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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
六
巻

三
月
号

人
と
い
う
字

人
と
い
う
字
は

二
人
の
人
が

互
い
に
支
え
合
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る

で
も

現
代
人
は

左
側
の

支
え
ら
れ
る
方
に
は

な
り
た
が
っ
て
も

右
側
の

支
え
る
方
に
は

な
り
た
が
ら
な
い

ラ
ッ
パ
水
仙

道
端
の

ラ
ッ
パ
水
仙

た
だ
一
輪
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
十
五
）

―

―

『
老
子
』
解
説
（
十
四
）

今
月
号
は
第
五
十
八
章
を
取
り
上
げ
ま
す
。

（
第
五
十
八
章
）
禍
に
は
福
が
寄
り
添
っ
て
い
ま
す
。
福
に

は
禍
が
隠
れ
て
い
ま
す
。
誰
も
そ
れ
が
最
終
的
に
ど
う
な
っ

て
い
く
か
を
知
り
ま
せ
ん
。
人
が
迷
い
は
じ
め
た
の
は
、
も

ち
ろ
ん
、
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。

だ
か
ら
聖
人
は
、
自
ら
は
正
し
い
道
を
体
得
し
て
い
て
も

他
者
が
体
得
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
害
し
痛
め
つ
け
た
り

は
し
ま
せ
ん
。
自
ら
は
清
く
正
し
く
て
も
、
他
者
が
そ
う
で

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
刀
や
ま
さ
か
り
で
傷
つ
け
た
り
は
し

ま
せ
ん
。
自
ら
は
真
っ
直
ぐ
で
も
、
他
者
を
真
っ
直
ぐ
に
な

る
よ
う
、
思
い
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
自
ら
の

こ
こ
ろ
は
明
る
く
光
っ
て
い
る
の
に
、
他
者
に
対
し
て
照
り

輝
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

今
月
号
は
、
比
較
的
や
さ
し
い
と
思
い
ま
す
。
読
ん
で
頂
け
れ

ば
、
言
葉
と
し
て
は
大
体
は
お
分
か
り
頂
け
る
の
で
は
な
い
で
し

。

、

、

ょ
う
か

で
も

含
ま
れ
る
意
味
は
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で

少
し
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
出
だ
し
の
「
禍
（
わ
ざ
わ
い
）
に
は
福
（
ふ
く
）
が
寄

り
添
っ
て
い
ま
す
。
福
に
は
禍
が
隠
れ
て
い
ま
す

」
と
い
う
部

。

分
で
す
が
、
こ
の
文
を
読
ん
で
、
思
い
出
さ
れ
る
の
は
キ
リ
ス
ト

の
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
『
マ
タ
イ
の
福
音
書
』

の
５
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
心
の
貧
し
い
者
は
幸
い
で
す
。
天
の
御
国
は
そ
の
人
の
も
の

だ
か
ら
で
す
。
悲
し
む
者
は
幸
い
で
す
。
そ
の
人
は
慰
め
ら
れ
る

か
ら
で
す

」。

こ
の
他
に
も
、
続
い
て
、
い
ま
禍
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
人
は

幸
い
で
あ
る
、
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
も
、
先
月
号
の
「
釈
尊
の
こ
と
ば
」
の
八
頁
～
十
頁
で
、
い

ま
不
幸
だ
と
思
え
る
人
に
は
幸
せ
が
待
ち
受
け
て
お
り
、
逆
に
、

修
行
も
し
な
い
の
に
、
い
ま
幸
せ
だ
と
思
え
る
人
に
は
「
宿
業
」

が
、
そ
ん
な
傲
慢
な
人
を
こ
そ
、
不
幸
へ
飲
み
込
も
う
と
口
を
開

け
て
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。

こ
の
出
だ
し
の
文
に
続
く
「
誰
も
そ
れ
が
最
終
的
に
ど
う
な
っ

て
い
く
か
を
知
り
ま
せ
ん
。
人
が
迷
い
は
じ
め
た
の
は
、
も
ち
ろ

ん
、
今
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
す

」
と
い
う
部
分

。

で
す
が
、
初
め
の
文
は
各
個
人
が
体
験
す
る
禍
福
の
顛
末
（
て
ん
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ま
つ
）
が
、
ど
う
な
る
の
か
当
の
本
人
に
分
か
ら
な
い
だ
け
で
は

な
く
、
他
の
誰
に
も
分
か
ら
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。

続
く
「
人
が
迷
い
は
じ
め
た
の
は
、
い
ま
に
始
ま
っ
た
こ
と
で

は
な
い
」
と
い
う
文
で
す
が
、
こ
の
部
分
は
す
こ
し
分
か
り
に
く

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
「
第
五
十
八
章
」
全
体
を
理
解
す
る
上
で
、
こ
の
部
分
を

理
解
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
重
要
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
れ
は
、
禍
福
が
起
こ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
人
が
惑
う
の
は

な
ぜ
な
の
か
、
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
後
半
の
段
落
の
記

述
も
、
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

、

（

）

、

で
は

あ
る
出
来
事
が
禍

不
幸

で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
り

福
（
幸
福
）
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
何
故
な
の
で
し

ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
人
が
迷
う
の
は
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
人
間
が
相
対
的
（
相
待
的
）
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
仏
教
で
言
い
ま
す
と
、
あ
ら
ゆ
る

