
１

問
題
は

か
ら

ま
で
で
、

ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

３

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

６

答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

７

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

８

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

９

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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次
の
各
文
の

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴

洋
服
の
ほ
こ
ろ
び
を
繕
う
。

⑵

日
本
の
伝
統
的
な
舞
踊
を
鑑
賞
す
る
。

⑶

午
後
の
列
車
に
は
若
干
の
空
席
が
あ
る
。

⑷

善
戦
す
る
も
一
点
差
で
惜
敗
し
、
優
勝
を
逃
す
。

⑸

忙
し
さ
に
紛
れ
て
、
弟
に
頼
ま
れ
た
用
事
を
忘
れ
る
。

次
の
各
文
の

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で

書
け
。

⑴

浜
辺
で
美
し
い
貝
殻
を
ヒ
ロ
う
。

⑵

母
の
キ
ョ
ウ
リ
か
ら
、
み
か
ん
が
届
く
。

⑶

今
年
の
春
か
ら
、
姉
は
図
書
館
に
キ
ン
ム
す
る
。

⑷

幼
い
妹
た
ち
の
言
い
争
い
を
チ
ュ
ウ
サ
イ
す
る
。

⑸

帰
宅
す
る
と
、
愛
犬
が
イ
キ
オ
い
よ
く
駆
け
寄
っ
て
き
た
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

中
学
校
一
年
生
の
「
わ
た
し
」
と
後
ろ
の
席
に
座
る
上うえ
野の
と
は
、
小
学
生
の
時
は
互
い
の

家
を
行
き
来
し
て
遊
ぶ
間
柄
で
あ
っ
た
。
中
学
校
入
学
後
、「
わ
た
し
」
は
陸
上
部
に
入
り
、

上
野
は
部
活
に
入
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
友
人
の
輪
の
中
に
い
る

こ
と
が
多
く
な
り
、
話
す
機
会
が
な
く
な
っ
て
い
た
。

教
室
に
は
休
み
時
間
の
だ
ら
け
た
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
た
。
わ
た
し
も
体
を
半
分
上

野
の
方
へ
向
け
て
座
っ
て
い
た
。
し
か
し
上
野
に
話
し
か
け
た
く
て
も
、
ど
う
接
し
て

良
い
も
の
か
分
か
ら
ず
、
話
の
糸
口
を
上う
手ま
く
摑つか
め
な
い
で
い
た
。

上
野
は
辞
書
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。
見
る
か
ら
に
古
く
、
年
季
の
入
っ
た
辞
書

だ
っ
た
。
四
隅
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
、
頁ページも
手て
垢あか
で
黒
ず
ん
で
い
た
。
箱
も
な
く
、
白
か
っ

た
で
あ
ろ
う
表
紙
は
ね
ず
み
色
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
で
、
金
色
の
題
字
は
剥
が
れ
て

ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
ん
な
辞
書
と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
を
読
む
上
野

の
目
は
爛らんら々ん
と
輝
い
て
い
た
。
彼
の
目
に
わ
た
し
の
姿
は
映
っ
て
お
ら
ず
、
わ
た
し
は

不
思
議
と
苛いら
立だ
ち
を
覚
え
、
気
が
付
い
た
時
に
は
乱
暴
に
言
葉
を
発
し
て
い
た
。

お
前
、
汚
い
辞
書
使
っ
て
ん
な
。」

言
葉
が
舌
の
上
を
通
り
抜
け
た
瞬
間
か
ら
、
激
し
い
後
悔
が
襲
っ
た
。
た
し
か
に
上

野
の
使
っ
て
い
る
辞
書
は
、
お
世
辞
に
も
綺き
れい

と
は
言
い
難がた
い
代
物
だ
っ
た
。
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
他
に
い
く
ら
で
も
言
い
よ
う
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
自
分
の
声
が

周
り
に
聞
こ
え
て
い
る
こ
と
も
十
分
に
意
識
し
て
い
た
。
お
前
、
汚
い
辞
書
使
っ
て
ん

な
。
鼓
動
が
激
し
く
な
る
中
、
顔
を
あ
げ
た
上
野
と
目
が
合
っ
た
。
つ
ぶ
ら
な
、
大
き

な
目
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
を
じ
っ
と
見
つ
め
か
え
し
な
が
ら
彼
は
言
っ
た
。

う
ん
、
母
さ
ん
が
く
れ
た
ん
だ
。
大
学
の
時
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
辞
書
な
ん
だ
っ
て
。」
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屈
託
も
衒てら

＊

い
も
な
い
言
い
方
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
彼
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
が
何

一
つ
呑の
み
込
め
ず
に
い
た
。
ど
う
し
て
上
野
の
母
が
出
て
来
る
の
か
、
ダ
イ
ガ
ク
と

は
何
か
、
だ
か
ら
ど
う
だ
と
い
う
の
か
、
わ
た
し
に
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
何
よ
り
も
そ
の
口
調
が
わ
た
し
の
心
を
打ぶ
っ
た
。
そ
れ
は
昔
と
変
わ
ら
な
い
、

心
を
許
し
た
相
手
に
だ
け
向
け
た
穏
や
か
な
話
し
方
だ
っ
た
。⑴
わ
た
し
は
ろ
く
に
返

事
も
で
き
ず
、
ち
ょ
う
ど
先
生
が
教
室
へ
入
っ
て
き
た
の
を
良
い
事
に
、
上
野
に
背

を
向
け
た
。

授
業
が
始
ま
っ
て
も
、
内
容
は
頭
に
入
っ
て
来
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
を
見
つ
め
か
え
し
た

上
野
の
目
の
印
象
が
な
か
な
か
頭
か
ら
去
ら
な
か
っ
た
。
振
り
払
お
う
と
必
死
に
な
る
度
に
、

後
ろ
か
ら
辞
書
を
め
く
る
音
が
聞
こ
え
た
。
時
折
、
紙
が
折
れ
た
り
頁
が
破
け
た
り
す
る
音

も
混
じ
っ
て
い
た
。
わ
た
し
は
一いち
二に
度ど
そ
っ
と
振
り
返
り
も
し
た
が
、
上
野
は
こ
ち
ら
に
気

付
く
素
振
り
も
な
く
、
相
変
わ
ら
ず
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
辞
書
を
引
い
て
い
た
。

わ
た
し
は
先
ほ
ど
の
上
野
の
言
葉
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
上
野
の
母
親
に
は
、
何

度
か
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
概
は
彼
の
家
に
い
る
時
で
、
二
人
で
遊
ん
で
い
る
と

夕
方
ご
ろ
に
ど
こ
か
ら
か
帰
っ
て
き
て
、
二
言
三
言
挨
拶
を
交
わ
し
た
。
い
つ
も
黒
い

髪
を
後
ろ
に
束
ね
、
忙
し
そ
う
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
印
象
に
残
っ
て
い

る
の
は
、
彼
女
が
書
斎
に
居
た
姿
だ
っ
た
。
ト
イ
レ
を
借
り
た
帰
り
の
廊
下
で
、
い
つ

も
は
閉
じ
て
い
る
部
屋
の
ド
ア
が
開
い
て
い
る
の
に
わ
た
し
は
気
が
付
い
た
。
人
の
気

配
が
し
た
の
で
、
わ
た
し
は
気
に
な
っ
て
覗のぞ
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
上
野
の
母
親
が
い

