体
」
と
い
う
言
葉
は
、
写
真
の
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
で
、
自
分
だ
け
が
好
き
な
興
味
あ
る
も
の
に
惹
か
れ
撮
り
つ
づ

け
て
き
た
結
果
、
そ
れ
が
「
映
体
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。「
わ
た
し
」
は
そ
の
言
葉
に
刺
激
を
受
け
、
こ
こ
で
の
議
論
に
は
な
ら
な
い

が
、
小
説
の
文
体
に
つ
い
て
必
然
的
に
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
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