存
在
が
縁
起
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
も
何
度
も
書
い
て
来
た
と
思
い
ま
す
が
、
人
間
は
、
二
度
と

な
い
人
生
を
、
こ
の
自
分
が
、
い
ま
、
こ
こ
に
、
一
人
（
生
ま
れ

る
時
も
死
ぬ
と
き
も
一
人
）
で
生
き
て
い
る
と
言
え
ま
す
が
、
し

か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
自
分
だ
け
が
孤
立
し
て
生
き
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

相
対
的
（
あ
い
た
い
し
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
自

分
（
我
）
と
他
者
（
汝
）
と
が
、
お
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
誰
で
も
が

す
る
よ
う
に
、
自
分
に
執
ら
わ
れ
て
考
え
ま
す
と
、
他
者
は
自
分

へ
否
定
的
に
、
邪
魔
者
と
し
て
働
き
か
け
て
く
る
も
の
と
感
じ
ら

れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
し
か
し
、
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
自

分
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
て
考
え
ま
す
と
、
他
者
は
自
分
を
支
え

て
く
れ
て
い
る
援
助
者
と
し
て
あ
る
の
だ
、
と
感
じ
ら
れ
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
す
と
、
他
者
は
自

分
が
支
え
さ
せ
て
頂
く
、
あ
る
い
は
援
助
さ
せ
て
頂
く
有
り
難
い

存
在
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

人
間
は
、
こ
う
い
う
根
本
的
な
存
在
構
造
の
中
に
生
き
て
い
る

の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
や
や
も
す
る
と
現
代
人
の
よ
う
に
自
分

が
一
人
で
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
実
は
、

そ
う
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
人
間
は
外
界
へ
の
定
位
が
出
来
な
く
な

っ
て
不
安
定
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
外
界
の

出
来
事
が
自
分
の
存
在
を
お
び
や
か
す
も
の
と
し
て
迫
っ
て
来
る

の
で
す
。
そ
し
て
、
他
者
の
支
え
ば
か
り
、
あ
る
い
は
援
助
ば
か

り
が
欲
し
く
な
っ
て
来
ま
す
。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
世
は
相
対
の
世
界
で
す
の
で
、
お
互
い

に
依
存
し
あ
い
な
が
ら
存
在
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
相

対
な
も
の
ど
う
し
が
お
互
い
に
依
存
し
あ
い
、
定
位
し
あ
っ
て
い
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る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
依
存
や
定
位
は
と
て
も

不
安
定
に
な
り
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
相
対
な
も
の
は
、
時

間
的
な
存
在
だ
か
ら
で
す
。
生
滅
を
繰
り
返
し
、
移
り
変
わ
っ
て

い
る
の
で
す
。
諸
行
無
常
で
す
。
人
間
で
言
え
ば
、
生
ま
れ
た
り

死
ん
だ
り
し
ま
す
。
病
気
に
な
っ
た
り
、
年
老
い
た
り
し
ま
す
。

私
た
ち
は
お
互
い
に
、
そ
う
し
た
も
の
ど
う
し
で
依
存
し
あ
っ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
自
身
が
死
の
不
安
に
陥
っ
た
り
、

病
気
に
な
っ
た
り
、
年
老
い
た
り
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
が

依
存
し
た
り
心
理
的
に
定
位
し
て
い
る
人
が
、
死
ん
だ
り
病
気
に

、

。

、

な
っ
た
り

気
が
変
わ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す

そ
う
し
ま
す
と

定
位
の
対
象
を
失
っ
た
り
、
失
う
危
険
を
感
じ
た
り
し
ま
す
。
人

は
、
そ
ん
な
と
き
、
と
て
も
不
幸
に
思
え
る
の
で
す
。
ひ
ど
い
時

に
は
、
生
き
て
い
く
力
さ
え
な
く
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

人
間
は
何
か
に
心
理
的
に
定
位
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い

の
に
、
①
そ
の
定
位
す
る
対
象
が
相
対
的
で
不
安
定
な
も
の
で
あ

る
こ
と
、
②
現
代
の
よ
う
に
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
、
科
学
や
技

術
が
発
達
し
、
個
人
（
主
義
）
が
尊
重
さ
れ
ま
す
と
、
人
は
自
分

だ
け
で
生
き
て
い
る
と
勘
違
し
て
し
ま
い
、
逆
に
、
定
位
す
る
対

象
を
ま
す
ま
す
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ

。

、

、

と

こ
の
二
つ
の
た
め
に

人
は
外
界
の
出
来
事
の
一
つ
一
つ
が

禍
福
で
あ
る
と
感
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
心
の
中
の
無

明
の
闇
に
迷
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
何
度
も
述
べ
た
と
思
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
無