た
。
書
棚
に
囲
ま
れ
た
机
に
大
き
な
本
を
何
冊
か
広
げ
な
が
ら
、
は
っ
と
す
る
ほ
ど
冷

た
い
横
顔
で
座
っ
て
い
た
。
調
べ
ご
と
か
、
考
え
事
を
し
て
い
る
風
だ
っ
た
。⑵
二
重
の

目
は
い
つ
も
以
上
に
大
き
く
開
か
れ
、
遠
い
場
所
を
追
っ
て
い
た
。
ま
る
で
目
の
前
の

本
で
は
な
く
、
そ
の
向
こ
う
側
に
い
る
誰
か
を
見
つ
め
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

上
野
の
母
の
白
い
手
が
頁
を
め
く
っ
た
音
で
わ
た
し
は
我
に
返
り
、
見
て
は
な
ら
な

い
も
の
を
見
た
気
が
し
て
黙
っ
て
そ
の
場
を
後
に
し
た
。
自
分
は
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
動
揺

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
大
の
大
人
が
勉
強
を
し
て
い
る
姿
を
見
た
の
が
初

め
て
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
自
宅
に
帰
っ
て
か
ら
、
わ
た
し
は
自
分
の
親
に
上

野
の
家
で
見
た
こ
と
を
率
直
に
告
げ
た
。
母
親
か
ら
は
、
上
野
の
母
は
「
ガ
ク
シ
ャ
」

だ
か
ら
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

わ
た
し
に
は
「
ガ
ク
シ
ャ
」
も
「
ダ
イ
ガ
ク
」
も
「
母
さ
ん
が
く
れ
た
ん
だ
」
と
い

う
言
葉
も
、
そ
し
て
辞
書
を
め
く
る
音
の
意
味
も
う
ま
く
咀そ
嚼しゃくで
き
な
い
ま
ま
授
業

は
終おわ
り
を
告
げ
た
。
自
分
の
失
言
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
上
野
と
の
間
に
い
っ
そ
う
の
隔

た
り
を
感
じ
、
わ
た
し
は
そ
れ
っ
き
り
上
野
と
会
話
を
交
わ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。

秋
の
新
人
戦
に
向
け
て
多
忙
な
時
期
で
も
あ
り
、
友
人
達たち
と
大
声
で
笑
い
合
う
う
ち

に
、
わ
た
し
は
辞
書
の
こ
と
を
忘
れ
、
国
語
の
授
業
中
に
聞
こ
え
る
紙
の
音
も
次
第
に

気
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
わ
た
し
の
未
使
用
の
辞
書
は
教
室
の
後
ろ
の
ロ
ッ
カ
ー
に
入

れ
ら
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
た
。

し
ば
ら
く
後
の
美
術
の
授
業
で
の
こ
と
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
試
合
で
使
う
予
定
の
ス

パ
イ
ク
シ
ュ
ー
ズ
の
絵
を
描
い
て
い
た
。
思
い
入
れ
の
あ
る
持
ち
物
を
題
材
に
選
ぶ
よ

う
に
言
わ
れ
、
わ
た
し
は
迷
わ
ず
卸
し
立
て
の
ス
パ
イ
ク
を
選
ん
だ
。
青
い
ラ
イ
ン
の

入
っ
た
ス
パ
イ
ク
の
靴
底
か
ら
は

本
の
釘くぎ
が
鋭
く
光
っ
て
い
た
。

ふ
と
筆
を
休
め
た
時
に
、
斜
め
向
か
い
の
班
に
上
野
が
い
る
の
が
目
に
入
っ
た
。
わ

た
し
の
胸
に
思
い
出
し
た
く
な
い
も
の
が
ぶ
り
返
し
て
き
た
。
彼
の
前
に
、
あ
の
辞
書

が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
改
め
て
見
る
と
、
く
す
ん
だ
白
い
表
紙
は
辞
書
そ
の
も
の
か
ら
ほ

と
ん
ど
取
れ
か
け
て
い
る
。
あ
ん
な
み
す
ぼ
ら
し
い
辞
書
で
は
不ぶ
恰かっ
好こう
な
絵
に
な
る
に

違
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
題
材
に
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
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途
端
、
お
そ
ろ
し
く
身
勝
手
で
愚
か
な
邪
推
が
、
つ
ま
り
、
わ
た
し
へ
の
当
て
つ
け

で
あ
の
辞
書
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
わ
た
し
の
頭
に

浮
か
ん
だ
。
そ
う
思
っ
た
瞬
間
に
上
野
が
顔
を
上
げ
、
ま
た
視
線
が
交
錯
し
そ
う
に

な
っ
た
。⑶
わ
た
し
は
す
ぐ
に
目
を
伏
せ
、
絵
の
具
を
混
ぜ
る
振
り
を
し
て
や
り
過
ご

し
た
。
出で
鱈たら
目め
に
色
を
混
ぜ
な
が
ら
、
上
野
が
辞
書
を
引
っ
込
め
て
、
別
の
物
を
題

材
に
選
ん
で
く
れ
た
ら
い
い
の
に
と
願
っ
た
が
、
上
野
は
辞
書
の
絵
を
描
き
続
け
た
。

陸
上
部
の
秋
季
大
会
は
惨さん
憺たん
た
る
結
果
で
、
自
己
ベ
ス
ト
に
す
ら
遠
く
及
ば
ず
、
慣

れ
な
い
靴
の
た
め
に
足
首
を
捻ひね
っ
て
最
後
の
跳
躍
も
叶かな
わ
な
か
っ
た
。
学
校
行
事
も
遠

足
に
期
末
試
験
と
慌
た
だ
し
く
続
き
、
あ
っ
と
い
う
間
に
冬
休
み
が
訪
れ
た
。
一
年
前

は
暇
さ
え
あ
れ
ば
上
野
の
家
の
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
鳴
ら
し
に
行
っ
た
が
、
年
末
年
始
は

部
活
も
さ
ほ
ど
な
く
、
わ
た
し
は
所
在
な
く
冬
休
み
を
過
ご
し
た
。

年
が
明
け
、
一
年
生
最
後
の
学
期
が
始
ま
っ
た
。
美
術
の
時
間
で
は
、
二
学
期
に
描

い
た
絵
が
返
却
さ
れ
た
。
わ
た
し
の
ス
パ
イ
ク
は
べ
た
っ
と
し
た
単
調
な
絵
で
、
ど
う

見
て
も
そ
れ
は
地
上
か
ら
跳
び
上
が
る
た
め
の
道
具
に
見
え
な
か
っ
た
。
秋
季
大
会
の

こ
と
も
思
い
出
さ
れ
、
わ
た
し
は
す
ぐ
さ
ま
絵
を
作
業
台
の
下
に
隠
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
ま
ま
美
術
室
に
絵
を
忘
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
誰
か
に
見
ら
れ
る
と
恥
ず
か
し
い

の
で
、
放
課
後
に
部
活
に
行
く
振
り
を
し
て
こ
っ
そ
り
と
取
り
に
行
っ
た
。

美
術
室
は
閉
ま
っ
て
い
た
。
隣
の
準
備
室
に
も
先
生
は
お
ら
ず
、
わ
た
し
は
し
ば
ら
く
廊

下
を
う
ろ
つ
き
、
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
を
眺
め
た
。
廊
下
に
は
出
来
の
良
か
っ
た
作
品
が

幾
つ
か
数じゅ
珠ず
繋つな
ぎ
に
吊つ
る
さ
れ
て
い
た
。
ど
の
絵
も
わ
た
し
の
よ
り
上
手
く
描
け
て
い
た
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
わ
た
し
と
関
わ
り
合
い
の
あ
る
も
の
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

職
員
室
に
先
生
を
探
し
に
行
こ
う
か
と
考
え
、
絵
の
前
を
引
き
返
し
て
い
る
と
、
そ

の
中
の
一
枚
が
目
に
留とま
っ
た
。
上
野
の
絵
だ
っ
た
。
一
番
隅
に
あ
っ
た
の
で
見
逃
し
て

い
た
の
だ
。
わ
た
し
は
足
を
停と
め
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
あ
の
辞
書
を
見
た
。
辞
書
は
本

物
そ
の
も
の
の
様
に
汚
れ
が
目
立
ち
、
日
に
焼
け
て
く
す
ん
で
い
た
。
絵
に
鼻
を
近
づ

け
た
ら
、
古
び
た
紙
の
匂
い
ま
で
漂
っ
て
き
そ
う
だ
っ
た
。
開
か
れ
た
辞
書
を
ぼ
ん
や

り
と
し
た
光
の
帯
が
包
み
こ
ん
で
い
た
。

忘
れ
て
い
た
嫌
な
感
情
が
よ
み
が
え
っ
て
き
そ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
わ
た
し
は

奇
妙
に
そ
の
絵
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
よ
く
よ
く
見
る
と
、
辞
書
の
く
す
み
や

汚
れ
は
、
出
鱈
目
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
る
で
雪
原

の
足
跡
の
よ
う
な
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
辞
書
に
つ
い
た
人
の
指
紋
の
形
を
成
し
て
い

た
。
指
跡
は
見
開
き
の
頁
ば
か
り
で
な
く
、
辞
書
の
側
面
に
も
び
っ
し
り
と
描
か
れ

て
い
た
。
わ
た
し
は
上
野
の
手
と
彼
の
母
親
の
姿
を
思
い
出
し
た
。⑷
上
野
が
何な
故ぜ
あ

れ
ほ
ど
熱
心
に
辞
書
を
見
て
い
た
の
か
分
か
っ
た
気
が
し
た
。

す
る
と
、
辞
書
の
周
り
に
あ
っ
た
、
単
な
る
光
の
筋
だ
と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
辞
書

へ
伸
び
る
指
で
あ
り
腕
で
、
一
冊
の
書
物
へ
向
か
っ
て
何
度
も
伸
ば
さ
れ
た
も
の
の
残

像
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
細
く
白
い
幾
つ
も
の
手
が
辞
書
を
目
指
し
、
あ
る
い

は
そ
の
遥はる
か
向
こ
う
側
へ
向
か
っ
て
伸
ば
さ
れ
、
互
い
を
支
え
合
う
よ
う
に
し
て
幾
重

も
の
層
を
成
し
て
い
た
。

唐
突
に
、
わ
た
し
の
な
か
の
靄もや
が
晴
れ
て
い
っ
た
。
上
野
の
母
親
の
視
線
の
ゆ
く
え

も
理
解
で
き
る
気
が
し
た
。
彼
女
の
姿
に
上
野
が
重
な
っ
て
ゆ
き
、
わ
た
し
は
受
け
継

が
れ
て
い
く
人
の
営
み
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
思
う
と
、
わ
た
し
の

目
に
は
辞
書
に
書
か
れ
て
い
る
字
す
ら
も
人
々
の
指
跡
で
出
来
て
い
る
よ
う
に
映
っ

た
。⑸
そ
れ
に
指
を
重
ね
る
よ
う
に
、
そ
っ
と
わ
た
し
は
手
を
伸
ば
し
て
い
た
…
…
。

（
澤
西
祐
典
「
辞
書
に
描
か
れ
た
も
の
」
に
よ
る
）

〔
注
〕

衒てら
い

ひ
け
ら
か
す
こ
と
。
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〔
問
１
〕
⑴

わ
た
し
は
ろ
く
に
返
事
も
で
き
ず
、
ち
ょ
う
ど
先
生
が
教
室
へ
入
っ
て
き
た

の
を
良
い
事
に
、
上
野
に
背
を
向
け
た
。
と
あ
る
が
、「
わ
た
し
」
が
「
ろ
く
に

返
事
も
で
き
ず
、
ち
ょ
う
ど
先
生
が
教
室
へ
入
っ
て
き
た
の
を
良
い
事
に
、
上

野
に
背
を
向
け
た
」
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

淡
々
と
し
た
口
調
で
あ
っ
た
が
、
今
ま
で
に
な
い
ほ
ど
強
い
ま
な
ざ
し
で
上
野

が
見
つ
め
て
く
る
の
で
、
何
を
言
っ
て
も
許
し
て
も
ら
え
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

イ

温
和
な
言
葉
で
話
す
上
野
に
比
べ
、
自
分
は
あ
ま
り
に
ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
て

し
ま
っ
た
と
気
付
き
、
謝
り
た
い
と
思
い
つ
つ
も
決
心
が
つ
か
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ

上
野
に
無
視
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
思
わ
ず
心
無
い
言
葉
を
発
し
た
が
、
打
ち

解
け
た
話
し
方
に
驚
き
、
何
と
答
え
て
よ
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
。

エ

自
分
に
は
理
解
で
き
な
い
話
題
に
つ
い
て
、
遠
慮
も
気
遣
い
も
な
い
言
い
方
で

話
し
て
く
る
上
野
の
態
度
を
不
審
に
思
い
、
何
も
言
え
な
く
な
っ
た
か
ら
。

〔
問
２
〕
⑵

二
重
の
目
は
い
つ
も
以
上
に
大
き
く
開
か
れ
、
遠
い
場
所
を
追
っ
て
い
た
。

ま
る
で
目
の
前
の
本
で
は
な
く
、
そ
の
向
こ
う
側
に
い
る
誰
か
を
見
つ
め
て
い

る
よ
う
だ
っ
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

た
く
さ
ん
の
本
を
読
も
う
と
意
気
込
む
上
野
の
母
の
様
子
を
、
生
き
生
き
と
表

現
す
る
と
と
も
に
、
た
と
え
を
用
い
る
こ
と
で
躍
動
的
に
表
現
し
て
い
る
。

イ

本
を
読
ん
で
思
索
に
ふ
け
る
上
野
の
母
の
様
子
を
、
豊
か
な
感
覚
で
捉
え
て
表

現
す
る
と
と
も
に
、
た
と
え
を
用
い
る
こ
と
で
印
象
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ウ

昔
会
っ
た
人
を
本
で
調
べ
る
上
野
の
母
の
様
子
を
、
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
表

現
す
る
と
と
も
に
、
た
と
え
を
用
い
る
こ
と
で
説
明
的
に
表
現
し
て
い
る
。

エ

息
子
の
友
人
を
無
視
し
て
本
を
読
む
上
野
の
母
の
様
子
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
表