（

）
。

意
識
の
中
に
仏
さ
ま
や
神
さ
ま
を
宿
し
て
い
ま
す

如
来
蔵
識

そ
の
仏
さ
ま
や
神
さ
ま
を
磨
き
出
し
、
そ
れ
に
定
位
し
ま
す
と
、

神
・
仏
さ
ま
は
絶
対
で
永
遠
で
無
限
で
す
か
ら
、
人
は
、
心
が
安

定
し
て
お
れ
る
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
、
自
分
の
生
命
さ

え
も
、
お
ま
か
せ
し
て
安
心
し
て
お
れ
る
の
で
す
。
失
敗
と
い
う

こ
と
も
な
け
れ
ば
、
不
幸
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
何
が
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
取
り
、
仏
さ
ま
の
思
し
召
し

と
心
か
ら
思
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

、

、

そ
う
な
り
ま
す
と

自
分
へ
の
執
ら
わ
れ
が
な
く
な
っ
て
来
て

欲
望
や
情
緒
の
統
制
が
自
由
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し

、

。

て

他
者
へ
の
援
助
が
自
分
の
生
き
甲
斐
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
す

し
か
し
、
自
分
の
中
に
宿
し
た
仏
さ
ま
に
定
位
す
る
こ
と
は
、

あ
た
ま
で
考
え
て
で
き
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
禅
宗
で
は
「
理

屈
を
言
う
前
に
黙
っ
て
坐
れ
」
と
言
わ
れ
る
そ
う
で
す
が
、
ま
さ

し
く
ヨ
ー
ガ
（
瞑
想
・
坐
禅
・
読
経
）
が
必
要
な
の
で
す
。
自
分

の
心
を
無
に
し
て
仏
さ
ま
を
体
感
す
る
経
験
が
大
切
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
人
間
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
無
意
識
の
中
に
も
っ
て

い
る
、
生
き
て
行
き
た
い
と
い
う
「
生
命
蔵
識
」
か
ら
発
す
る
衝

動
・
煩
悩
と
、
仏
・
神
さ
ま
へ
定
位
せ
よ
、
と
私
た
ち
に
促
し
て

下
さ
っ
て
い
る
あ
り
が
た
い
「
如
来
蔵
識
」
の
働
き
と
を
無
意
識

の
中
で
統
合
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
時
、
誕
生
の
の
ち
成
長
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の
過
程
で
、
一
旦
は
如
来
蔵
識
を
離
れ
「
迷
い
出
ざ
る
を
得
な
い

無
明
の
闇
」
か
ら
、
仏
さ
ま
の
心
の
光
り
で
照
ら
さ
れ
て
い
る
明

る
み
へ
と
帰
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
し
た
統
合
が

、

、

と
れ
な
い
で
相
対
に
定
位
し

無
明
の
闇
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
時

迷
い
の
世
界
が
最
終
的
に
ど
う
な
っ
て
行
く
の
か
は
誰
に
も
予
測

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
そ
う
し
た
迷
い
の
世
界
も
、
人
類
の
誕
生

と
共
に
始
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

後
半
の
、
聖
人
は
自
分
の
体
得
し
た
道
を
他
者
に
対
し
て
強
要

し
な
い
、
と
い
う
部
分
の
解
説
に
移
り
ま
す
。

前
述
の
、
無
意
識
の
中
の
生
命
蔵
識
と
如
来
蔵
識
と
が
統
合
で

き
た
、
つ
ま
り
道
を
体
得
し
た
心
理
的
境
地
（
絶
対
な
世
界
）
を

理
解
で
き
る
の
は
、
そ
の
境
地
を
体
験
し
た
人
だ
け
で
す
。
そ
れ

は
、
ス
キ
ー
を
し
た
こ
と
の
な
い
人
に
ス
キ
ー
の
醍
醐
味
は
理
解

で
き
ま
せ
ん
し
、
楽
器
を
引
い
た
こ
と
の
な
い
人
に
し
び
れ
る
よ

う
な
そ
の
魅
力
は
分
か
ら
な
い
の
と
同
様
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
道
を
体
得
し
た
人
も
、
体
得
し
な
い
人
に
自
分
の

体
験
を
分
か
ら
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分

の
達
し
た
境
地
を
他
者
に
押
し
つ
け
て
み
て
も
、
理
解
で
き
ま
せ

ん
。
口
で
こ
う
だ
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
で
理
解
し
た
よ
う
に
気

に
な
っ
て
、
か
え
っ
て
修
行
の
妨
げ
に
な
る
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
老
子
が
言
葉
を
残
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問

、

、

、

題
に
な
り
そ
う
で
す
が

そ
れ
は

道
を
体
得
し
て
い
な
い
人
に

道
の
真
実
を
説
い
て
、
道
を
体
得
し
た
い
と
、
動
機
付
け
た
い
か

ら
な
の
で
す
。
そ
う
し
て
、
皆
に
道
を
体
得
し
て
頂
い
て
絶
対
な

安
心
を
得
、
絶
対
な
幸
せ
に
至
っ
て
頂
き
た
い
か
ら
な
の
で
す
。

相
対
な
世
界
に
い
る
の
に
、
相
対
だ
と
気
付
け
ず
、
絶
対
の
世

界
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
人
は
、
相
対
で
あ
る
が
故
の
自
己
存
在