現
す
る
と
と
も
に
、
た
と
え
を
用
い
る
こ
と
で
写
実
的
に
表
現
し
て
い
る
。

〔
問
３
〕
⑶

わ
た
し
は
す
ぐ
に
目
を
伏
せ
、
絵
の
具
を
混
ぜ
る
振
り
を
し
て
や
り
過
ご

し
た
。
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
わ
た
し
」
の
様
子
と
し

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

上
野
は
辞
書
を
け
な
し
た
自
分
を
今
で
も
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
気
付
い
て
、

目
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
、
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
様
子
。

イ

絵
の
題
材
と
し
て
辞
書
を
選
ば
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
自
分
の
勝
手
な
願
い

が
、
上
野
に
気
付
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
動
転
し
、
う
ろ
た
え
て
い
る
様
子
。

ウ

先
日
の
失
言
を
思
い
出
し
て
嫌
な
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
、
今
日
は
上
野
に
何

も
言
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
い
、
絵
を
描
く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
様
子
。

エ

辞
書
を
描
く
の
は
自
分
を
非
難
す
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
上
野
に

悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
と
っ
さ
に
下
を
向
き
、
平
静
を
よ
そ
お
っ
て
い
る
様
子
。

〔
問
４
〕
⑷

上
野
が
何な
故ぜ
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
辞
書
を
見
て
い
た
の
か
分
か
っ
た
気
が

し
た
。
と
あ
る
が
、「
わ
た
し
」
が
「
上
野
が
何
故
あ
れ
ほ
ど
熱
心
に
辞
書

を
見
て
い
た
の
か
分
か
っ
た
気
が
し
た
」
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

丹
念
に
描
か
れ
た
指
跡
を
見
て
、
真
摯
に
学
ぶ
母
の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
、
書
斎
で
の
母
の
様
子
と
辞
書
を
読
む
上
野
の
様
子
が
結
び
付
い
た
か
ら
。

イ

無
数
の
指
跡
は
、
努
力
し
て
学
ん
だ
母
の
姿
に
あ
こ
が
れ
て
描
い
た
も
の
だ
と

気
付
き
、
母
の
引
き
方
を
ま
ね
て
上
野
は
頁
を
め
く
っ
て
い
る
と
確
信
し
た
か
ら
。

ウ

絵
に
描
か
れ
た
指
跡
を
見
て
い
る
と
、
頁
を
め
く
る
母
の
手
の
動
き
が
想
像
で

き
、
そ
の
動
き
は
辞
書
を
読
む
上
野
の
手
の
動
き
と
同
じ
だ
と
気
が
付
い
た
か
ら
。

エ

上
野
が
描
い
た
絵
を
丁
寧
に
見
る
こ
と
で
、
辞
書
に
つ
い
た
く
す
み
や
汚
れ
が
、

実
は
母
が
何
度
も
引
い
た
と
き
に
つ
い
た
指
跡
だ
っ
た
の
だ
と
分
か
っ
た
か
ら
。

― 4 ―



〔
問
５
〕
⑸

そ
れ
に
指
を
重
ね
る
よ
う
に
、
そ
っ
と
わ
た
し
は
手
を
伸
ば
し
て
い
た

…
…
。
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
わ
た
し
」
の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

辞
書
の
文
字
を
読
む
こ
と
で
知
識
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
過
去
か
ら
脈
々
と

人
間
が
続
け
て
き
た
営
み
を
、
母
か
ら
受
け
継
い
だ
辞
書
を
描
く
こ
と
で
、
自
分

に
教
え
よ
う
と
し
た
上
野
に
対
し
て
感
謝
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

イ

先
人
の
知
識
が
凝
縮
し
て
い
る
文
字
を
学
ん
で
後
世
に
伝
え
る
と
い
う
人
間
が

続
け
て
き
た
営
み
を
、
上
野
は
学
者
に
な
る
こ
と
で
母
か
ら
受
け
継
ご
う
と
し
て

い
る
の
だ
と
分
か
り
、
自
分
も
負
け
ず
に
勉
強
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

ウ

過
去
の
人
々
が
文
字
で
残
し
た
知
識
に
つ
い
て
学
ぶ
と
い
う
人
間
が
続
け
て
き

た
営
み
を
、
上
野
が
受
け
継
ご
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
ず
に
、
母
か
ら
も

ら
っ
た
大
切
な
辞
書
を
汚
い
と
言
っ
た
こ
と
を
謝
り
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

エ

昔
の
人
々
が
伝
え
よ
う
と
し
た
知
識
を
文
字
に
よ
っ
て
学
ぶ
と
い
う
人
間
が
続

け
て
き
た
営
み
を
、
母
と
同
じ
よ
う
に
上
野
が
受
け
継
ご
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

感
じ
、
自
分
も
そ
の
営
み
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
と
思
う
気
持
ち
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

私
が
何
ご
と
か
を
な
す
と
き
、
私
は
意
志
を
も
っ
て
自
分
で
そ
の
行
為
を
遂
行
し
て

い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
ま
た
人
が
何
ご
と
か
を
な
す
の
を
見
る
と
、
私
は
そ
の
人
が
意

志
を
も
っ
て
自
分
で
そ
の
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。⑴
し
か
し
、「
自
分

で
」
が
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
決
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
し
、「
意

志
」
を
行
為
の
源
泉
と
考
え
る
の
も
難
し
い
。（
第
一
段
）

こ
の
こ
と
は
心
の
中
で
起
こ
る
こ
と
を
例
に
す
る
と
よ
り
分
か
り
や
す
く
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、「
想おも
い
に
耽ふけ
る
」
と
い
っ
た
事
態
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
私

が
想
い
に
耽
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
想
い
に
耽
る
の
は
確
か
に
私
だ
。
だ
が
、
想
い
に
耽

る
と
い
う
プ

＊

ロ
セ
ス
が
ス
タ
ー
ト
す
る
そ
の
最
初
に
私
の
意
志
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

私
は
「
想
い
に
耽
る
ぞ
」
と
思
っ
て
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
ら
か
の
条
件
が
満

た
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
想
い
に
耽

る
と
き
、
私
は
心
の
中
で
様
々
な
想
念
が
自
動
的
に
展
開
し
た
り
、
過
去
の
場
面
が
回

想
と
し
て
現
れ
出
た
り
す
る
の
を
感
じ
る
が
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
私
の
思
い
通
り
に
は

な
ら
な
い
。
意
志
は
想
い
に
耽
る
プ
ロ
セ
ス
を
操
作
し
て
い
な
い
。（
第
二
段
）

心
の
中
で
起
こ
る
こ
と
が
直
接
に
他
者
と
関
係
す
る
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
事

態
は
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
な
る
。
謝
罪
を
求
め
ら
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。

私
が
何
ら
か
の
過あやまち
を
犯
し
、
相
手
を
傷
つ
け
た
り
、
周
り
に
損
害
を
及
ぼ
し
た
り

し
た
た
め
に
、
他
者
が
謝
罪
を
求
め
る
。
そ
の
場
合
、
私
が
「
自
分
の
過
ち
を
反
省

し
て
、
相
手
に
謝
る
ぞ
」
と
意

＊

志
し
た
だ
け
で
は
ダ
メ
で
あ
る
。
心
の
中
に
「
私
が

悪
か
っ
た
…
…
」
と
い
う
気
持
ち
が
現
れ
て
こ
な
け
れ
ば
、
他
者
の
要
求
に
応
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
気
持
ち
が
現
れ
る
た
め
に
は
、
心
の
中
で
諸もろも々ろ
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の
想
念
を
め
ぐ
る
実
に
様
々
な
条
件
が
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。（
第
三
段
）