の
不
安
定
性
を
少
し
で
も
少
な
く
し
よ
う
と
、
食
欲
（
物
質
欲
）

・
性
欲
・
優
越
欲
を
ど
こ
ま
で
も
満
足
さ
せ
、
他
者
を
否
定
し
、

自
己
の
絶
対
化
を
は
か
ろ
う
と
し
ま
す
。
か
つ
て
の
支
那
の
王
の

し
た
こ
と
や
そ
の
墓
は
、
一
つ
の
典
型
例
を
な
し
て
い
ま
す
。
現

代
で
も
、
そ
の
例
を
あ
げ
る
の
に
苦
労
は
し
ま
せ
ん
が
。

し
か
し
、
道
を
体
得
し
た
聖
人
は
自
己
を
他
者
に
対
し
て
絶
対

化
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
で
既
に
、
絶
対
な
境
地

に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
だ
、
他
者
を
幸
せ
に
し
て
あ
げ
た

い
と
思
う
心
か
ら
、
間
違
い
や
悪
に
何
度
か
忠
告
は
す
る
か
も
知

、

。

れ
ま
せ
ん
が

決
し
て
押
し
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す

偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
他
者
を
、
害
し
痛
め
つ
け
た
り
、
刀
の

、

、

よ
う
な
武
器
で
傷
つ
け
た
り

思
い
の
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
た
り

自
分
の
威
光
で
恐
れ
さ
せ
た
り
は
し
な
い
の
で
す
。

宗
教
の
名
を
借
り
て
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
う
し
た
行
為
が
行

わ
れ
て
き
た
か
、
ま
た
行
わ
れ
て
い
る
か
、
老
子
の
忠
告
に
謙
虚

に
耳
を
傾
け
た
い
も
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

人

が

自

立

す

る

と

は

人
は
自
立
す
る
と

人
を
支
え
る
の
で
は
な
く

人
か
ら
支
え
ら
れ
る
方
に

ま
わ
り
た
が
る

自
分
が

支
え
ら
れ
て
育
っ
た
こ
と

もい
ま
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

も忘
れ
て

ひ

ば

り

の

さ

え

ず

り

散
歩
道

ひ
ば
り
突
然

さ
え
ず
り
ぬ

な
つ
か
し
き
か
な

田
舎
の
春
が

金

貯

め

の

垢

貯
め
た
が
り
ゃ

金
は
貯
ま
れ
ど

あ
か
た
ま
る

欲

望

追

求

世
界
的
な

麻
薬
に
よ
る
汚
染

フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
と

エ
イ
ズ
の
流
行

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
増
加

い
ま
や

麻
薬
は

禁
止
で
は
な
く
て

中
毒
者
に
は

国
が
与
え
て

保
護
す
る
と
い
う

こ
れ
ら
は

自
己
の

欲
望
追
求
と

そ
れ
へ
の
執
着

そ
し
て

そ
れ
の
公
認

法

句

の

花

（
法
句
経
四
四
）

こ
の
大
地

誰
が
征
服

す
る
だ
ろ
う

閻
魔
の
世
界
と

神
々
と

共
い
ま
せ
る

こ
の
世
界

誰
が
征
服

す
る
だ
ろ
う

花
を
摘
む
の
に

巧
み
な
る

人
が
上
手
に

摘
む
如
く

善
く
も
説
か
れ
し

こ
の
法
句

誰
が
上
手
に

摘
み
集
め
よ
う
か
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自
作
随
筆
選

愚
衆
政
治

民
主
主
義
は
、
議
論
を
尽
く
し
た
後
、
最
終
的
に
は
投
票
行
動

を
通
じ
て
多
数
決
で
、
集
団
の
意
思
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
意
思
決
定
は
必
ず
し
も
「
真
」
で
な
い

こ
と
も
あ
り

「
善
」
で
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
を
意
味
し

、

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
決
定
が
「
偽
」
で
あ
っ
た
り
「
悪
」

で
あ
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
ぜ
、
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ

う
し
た
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
そ
の
決
定
が
自
分
の
「
利
害
（
欲

望
の
満
足
・
不
満
足

」
や
、
自
分
の
「
好
悪
（
快
苦
喜
怒
哀
楽

）

な
ど
の
情
緒

」
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
な
の
で
す
。

）

そ
し
て
、
人
間
の
多
く
の
行
動
は
、
利
害
や
好
悪
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
た
と
え
自
分
で

（

）

、

は
そ
の
決
定
が
嫌
い
で
損

あ
る
い
は
偽
で
悪

だ
と
思
っ
て
も

多
く
の
人
が
そ
の
決
定
を
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
に
逆
ら
え
な
い

で
同
調
し
て
し
ま
う
と
い
う
傾
向
も
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

人
間
は
人
（
世
間
）
か
ら
承
認
を
得
た
い
と
い
っ
た
欲
求
（
相
対

的
存
在
と
し
て
自
己
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
必
要
）
が
あ
る
か
ら

な
の
で
す
。
こ
う
し
た
人
間
の
習
性
の
た
め
に
、
間
違
っ
て
い
た

、

、

り

悪
い
こ
と
で
あ
っ
て
も
多
く
の
人
の
意
思
と
し
て
決
定
さ
れ

。

。

実
行
さ
れ
ま
す

こ
こ
に
民
主
主
義
の
最
大
の
欠
点
が
あ
り
ま
す

こ
う
し
た
欠
点
は
、
真
や
善
を
追
求
す
る
大
学
に
お
い
て
さ
え
、

日
常
茶
飯
事
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。

い
ま
、
人
類
は
全
体
と
し
て
、
ま
す
ま
す
自
分
の
利
害
や
好
悪

へ
の
執
ら
わ
れ
を
増
や
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。
何
千
年
も
前
の
民

族
的
怨
念
が
い
ま
だ
解
消
さ
れ
ず
、
戦
争
の
種
を
提
供
し
て
い
ま

す
。
人
種
間
や
宗
教
間
の
対
立
は
ま
す
ま
す
激
化
し
て
い
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
個
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
間
の
経
済

的
利
害
の
対
立
も
解
消
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
激
し
さ
を

。

、

、

、

増
し
て
い
ま
す

ま
た

個
人
一
人
一
人
も

自
己
を
絶
対
化
し

自
己
に
閉
じ
、
傲
慢
に
な
っ
て
、
他
者
へ
の
配
慮
も
正
し
い
こ
と

の
判
断
も
出
来
な
く
な
っ
て
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
精
神
の

病
理
現
象
は
、
特
に
子
ど
も
た
ち
の
凶
悪
犯
罪
の
増
加
や
低
年
齢

化
、
精
神
的
健
康
の
喪
失
と
し
て
現
れ
て
来
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
類
全
体
と
し
て
の
執
ら
わ
れ
の
増
加
は
、
人
間
に

は
他
者
を
無
視
し
て
も
、
自
分
た
ち
だ
け
の
利
害
や
好
悪
だ
け
で

真
偽
や
善
悪
を
決
定
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

言
え
ま
す
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
利
害
や
好
悪
に
基
づ
く
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

、

。

、

ー
を
真
と
し

善
と
し
て
全
て
の
判
断
を
す
る
例
で
す

し
か
し
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そ
れ
は
結
局
、
真
偽
や
善
悪
を
利
害
や
好
悪
に
還
元
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
多
く
の
行
為
が
間
違
っ
た
も
の

と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

前
述
の
よ
う
な
執
ら
わ
れ
を
も
つ
人
々
の
多
く
が
是
認
す
る
こ

と
が
「
真
」
で
あ
り
「
善
」
で
あ
る
と
す
る
、
い
ま
の
民
主
主
義

で
は
、
こ
う
し
た
間
違
い
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

い
ま
、
人
類
が
核
兵
器
を
持
ち
、
多
く
の
有
害
な
化
学
物
質
を

作
り
だ
し
、
遺
伝
子
を
操
作
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
に
、
こ

う
し
た
間
違
っ
た
行
動
を
す
る
こ
と
は
、
い
つ
で
も
人
類
が
滅
亡

に
至
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

こ
の
民
主
主
義
の
愚
衆
政
治
を
避
け
る
道
は
、
多
く
の
人
が
利

害
や
好
悪
を
真
偽
や
善
悪
に
還
元
し
な
く
な
る
こ
と
で
す
。
そ
れ

は
、
人
々
が
利
害
や
好
悪
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
、
善
や
真
を
尊

重
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ

は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
道
は
、
歴
史

上
の
記
録
に
残
る
最
初
の
四
聖
人
で
あ
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
釈
尊

と
老
子
と
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
統
合
し
て
い
く
こ
と
だ
と
、
私
に

は
思
え
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
み
ん
な
自

己
の
利
害
や
好
悪
へ
の
執
ら
わ
れ
を
捨
て
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
人
た
ち
の
説
い
た
真
の
宗
教
の
み
が
、
人
間
が
成
長

の
過
程
で
付
け
て
し
ま
う
「
心
の
執
ら
わ
れ
の
垢
」
を
捨
て
る
道

を
、
実
際
の
も
の
と
し
て
、
示
し
え
る
と
思
え
る
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
三
三
）

―
法
句
経
解
説
―

（
一
二
四
）
も
し
も
手
に
傷
が
無
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
手

で
毒
を
と
り
去
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
傷
の
無
い
人

に
、
毒
は
及
ば
な
い
。
悪
を
な
さ
な
い
人
に
は
、
悪
の
及
ぶ

こ
と
が
な
い
。

こ
の
偈
を
読
ん
で
、
日
本
に
も
こ
れ
に
似
た
こ
と
わ
ざ
が
あ
る

こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は
「
す
ね
に
傷
も
つ
身
」
と
か
、

「
す
ね
に
傷
あ
れ
ば
笹
（
さ
さ
）
原
走
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

前
者
は
、
隠
し
て
い
る
悪
事
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
後

者
は
、
隠
し
た
悪
事
の
あ
る
も
の
は
、
笹
の
そ
よ
ぐ
葉
音
に
も
び

く
び
く
し
て
、
小
走
り
に
逃
げ
足
で
通
り
過
ぎ
て
い
く
、
と
い
う

意
味
で
す
。

「
自
作
随
筆
選
」
で
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
い
ま
多
く
の
人