逆
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
相
手
に
謝
罪
を
求
め
た
と
き
、
そ
の

相
手
が
ど
れ
だ
け
「
私
が
悪
か
っ
た
」「
す
み
ま
せ
ん
」「
謝
り
ま
す
」「
反
省
し
て
い

ま
す
」
と
述
べ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
相
手
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
謝
罪
す
る
気

持
ち
が
相
手
の
心
の
中
に
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
謝
罪
と
し
て
受
け
入
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
気
持
ち
の
現
れ
を
感
じ
た
と
き
、
私
は
自
分
の
中
に

許
そ
う
」
と
い
う
気
持
ち
の
現
れ
を
感
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
相
手
の
心
を
覗のぞ
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
相
手
が
偽
っ
た
り
、
そ
れ
に
だま

さ
れ
た
り
と
い
っ
た
こ

と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
謝
罪
が

求
め
ら
れ
た
と
き
、
実
際
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確

か
に
私
は
「
謝
り
ま
す
」
と
言
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
私
が
謝
る
の
で
は
な
い
。

私
の
中
に
、
私
の
心
の
中
に
、
謝
る
気
持
ち
が
現
れ
る
こ
と
こ
そ
が
本
質
的
な
の
で

あ
る
。（
第
四
段
）

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、「
私
が
何
ご
と
か
を
な
す
」
と
い
う
文
は
意
外
に
も
複

雑
な
も
の
に
思
え
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、「
私
が
何
ご
と
か
を
な
す
」
と
い
う
仕
方
で

指
し
示
さ
れ
る
事
態
や
行
為
で
あ
っ
て
も
、
細
か
く
検
討
し
て
み
る
と
、
私
が
そ
れ
を

自
分
で
意
志
を
も
っ
て
遂
行
し
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
第
五
段
）

謝
る
と
い
う
の
は
、
私
の
心
の
中
に
謝
罪
の
気
持
ち
が
現
れ
出
る
こ
と
で
あ
ろ
う

し
、
想
い
に
耽
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
私
の
頭
の
中
で
進
行
し

て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
事
態
や
行
為

を
、「
私
が
何
ご
と
か
を
な
す
」
と
い
う
仕
方
で
表
現
す
る
。
と
い
う
か
、
そ
う
表
現

せ
ざ
る
を
え
な
い
。（
第
六
段
）

私
が
何
ご
と
か
を
な
す
」
と
い
う
文
は
、「
能
動
」
と
形
容
さ
れ
る
形
式
の
も
と

に
あ
る
。
た
っ
た
今
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
の
は
、
能
動
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
事

態
や
行
為
が
、
実
際
に
は
、
能
動
性
の
カ

＊

テ
ゴ
リ
ー
に
収
ま
り
き
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
能
動
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
事
態
や
行
為
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
能

動
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。「
私
が
謝
罪
す
る
」
こ
と
が
要
求

さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
実
際
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
が
謝
罪
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
私
の
中
に
謝
罪
の
気
持
ち
が
現
れ
出
る
こ
と
な
の
だ
。（
第
七
段
）

能
動
と
は
呼
べ
な
い
状
態
の
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
「
受
動
」
と
呼
ぶ
。
受
動
と

は
、
文
字
通
り
、
受
け
身
に
な
っ
て
何
か
を
蒙こうむ
る
こ
と
で
あ
る
。
能
動
が
「
す
る
」

を
指
す
と
す
れ
ば
、
受
動
は
「
さ
れ
る
」
を
指
す
。
た
と
え
ば
「
何
ご
と
か
が
私
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
」
と
き
、
そ
の
「
何
ご
と
か
」
は
私
か
ら
作
用
を
受
け
る
。
な
ら

ば
、
能
動
の
形
式
で
は
説
明
で
き
な
い
事
態
や
行
為
は
、
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
対
を
な
す

受
動
の
形
式
に
よ
っ
て
説
明
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。（
第

段
）

確
か
に
、
謝
罪
す
る
こ
と
は
能
動
と
は
言
い
き
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を

受
動
で
表
現
す
る
こ
と
は
と
て
も
で
き
そ
う
に
な
い
。「
私
が
歩
く
」
を
「
私
が
歩
か

さ
れ
て
い
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
し
、
謝
罪
が
求
め
ら
れ
て
い
る

場
面
で
「
私
は
謝
罪
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
口
に
し
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か

は
わ
ざ
わ
ざ
言
う
ま
で
も
な
い
。（
第
九
段
）

能
動
と
受
動
の
区
別
は
、
全
て
の
行
為
を
「
す
る
」
か
「
さ
れ
る
」
か
に
配
分
す
る

こ
と
を
求
め
る
。
し
か
し
、
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
区
別
は
非
常
に
不
便
で
不

正
確
な
も
の
だ
。
能
動
の
形
式
が
表
現
す
る
事
態
や
行
為
は
能
動
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
う
ま
く
一
致
し
な
い
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
ら
を
受
動
の
形
式
で
表
現
で
き

る
わ
け
で
も
な
い
。（
第
十
段
）

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
区
別
を
使
っ
て
い
る
。
そ
し
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て
そ
れ
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
、
能
動
の

方
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ
う
。⑵
わ
れ
わ
れ
は
、「
私
が
何
ご
と
か
を
な
す
」
と
い
う
文

が
も
つ
曖
昧
さ
を
指
摘
し
た
。
た
と
え
ば
「
私
が
歩
く
」
が
指
し
示
し
て
い
る
事
態
と

は
、
実
際
に
は
、「
私
の
も
と
で
歩
行
が
実
現
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
だ
。（
第
十
一
段
）

で
は
、
こ
の
二
つ
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
が
ど
う
ず
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
私
が

歩
く
」
と
「
私
の
も
と
で
歩
行
が
実
現
さ
れ
て
い
る
」
の
決
定
的
な
違
い
は
何
だ
ろ

う
か
。「
私
が
歩
く
」
か
ら
「
私
の
も
と
で
歩
行
が
実
現
さ
れ
て
い
る
」
を
引
い
た
ら
、

何
が
残
る
だ
ろ
う
か
。（
第
十
二
段
）

能
動
の
形
式
は
、
意
志
の
存
在
を
強
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
。
こ
の
形
式
は
、
事
態
や

行
為
の
出
発
点
が
「
私
」
に
あ
り
、
ま
た
「
私
」
こ
そ
が
そ
の
原
動
力
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
。
そ
の
際
、「
私
」
の
中
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
が
意
志
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
私
が
歩
く
」
は
私
の
意
志
の
存
在
を
喚
起
す
る
。
し
か
し
、「
私
の
も
と
で
歩
行

が
実
現
さ
れ
て
い
る
」
は
そ
う
で
は
な
い
。（
第
十
三
段
）

意
志
と
は
実
に
身
近
な
概
念
で
あ
る
。
日
常
で
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ

れ
は
同
時
に
謎
め
い
た
概
念
で
も
あ
る
。
意
志
と
は
一
般
に
、
目
的
や
計
画
を
実
現

し
よ
う
と
す
る
精
神
の
働
き
を
指
す
。
意
志
は
実
現
に
向
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