は
、
自
己
に
閉
じ
、
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
を
鈍
麻
さ
せ
、
自

。

、

分
の
欲
望
や
情
緒
へ
の
執
ら
わ
れ
を
増
や
し
て
い
ま
す

そ
し
て

人
間
が
欲
や
情
緒
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
人
間
の
本
質

と
し
て
当
然
で
あ
っ
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
合
理
化
し
、
悪
を

平
気
で
犯
し
ま
す
。
政
治
家
を
筆
頭
に
企
業
家
や
役
人
な
ど
、
こ

の
職
業
の
人
は
悪
事
を
な
さ
な
い
と
い
う
職
業
の
人
は
い
な
い
よ
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う
に
思
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
私
の
仲
間
で
あ
る
大
学
の
教
員

も
こ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
日
常
的
に
自
分
が
悪

事
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
す
ら
気
付
け
な
い
ほ
ど
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
人
た
ち
も
ど
こ
か
無
意
識
の
う
ち
に
も
、

何
か
し
ら
う
し
ろ
め
た
さ
を
感
じ
、
不
安
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
欲
望
ば
か
り
を
追
求
し
、
真
に
自
分

の
人
生
を
い
き
い
き
と
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
創
造

的
な
仕
事
も
で
き
ず
、
怠
け
て
、
権
力
者
に
ゴ
マ
を
す
っ
て
い
ま

。

、

、

、

す

そ
し
て

権
威
の
な
い

自
分
が
権
威
を
ふ
る
え
る
者
に
は

精
一
杯
威
張
り
散
ら
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
不
安
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
不

安
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
け
ず
、
哀
れ
な
る
か
な
で
す
。

こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
傷
の
な
い
人
に
、
毒
は
及
ば
な

い
」
の
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
現
代
人
は

皆
、
悪
を
犯
し
、
心
に
傷
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
傷
を
「
不
安

（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
い
う

」

不
安
）
の
毒
が
お
か
し
て
い
る
の
で
す
。
不
安
の
毒
が
身
体
中
に

ま
わ
り
、
そ
の
不
安
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
あ
が
き
、
多
く
の
悪
を

な
し
て
し
ま
う
の
で
す
。

毎
日
々
々
、
欲
望
（
食
欲
（
物
質
欲

・
性
欲
・
優
越
欲
）
や

）

快
苦
に
執
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
悪
を
犯
し
て
い
な

い
か
、
常
に
反
省
し
、
悔
い
改
め
た
い
も
の
で
す
。
な
ん
ど
悔
い

改
め
て
も
悪
を
な
し
て
し
ま
う
人
（
大
多
数
そ
う
だ
と
思
い
ま
す

が
）
は
、
自
分
の
業
に
気
付
き
、
そ
の
業
か
ら
抜
け
る
修
行
を
し

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
一
二
五
）
汚
れ
の
無
い
人
、
清
く
て
咎
（
と
が
）
の
な
い

人
を
そ
こ
な
う
者
が
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
わ
ざ
わ
い
は
、
か

え
っ
て
そ
の
浅
は
か
な
人
に
至
る
。
風
に
逆
ら
っ
て
細
か
い

塵
を
投
げ
る
と

（
そ
の
人
に
も
ど
っ
て
来
る
）
よ
う
に
。

、

昨
年
の
十
月
号
に
次
の
詩
を
の
せ
ま
し
た
。

凡
聖
逆
謗
（
ぼ
ん
し
ょ
う
ぎ
ゃ
く
ぼ
う
）

凡
な
る
者
も

聖
な
る
者
を

非
難
す
る

こ
と
が
で
き
る

偈
の
「
汚
れ
の
無
い
人
、
清
く
て
咎
の
な
い
人
」
と
は
、
聖
な

る
人
、
解
脱
に
達
し
た
人
で
す
が
、
い
ま
、
そ
う
し
た
人
が
殆
ど

価
値
を
持
た
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す

「
聖
な
る
者
」
と
い
う

。

言
葉
自
体
が
、
殆
ど
死
語
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
す
。
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と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
人
の
理
解
も
自
分
の
水
準
に
引
き

ず
り
降
ろ
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
も
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
学
者
と
呼
ば
れ
る
、
有
名
な
人
た
ち
が
そ

う
し
て
い
る
の
で
す
。
自
分
を
超
え
た
人
を
自
分
の
水
準
に
引
き

下
ろ
し
て

「
あ
た
ま
（
理
性

」
だ
け
で

「
こ
ざ
か
し
く
」
理

、

）

、

解
す
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
正
し
く
理
解
で
き
る
わ
け
が
あ

り
ま
せ
ん
。
で
も
、
自
分
で
は
正
し
く
理
解
し
た
と
思
っ
て
い
る

の
で
す
か
ら
、
始
末
に
お
え
ま
せ
ん
。
理
解
で
き
ま
せ
ん
と
、
釈

尊
の
さ
れ
た
こ
と
を
非
難
さ
え
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で

す

（
い
ま
解
説
し
て
い
ま
す
『
老
子
』
も
、
ま
だ
出
会
っ
て
い

。
ま
せ
ん
が
、
非
難
す
る
人
は
き
っ
と
い
る
と
思
い
ま
す
。
い
つ
も

書
き
ま
す
よ
う
に
、
な
に
し
ろ
、
学
者
で
正
し
く
理
解
す
る
人
に

も
出
会
っ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
。
な
お
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
非
難

す
る
人
に
は
、
最
近
、
出
会
い
ま
し
た

）
。

自
分
に
閉
じ
、
理
性
に
閉
じ
た
現
代
人
に
は
、
聖
な
る
者
も
自

分
と
同
等
な
者
な
の
で
す
。
俗
な
る
者
と
変
わ
ら
な
い
者
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
な
ん
で
も
が
理
性
的
に
分
か
っ
て
い

る
、
あ
る
い
は
分
か
り
得
る
と
思
っ
て
い
る
現
代
人
に
と
っ
て
、

聖
な
る
者
は
、
俗
で
あ
る
の
に
絶
対
な
る
自
分
と
、
何
ら
変
わ
ら

な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
聖
な
る
者
へ
の
畏
敬
の
念
は

。

、

、

あ
り
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん

せ
い
ぜ
い

絶
対
な
自
分
に
閉
じ
て

自
分
の
先
祖
の
霊
の
供
養
を
す
る
程
度
な
の
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
自
分
に
閉
じ
た
も
の
な
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
聖
な
る
者
を
俗
に
ま
み
れ
さ
せ
、
非
難
し
な
い
ま

で
も
、
せ
っ
せ
と
欲
（
金
儲
け
、
自
分
に
閉
じ
た
先
祖
供
養
の
執

行
人
・
葬
式
屋
、
観
光
仏
教
屋
、
解
説
仏
教
屋
）
の
手
段
と
し
て

利
用
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
と
、
偈
に
あ
り
ま
す
よ
う

に
、
そ
の
わ
ざ
わ
い
は
必
ず
自
分
に
か
え
っ
て
来
る
の
で
す
。
天

に
向
か
っ
て
つ
ば
を
吐
く
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。

（
一
二
六
）
或
る
人
々
は
（
人
の
）
胎
に
宿
り
、
悪
を
な
し

た
者
ど
も
は
地
獄
に
堕
ち
、
行
い
の
良
い
人
々
は
天
に
お
も

む
き
、
汚
れ
の
無
い
人
々
は
全
き
安
ら
ぎ
に
入
る
。

こ
れ
は
輪
廻
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
ご
存
じ

の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
仏
教
で
は
六
道
輪
廻
の
思
想
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
を
含
め
命
あ
る
も
の
は
死
ん
だ
ら
ど
こ

か
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
す
が
、
ど
こ
に
生
ま
れ
変
わ
る
か
を
決

定
す
る
の
は
、
こ
の
世
の
行
い
（
業
）
に
よ
っ
て
、
決
ま
る
と
す

る
考
え
方
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
生
ま
れ
変
わ
る
場
所
（
世
界
）

と
し
て
六
つ
が
あ
る
と
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
地
獄
、
餓
鬼
、

畜
生
、
修
羅
、
人
、
天
の
六
つ
で
す
。

こ
の
偈
に
あ
り
ま
す
「
或
る
人
々
は
人
の
胎
に
宿
り
」
と
い
う

部
分
は
、
人
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
次
の
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地
獄
に
堕
ち
る
の
と
、
天
に
お
も
む
く
、
の
は
そ
の
ま
ま
地
獄
と

天
で
す
。
最
後
の
「
汚
れ
の
無
い
人
々
は
全
き
安
ら
ぎ
に
入
る
」

と
い
う
部
分
で
す
が
、
こ
れ
は
少
し
解
説
が
い
る
の
で
は
な
い
か

。

、

、

と
思
い
ま
す

実
は

こ
の
六
道
の
ど
こ
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も

例
え
天
界
で
あ
っ
て
も
、
再
び
輪
廻
し
て
ど
こ
か
に
生
ま
れ
変
わ

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
永
遠
に
輪
廻
し
て
、
ど
こ
か
で

ま
た
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
イ
ン
ド
に
そ

れ
ま
で
に
あ
っ
た
輪
廻
の
考
え
方
な
の
で
す
。

釈
尊
は
、
こ
の
輪
廻
か
ら
救
わ
れ
る
道
を
示
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
、
こ
の
偈
の
最
後
の
部
分
の
「
汚
れ
の
無
い
人
々
は
全
き

安
ら
ぎ
に
入
る
」
と
い
う
部
分
な
の
で
す
。

こ
の
全
き
安
ら
ぎ
と
は
、
悟
り
の
境
地
で
、
仏
教
で
は
涅
槃
寂

静
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ろ
の
真
の
安
ら
ぎ
の
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
で
は
人
間
が
即
物
化
し
て
き
て
、
こ
の
六
道

輪
廻
を
信
じ
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
が
、
最
近
、
霊
界
の
話
を
書
い
た
本
が
売
れ
て
い
る

と
聞
き
ま
す
。

か
つ
て
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
（
一
六
八
八

一
七
七
二
）

―

と
い
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
が
、
生
き
て
い
る
の
に
霊
界
に
行
っ