何
ら
か
の
力
、
あ
る
い
は
原
動
力
で
あ
る
。
た
だ
し
、
力
な
い
し
原
動
力
と
は
い
っ

て
も
、
制
御
さ
れ
て
い
な
い
剥む
き
出
し
の
衝
動
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
意
志
は

目
的
や
計
画
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
意
志
は
意
識
と
結
び
つ
い

て
い
る
。
意
志
は
自
分
や
周
囲
の
様
々
な
条
件
を
意
識
し
な
が
ら
働
き
を
な
す
。
お

そ
ら
く
無
意
識
の
う
ち
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
意
志
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
と
は
見
な
さ

れ
な
い
。（
第
十
四
段
）

意
志
は
自
分
や
周
囲
を
意
識
し
つ
つ
働
き
を
な
す
力
の
こ
と
で
あ
る
。
意
志
は
そ

れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
様
々
な
情
報
を
も
と
に
、
そ
れ
ら
に
促
さ
れ
た
り
、
急せ
き
立
て

ら
れ
た
り
と
、
様
々
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
働
き
を
な
す
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ

と
に
、
意
志
は
様
々
な
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
て
意
識

さ
れ
た
事
柄
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る

人
物
の
意
志
に
よ
る
行
為
と
見
な
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
人
が
自
発
的
に
、
自
由
な
選

択
の
も
と
に
、
自
ら
で
な
し
た
と
言
わ
れ
る
行
為
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
誰
か
が

こ
れ
は
私
が
自
分
の
意
志
で
行
っ
た
こ
と
だ
」
と
主
張
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
発
言

が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
自
分
が
そ
の
行
為
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
様
々
な
情
報
を
意
識
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
は
独
立
し
て
判
断
が
下
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
第
十
五
段
）

意
志
は
物
事
を
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分
以
外
の
も
の

か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
志
は
そ
う
し
て
意
識
さ
れ
た
物

事
か
ら
は
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
自
発
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
第
十
六
段
）

⑶
意
志
は
自
分
以
外
の
も
の
に
接
続
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
切
断
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
実
は
曖
昧
な
概
念
を
、
し
ば

し
ば
事
態
や
行
為
の
出
発
点
に
置
き
、
そ
の
原
動
力
と
見
な
し
て
い
る
。（
第
十
七
段
）

（
國
分
功
一
郎
「
中
動
態
の
世
界
」
に
よ
る
）

〔
注
〕

プ
ロ
セ
ス

過
程
。

意
志
す
る

物
事
を
深
く
考
え
、
積
極
的
に
実
行
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

カ
テ
ゴ
リ
ー

範
囲
。
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〔
問
１
〕
⑴

し
か
し
、「
自
分
で
」
が
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
決
定
す
る
の

は
容
易
で
は
な
い
し
、「
意
志
」
を
行
為
の
源
泉
と
考
え
る
の
も
難
し
い
。
と

あ
る
が
、「『
自
分
で
』
が
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
決
定
す
る
の
は

容
易
で
は
な
い
」
と
筆
者
が
述
べ
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適

切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

他
者
と
関
わ
る
行
為
で
は
、
相
手
に
心
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し

て
行
動
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
、
自
分
の
意
志
は
後
回
し
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
。

イ

自
分
の
意
志
で
行
っ
て
い
る
と
感
じ
る
行
為
の
中
に
は
、
心
の
中
で
起
こ
る
こ

と
の
よ
う
に
、
自
分
の
思
い
通
り
に
操
作
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
。

ウ

心
の
中
で
起
こ
る
行
為
は
、
意
志
で
は
な
く
特
定
の
条
件
が
起
因
と
な
る
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
自
分
で
そ
の
条
件
を
整
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
。

エ

意
志
に
よ
る
行
為
で
は
、
自
分
の
思
考
を
統
制
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
が
、
様
々

な
想
い
が
心
の
中
で
巡
ら
な
い
よ
う
集
中
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
た
か
ら
。

〔
問
２
〕
⑵

わ
れ
わ
れ
は
、「
私
が
何
ご
と
か
を
な
す
」
と
い
う
文
が
も
つ
曖
昧
さ
を
指

摘
し
た
。
と
あ
る
が
、「『
私
が
何
ご
と
か
を
な
す
』
と
い
う
文
が
も
つ
曖
昧
さ
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

能
動
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
行
為
の
中
に
は
受
動
の
行
為
も
含
ま
れ
て
お
り
、

表
現
か
ら
能
動
と
受
動
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
便
で
不
正
確
だ
と
い
う
こ
と
。

イ

謝
罪
の
よ
う
に
能
動
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
事
態
や
行
為
を
受
動
の
形
式
で
表

す
と
、
行
為
の
意
味
が
変
化
し
て
正
確
な
表
現
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

私
」
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
動
の
形
式
で
は
、
誰
か
ら
の
作
用
を
受

け
て
の
行
為
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

エ

能
動
の
形
式
で
表
現
さ
れ
る
事
態
や
行
為
で
あ
っ
て
も
、
自
分
で
意
志
を
も
っ

て
行
う
と
い
う
能
動
の
概
念
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
３
〕

こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
十
二
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
能
動
の
形
式
の
特
徴
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
反
対
す
る

立
場
か
ら
、
別
の
見
解
を
示
す
こ
と
で
話
題
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。

イ

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
能
動
と
受
動
の
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
の
体
験
を
基

に
、
根
拠
と
な
る
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
自
説
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
い
る
。

ウ

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
能
動
の
形
式
の
課
題
に
つ
い
て
、
具
体
例
に
分
析
を

加
え
、
改
め
て
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
で
論
の
展
開
を
図
っ
て
い
る
。

エ

そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
能
動
の
形
式
の
効
果
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
点
を
示

し
、
詳
し
い
説
明
を
加
え
る
こ
と
で
論
を
分
か
り
や
す
く
し
て
い
る
。

〔
問
４
〕
⑶

意
志
は
自
分
以
外
の
も
の
に
接
続
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
切

断
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ

た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

意
志
は
、
自
分
自
身
や
身
の
回
り
の
様
々
な
条
件
な
ど
多
く
の
情
報
か
ら
影
響

を
受
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
意
志
に
よ
る
行
為
は
、
主
体
的
な
判
断
に
よ
っ

て
自
ら
行
う
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
。

イ

意
志
は
、
目
的
や
計
画
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
精
神
の
働
き
で
あ
る
た
め
、
周

囲
の
影
響
を
受
け
て
当
初
の
目
的
が
変
化
し
た
と
し
て
も
、
計
画
を
実
現
す
る
こ

と
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
。

ウ

意
志
は
、
行
為
の
原
動
力
で
あ
り
、
事
態
や
行
為
の
起
点
が
自
分
自
身
に
あ
る

こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
反
面
、
自
分
の
意
識
か
ら
も
制
約
を
受
け
る
こ
と
の
な

い
自
由
な
心
の
働
き
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
。

エ

意
志
は
、
意
識
と
結
び
つ
い
て
目
的
や
計
画
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報

を
選
択
し
よ
う
と
す
る
自
発
的
な
力
で
あ
る
が
、
よ
り
よ
い
選
択
を
す
る
た
め
に

は
客
観
的
な
判
断
力
も
必
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
。
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〔
問
５
〕

国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
自
分
の
意
志
を
も
つ
こ
と
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き

に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内

で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、
、
や

や
「

な
ど

も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

次
の
Ａ
及
び
Ｂ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
夏なつ
目め
漱そう
石せき
の
漢
詩
に
関
す
る
対
談
と
文
章
の

一
部
で
あ
り
、

内
の
文
章
は
、
Ｂ
の
漢
詩
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、

本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

Ａ

陳

明
治
の
こ
ろ
ま
で
は
漢
詩
を
つ
く
る
人
が
ず
い
ぶ
ん
い
た
わ
け
で
す
。
新
聞

に
は
漢
詩
の
欄
が
あ
り
ま
し
た
し
、
俳
句
と
か
短
歌
と
同
じ
よ
う
に
自
作
の
漢

詩
を
投
稿
す
る
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
新
聞
か
ら
漢
詩
欄
が
消
え
た
の
は
い
つ

で
し
た
か
ね

石
川

大
正
六
年
で
す
。

陳

日
本
人
は
ず
っ
と
漢
文
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
漢
文
が
正
本
で
、
仮

名
本
が
副
本
で
し
た
か
ら
、
い
つ
の
時
代
で
も
漢
字
が
先
で
し
た
。

最
初
の
日
本
の
記
録
で
あ
る
聖しょう
徳とく
太たい
子し
の
「
十
七
条
の
憲
法
」
も
漢
文
で
す
。

『
土
佐
日
記
』
に
「
男
も
す
な
る
日に
記き
と
い
う
も
の
を
女
も
し
て
み
む
と
て
」

と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
男
は
日
記
を
漢
文
で
書
い
て
い
た
ん
で
す
ね
。

も
っ
と
も
、
紀きの
貫つら
之ゆき
は
男
だ
け
れ
ど
も
、
仮
名
文
字
で
書
く
か
ら
に
は
〞
女
〝
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

返
り
点
を
打
つ
な
ど
し
て
日
本
人
は
相
当
に
苦
心
し
て
漢
文
を
使
お
う
と
し

た
わ
け
で
す
か
ら
、「
二
重
言
語
使
用
者
」
な
ん
で
す
ね
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ラ

テ
ン
語
を
や
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
だ
い
た
い
似
て
い
ま
す
が
、
日
本
と
中
国

は
別
の
言
葉
で
す
。ア
か
つ
て
日
本
人
は
、
ま
っ
た
く
違
う
言
葉
を
日
常
レ
ベ
ル

で
二
つ
持
っ
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
よ
ほ
ど
訓
練
が
行
き
届
い
て
い
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
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石
川

同
感
で
す
。
日
本
は
漢
字
を
も
ら
っ
た
の
で
、
日
本
の
文
化
と
中
国
の
文
化

は
近
い
と
思
う
人
が
多
い
け
れ
ど
も
、
実
際
は
異
質
の
文
化
と
い
え
ま
す
。⑴
日
本

の
古
典
と
漢
文
と
を
車
の
両
輪
の
よ
う
に
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
と
い
う
特
殊
性

が
あ
っ
た
。

陳
イ

も
し
日
本
が
漢
字
、
漢
文
を
取
り
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
近
代
化
は
あ
り
え
な

か
っ
た
と
思
う
ほ
ど
で
す
。

石
川

日
本
人
は
漢
字
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
高
い
文
化
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
、
江
戸
時
代
の
漢
詩
は
か
な
り
の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
由
自
在
に

つ
く
っ
て
、
し
か
も
な
お
か
つ
日
本
の
美
意
識
が
出
て
い
ま
す
か
ら
ね
。

な
ぜ
、
あ
れ
ほ
ど
高
く
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
徳
川
幕
府
が
文
治
政
策
を
強
力

に
推
し
進
め
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
武
士
の
世
界
だ
け
れ
ど
も
文
治
を
重
要
視

し
た
。
そ
の
結
果
、
裾
野
が
ワ
ー
ッ
と
広
が
っ
て
山
が
高
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
民
間
に
は
寺
子
屋
や
塾
が
た
く
さ
ん
で
き
ま
し
た
し
、
各
藩
に
は
藩

校
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
心
が
湯
島
聖
堂
で
す
ね
。

⑵
陳

各
藩
も
文
治
政
策
を
取
ら
な
い
と
に
ら
ま
れ
ま
し
た
か
ら
ね
。
あ
ま
り
剣
道
ば
か

り
や
っ
て
い
る
と
謀む
反ほん
で
も
起
こ
す
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
怪
し
ま
れ
た
。
特
に
加か

＊

賀が

百
万
石
な
ん
か
そ
う
で
す
け
ど
、
茶
道
な
ど
も
含
め
て
文
化
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

石
川

江
戸
期
に
高
い
水
準
に
あ
っ
た
た
め
に
、
明
治
期
も
か
な
り
盛
ん
に
漢
詩
は

つ
く
ら
れ
ま
し
た
ね
。ウ
む
し
ろ
江
戸
よ
り
盛
ん
な
面
も
あ
っ
た
。

陳

漱
石
は
、
正まさ
岡おか
子し
規き
を
読
者
と
想
定
し
て
漢
詩
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、

漱
石
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
て
い
る
と
き
に
子
規
は
死
ぬ
ん
で
す
が
、
そ
う
す
る

と
、
そ
れ
以
降
の
十
年
間
は
つ
く
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

石
川

子
規
と
は
東

＊

大
の
予
備
門
時
代
に
知
り
合
い
、
か
な
り
影
響
を
受
け
ま
す
。

と
こ
ろ
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
て
中
断
し
ま
す
が
、
帰
国
後
に
吐
血
し
、
健
康
を

取
り
戻
し
て
か
ら
た
く
さ
ん
の
漢
詩
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

陳

小
説
『
明めい
暗あん
』
を
書
く
と
き
に
、
小
説
を
書
く
と
っ
か
か
り
を
つ
か
も
う
と
し

て
漢
詩
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
自
分
の
内
面
を
自
分
で
見
つ
め
る
た
め

の
詩
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

石
川

『
明
暗
』
の
時
期
の
詩
は
七
言
律
詩
が
多
く
、
禅
味
を
帯
び
て
い
ま
す
が
、

表
現
は
練
ら
れ
て
い
て
実
に
深
い
。エ
あ
る
意
味
で
は
日
本
の
漢
詩
の
到
達
点
と
い

う
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
。
要
す
る
に
従
来
の
花
鳥
風
月
の
漢
詩
と
は
違
う
、
内

面
の
告
白
の
漢
詩
で
す
か
ら
ね
。
ま
た
、
漱
石
の
詩
を
み
て
い
る
と
、『＊

唐
詩
選
』

か
ら
ず
い
ぶ
ん
と
語
彙
や
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
ま
す
ね
。
あ
る
い
は
自
然
と