て
き
た
と
言
い
、
そ
の
体
験
と
称
し
て
何
冊
も
本
に
著
し
、
話
題

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
哲
学
者
の
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
－
一

八
〇
四
）
も
、
乏
し
い
お
金
を
は
た
い
て
そ
の
高
価
な
全
集
を
買

っ
て
読
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
そ
の
批
判
が
『
視
霊
者
の
夢
』
と
し

て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
今
も
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
の
訳

本
は
、
日
本
で
も
何
十
冊
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
霊
界
の
話
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の

で
す
が
、
最
近
、
悪
霊
を
清
め
る
と
か
、
死
後
の
霊
と
か
、
死
ん

で
霊
界
に
入
る
と
か
、
と
い
っ
た
霊
の
こ
と
が
本
に
書
か
れ
て
、

結
構
売
れ
る
よ
う
で
す
。
私
に
は
、
科
学
的
な
現
代
人
が
、
個
に

閉
じ
て
外
界
へ
定
位
で
き
な
く
な
り
、
非
科
学
的
な
も
の
を
信
じ

る
よ
う
に
な
っ
た
一
つ
の
証
拠
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
。

釈
尊
の
よ
う
に
、
死
後
の
世
界
の
こ
と
を
、
現
世
を
よ
り
善
く

生
き
る
た
め
の
方
便
と
し
て
語
る
の
は
大
切
だ
と
思
う
の
で
す

が
、

そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
解
脱
（
絶
対
な
幸
せ
）
へ
誘
う
方
便
で
あ

っ
て
、
解
脱
す
れ
ば
本
当
は
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と

な
の
で
す
。

読
者
と
の
エ
コ
ー
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

俳
句

○
曝
さ
れ
し
木
の
芽
よ
う
や
く
形
つ
く
る

○
春
疾
風
あ
く
た
残
し
て
波
帰
る

○
天
守
閣
の
こ
し
て
町
は
本
が
す
み

（

）

徳
島
県
・
須
藤
一
樹
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後
記

一
、
今
回
の
『
老
子
』
は
、
本
文
は
や
さ
し
か
っ
た
と
思
う
の
で

す
が
、
解
説
が
少
し
難
し
過
ぎ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ん
と
か

や
さ
し
く
と
努
力
し
た
の
で
す
が
、
紙
数
の
制
限
も
あ
り
、
限
界

で
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
何
度
か
読
み
な
お
し
て
頂
け

れ
ば
幸
い
で
す
。
含
ま
れ
た
内
容
は
、
結
構
、
濃
密
な
も
の
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
読
み
直
す
ご
と
に
理
解
が
深
ま
り
、
き
っ
と
何

か
を
く
み
と
っ
て
頂
け
る
も
の
と
確
信
し
ま
す
。

二
、
そ
の
、
分
か
り
に
く
い
こ
と
の
一
つ
に
、
五
頁
で
書
い
て
い

ま
す

「
自
己
を
絶
対
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な

、

い
か
と
思
い
ま
す
。
本
文
で
は
、
支
那
の
王
の
例
を
あ
げ
ま
し
た

が
、
補
足
の
た
め
に
、
も
う
一
つ
別
の
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

三
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
を
征
服
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ポ
レ

オ
ン
（
一
七
六
九

一
八
二
三
）
に
つ
い
て
で
す
。
彼
は

「
自

―

、

分
の
辞
書
に
は
不
可
能
と
い
う
文
字
は
な
い
」
と
い
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
「
敵
に
勝
つ
の
は
や
さ
し
い
が
、

己
に
克
つ
の
は
難
し
い
」
と
言
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

四
、
こ
の
前
者
の
言
葉
が
、
自
己
の
絶
対
化
を
表
す
も
の
な
の
で

す
。
万
里
の
長
城
を
築
い
た
支
那
の
王
（
秦
の
始
皇
帝
）
も
お
そ

ら
く
自
分
に
不
可
能
な
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
敵

を
制
圧
し
、
国
民
を
ひ
れ
伏
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
を
満
足
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
は
そ
ん

な
こ
と
を
し
て
も
、
決
し
て
「
真
の
幸
せ
」
に
は
な
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
後
者
の
言
葉
が
表
し
て
い
ま
す
。

五
、
つ
ま
り
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
自
分
に
克
つ
こ
と
は
難

し
い
の
で
す
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
し
ま
い
に
は
戦
い
に
破
れ
、
そ
の

時
は
前
者
の
言
葉
も
空
し
い
も
の
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
支

那
の
王
は
天
寿
を
全
う
し
ま
し
た
。
で
も
、
己
の
死
に
は
克
て
な

か
っ
た
わ
け
で
、
死
に
た
く
な
い
と
あ
が
き
な
が
ら
、
馬
鹿
げ
た

、

、

。

墓
を
作
ら
せ

多
く
の
人
を
殉
職
さ
せ
て

死
ん
で
い
き
ま
し
た

人
間
は
、
自
己
を
絶
対
化
す
る
ほ
ど
、
自
己
を
定
位
す
る
も
の
が

な
く
な
り
、
不
安
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
現
代
人
の
よ
う
に
。

月
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三
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