出
て
し
ま
う
ほ
ど
身
に
つ
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

（
陳
舜
臣
、
石
川
忠
久
「
漢
詩
は
人
生
の
教
科
書
」
に
よ
る
）

Ｂ

独
往
孤
来
俗
不
斉

独
往
孤
来

俗
と
斉ひと
し
か
ら
ず

山
居
悠
久
没
東
西

山
居
悠
久

東
西
没な
し

巌
頭
昼
静
桂
花
落

巌がん
頭とう

昼
静
か
に
し
て

桂けい
花か
落
ち

檻
外
月
明
澗
鳥
啼

檻らん
外がい

月
明
ら
か
に
し
て

澗かん
鳥ちょう啼な
く

道
到
無
心
天
自
合

道
は
心
無
き
に
到いた
り
て

天

自
ら
合
し

時
如
有
意
節
将
迷

時
に
如も
し
意
有
ら
ば

節

将まさ
に
迷
は
ん
と
す

空
山
寂
寂
人
閑
処

空
山
寂
々
と
し
て

人
閑
な
る
処ところ

幽
草

満
古
蹊

幽
草
せんせ々ん

と
し
て

古こ
蹊けい
に
満
つ
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⑶
こ
の
詩
は
大
正
五
年
九
月
三
日
の
作
で
、
当
時
小
説
『
明
暗
』
を
執
筆
中
の
漱
石

は
、
俗

＊

了
さ
れ
た
心こころ
持もち
を
洗
い
流
す
た
め
に
漢
詩
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
漱
石

に
と
っ
て
、
大
き
な
救
い
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難かた
く
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。私

は
世
間
と
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
孤
独
の
人
生
を
歩
ん
で
来
た
。
山
中
の

生
活
も
久
し
く
な
っ
て⑷
今
で
は
方
角
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
真
昼
静
か
な
岩
の
ほ

と
り
に
は
も
く
せ
い
の
花
が
こ
ぼ
れ
、
月
の
明
る
い
手
す
り
の
外
に
は
谷
川
の

鳥
が
夜
も
さ
え
ず
る
。
人
の
道
も
私
心
を
去
れ
ば
天
の
道
と
一
致
し
よ
う
。
時

間
に
も
し
私
意
が
あ
る
と
し
た
ら
、
季
節
も
混
乱
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の

ひ
っ
そ
り
し
た
山
中
の
、
閑

＊

適
な
暮くら
し
の
あ
た
り
に
は
、
名
も
知
れ
ぬ
草
が
生

い
茂
っ
て
、
古
い
小
み
ち
を
お
お
い
か
く
し
て
い
る
。

（
和
田
利
男
「
漱
石
の
漢
詩
」
に
よ
る
）

〔
注
〕

加か
賀が

江
戸
時
代
に
加
賀
国
（
石
川
県
）、
能の
登と
国
（
石
川
県
）、
越えっ
中ちゅう

国
（
富
山
県
）
を
領
有
し
た
藩
。

東
大
の
予
備
門

東
京
大
学
に
入
学
す
る
前
の
準
備
教
育
機
関
。

『
唐
詩
選
』

唐
代
の
漢
詩
選
集
。

俗
了

俗
っ
ぽ
い
気
分
に
な
る
こ
と
。

閑
適
な

心
静
か
に
安
ら
か
な
こ
と
。

〔
問
１
〕

文
中
の

を
付
け
た
ア
〜
エ
の
修
飾
語
の
う
ち
、
被
修
飾
語
と
の
関

係
が
他
と
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

〔
問
２
〕
⑴

日
本
の
古
典
と
漢
文
と
を
車
の
両
輪
の
よ
う
に
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
と
い

う
特
殊
性
が
あ
っ
た
。
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
日
本
の
古
典
と
漢
文
と

を
車
の
両
輪
の
よ
う
に
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
と
い
う
特
殊
性
」
に
つ
い
て
説

明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

日
本
人
は
、
日
本
語
と
異
な
る
規
則
で
書
き
表
す
漢
文
を
工
夫
す
る
こ
と
で
取

り
入
れ
、
仮
名
と
同
じ
よ
う
に
日
常
の
中
で
使
用
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

イ

日
本
人
は
、
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
漢
字
に
仮
名
の
特
徴
を
加
え
る
こ
と
で
、
日

本
と
中
国
の
美
を
併
せ
も
っ
た
新
た
な
字
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

日
本
人
は
、
近
代
化
を
進
め
る
た
め
に
大
陸
か
ら
漢
字
を
苦
心
し
て
導
入
し
、

目
的
や
場
面
に
応
じ
て
漢
字
と
仮
名
を
使
い
分
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

エ

日
本
人
は
、
明
治
時
代
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
漢
詩
を
好
み
、
自
作
の
漢
詩
を

新
聞
に
投
稿
す
る
な
ど
和
歌
や
俳
句
と
同
じ
よ
う
に
親
し
ん
だ
と
い
う
こ
と
。

〔
問
３
〕
⑵

陳
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア

特
に
文
化
面
に
力
を
入
れ
た
地
域
の
特
色
を
示
す
こ
と
で
文
治
政
策
の
理
解
に

役
立
つ
話
を
聞
き
出
そ
う
と
し
、
石
川
さ
ん
の
次
の
発
言
を
促
し
て
い
る
。

イ

直
前
の
石
川
さ
ん
の
発
言
に
対
し
て
賛
同
し
つ
つ
文
治
政
策
に
つ
い
て
補
足
す

る
と
と
も
に
、
別
の
具
体
例
を
示
す
こ
と
で
対
談
の
内
容
を
深
め
て
い
る
。

ウ

剣
道
よ
り
も
茶
道
な
ど
に
力
を
入
れ
て
い
た
加
賀
藩
の
取
り
組
み
を
示
す
こ
と

で
文
治
政
策
の
ね
ら
い
に
気
付
か
せ
、
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

エ

そ
れ
ま
で
の
自
分
の
発
言
を
踏
ま
え
て
幕
府
が
進
め
た
文
治
政
策
の
影
響
を
示

し
、
日
本
の
近
代
化
が
話
題
の
中
心
と
な
る
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
。
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〔
問
４
〕
⑶

こ
の
詩
は
大
正
五
年
九
月
三
日
の
作
で
、
と
あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
漱
石

の
漢
詩
に
つ
い
て
、
Ａ
の
対
談
で
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
。
次
の
う

ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

唐
の
時
代
の
漢
詩
だ
け
で
な
く
、
連
載
中
の
小
説
か
ら
漢
詩
を
書
く
た
め
の
語

句
や
発
想
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
多
く
の
七
言
律
詩
を
つ
く
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

イ

伝
統
的
な
漢
詩
の
題
材
で
あ
る
花
の
様
子
や
鳥
の
鳴
き
声
に
加
え
て
、
山
中
の

静
け
さ
や
草
木
の
茂
る
様
子
を
表
現
し
た
新
し
い
漢
詩
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ウ

自
然
の
美
し
さ
を
表
現
し
た
従
来
の
漢
詩
と
は
異
な
り
、
当
時
の
漱
石
の
漢
詩

は
心
の
内
を
表
現
し
て
い
て
日
本
の
漢
詩
の
傑
作
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

エ

健
康
面
に
対
す
る
不
安
を
取
り
除
く
た
め
に
漢
詩
の
創
作
に
打
ち
込
み
、
自
分

自
身
の
内
面
を
み
つ
め
る
こ
と
で
大
き
な
救
い
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

〔
問
５
〕
⑷

今
で
は
方
角
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
と
あ
る
が
、
Ｂ
の
漢
詩
に
お
い
て
「
今

で
は
方
角
さ
え
わ
か
ら
な
い
」
に
相
当
す
る
部
分
は
ど
こ
か
。
次
の
う
ち
か

ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア

俗
と
斉
し
か
ら
ず

イ

東
西
没
し

ウ

将
に
迷
は
ん
と
す

エ

人
閑
な
る
処
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