
- 1 -

月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

九
月
号

精
神
の
弱
体
化

日
本
人
の
精
神
が

自
己
に
閉
じ
て

弱
体
化
し
て
い
る

そ
れ
が

子
ど
も
た
ち
に

極
端
に
現
れ
て
い
る

わ
が
ま
ま

す
ぐ
に
き
れ
る

攻
撃
性
が
強
い

情
緒
が
不
安
定

社
会
性
が
な
い

人
を
無
視
す
る

弱
者
を
い
じ
め
た
が
る

暴
力
へ
訴
え
た
が
る

学
校
へ
行
か
な
く
な
る

万
引
き
を
平
気
で
す
る

安
ら
ぎ
を
性
に
求
め
る

嘘
を
平
気
で
つ
く

煙
草
酒
を
飲
み
た
が
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き
な
い
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
八
〇
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
二
四
）

有
時
の
巻
を
続
け
ま
す
。

い
ま
世
界
に
配
列
せ
る
、
む
ま
ひ
つ
じ
を
あ
ら
し
む
る

も
、
住
法
位
の
恁
麼
（
い
ん
も
）
な
る
昇
降
上
下
な
り
。
ね

ず
み
も
時
な
り
、
と
ら
も
時
な
り
。
生
（
し
ょ
う
）
も
時
な

り
、
仏
（
ぶ
つ
）
も
時
な
り
。
こ
の
時
、
三
頭
八
臂
に
て
尽

界
を
証
し
、
丈
六
金
身
に
て
尽
界
を
証
す
。
そ
れ
尽
界
を
も

て
尽
界
を
界
尽
す
る
を
、
究
尽
す
る
と
は
い
ふ
な
り
。
丈
六

金
身
を
も
て
丈
六
金
身
す
る
を
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅

槃
と
現
成
す
る
、
す
な
は
ち
有
な
り
、
時
な
り
。
尽
時
を
尽

有
と
究
尽
す
る
の
み
、
さ
ら
に
剰
法
な
し
。
剰
法
こ
れ
剰
法

な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
た
と
ひ
半
究
尽
の
有
時
も
、
半
有
時
の
究

尽
な
り
。
た
と
ひ
蹉
過
（
し
ゃ
か
）
す
と
み
ゆ
る
形
段
（
ぎ

ょ
う
だ
ん
）
も
有
な
り
。
さ
ら
に
か
れ
に
ま
か
す
れ
ば
、
蹉

過
の
現
成
す
る
前
後
な
が
ら
、
有
時
の
住
位
な
り
。
住
法
位

の
活
○
○
地
な
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。
無
と
動
著
す
べ
か
ら

ず
、
有
と
強
為
（
ご
う
い
）
す
べ
か
ら
ず
。

例
に
よ
っ
て
、
参
考
ま
で
に
玉
城
康
四
郎
著
『
現
代
語
訳
正
法

眼
蔵
１

（
大
蔵
出
版
刊
）
の
現
代
語
訳
を
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま

』

す
。

い
ま
世
間
で
、
一
二
支
の
午
（
う
ま
）
や
未
（
ひ
つ
じ
）

を
時
に
配
当
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
来
の
在
り
方
と
し
て

の
昇
降
上
下
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
子
（
ね
ず
み
）
も
時

で
あ
る
。
寅
（
と
ら
）
も
時
で
あ
る
。
衆
生
も
時
で
あ
る
。

仏
も
時
で
あ
る
。
こ
の
時
こ
そ
、
三
頭
八
臂
と
な
っ
て
全
世

界
を
さ
と
り
、
一
丈
六
尺
の
黄
金
仏
と
な
っ
て
全
世
界
を
さ

と
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
全
世
界
を
も
っ
て
全
世
界
を
尽
く
す
こ
と
を

究
尽
（
ぐ
う
じ
ん
）
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
丈
六
尺
の

黄
金
仏
と
な
っ
て
一
丈
六
尺
の
黄
金
仏
を
尽
く
す
こ
と
が
、

発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
れ
こ
そ

存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
時
そ
の
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
時
の
全
体
が
存
在
の
全
体
で
あ
る
と
究
め
尽
く
す
だ

け
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
余
す
と
こ
ろ
は
な
い
。
余
分
の
も
の

は
余
分
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
、
究
尽
が
半
ば
に
達

し
な
い
場
合
の
有
時
も
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
半
有
時
の
究

尽
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
い
踏
み
ち
が
え
た
場
合
で
も
、
そ

。

、

の
踏
み
ち
が
え
た
状
態
も
ま
た
有
で
あ
る

さ
ら
に
進
ん
で

そ
れ
自
体
の
立
場
に
立
っ
て
し
ま
う
と
、
踏
み
ち
が
え
る
と
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い
う
こ
と
の
現
れ
て
い
る
前
後
の
ま
ま
が
、
有
時
の
在
り
方

で
あ
る
。

そ
れ
自
体
の
在
り
方
に
お
い
て
、
魚
が
飛
び
は
ね
る
よ
う

、

。

に
活
き
活
き
と
し
て
い
る
こ
と
が

そ
の
ま
ま
有
時
で
あ
る

そ
れ
を
け
っ
し
て
、
無
で
は
な
い
か
と
考
え
て
は
な
ら
な
い

し
、
ま
た
、
強
い
て
有
で
あ
る
と
見
な
し
て
も
な
ら
な
い
。

こ
の
部
分
も
、
か
な
り
難
し
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

で
も
、
繰
り
返
し
が
多
く
て
、
同
じ
こ
と
ば
か
り
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
私
に
は
感
じ
ら
れ
ま
す
。
多
分
、
道
元
は
、
多
く
の
人

た
ち
が
、
時
間
は
仏
教
哲
学
の
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、

理
解
し
づ
ら
い
と
思
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
「
言
葉
」
に
照
ら
し
て

は
、
そ
れ
を
時
間
と
結
び
付
け
て
考
え
、
理
解
さ
せ
よ
う
と
思
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
受
け
取
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
く
つ
か
の
重
要
な
概
念
（
こ
と
ば
）
に
つ
い
て
、
少
し
解
説

し
て
行
き
ま
す
。

ま
ず
、
住
法
位
で
す
が
、
こ
と
ば
通
り
に
は
「
法
の
位
に
住
す

る
」
と
い
う
こ
と
で
す

「
法
と
は
何
か
」
で
す
が
、
昨
年
（
第

。

十
巻
）
の
十
月
号
で
、
道
元
の
「
現
成
公
案
の
巻
」
の
中
の
「
得

一
法
通
一
法
」
を
解
説
し
た
と
き
、
触
れ
ま
し
た
。
お
持
ち
の
方

は
、
ご
参
照
下
さ
い
。
法
に
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
る
の
で
す

が
、
基
本
的
に
は

「
普
遍
的
な
真
実
の
理
法
・
真
理
」
を
言
い

、

ま
す
。
で
も
、
こ
こ
で
は
、
客
観
的
な
法
則
と
し
て
用
い
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
は
、
毎
日
の
時
間
を
、
午
（
う
ま
）
の
刻
（
現
在
の
午

前
十
一
時
～
午
後
一
時
）
と
か
、
未
（
ひ
つ
じ
）
の
刻
（
現
在
の

午
後
一
時
～
午
後
三
時
）
と
か
い
っ
た
風
に
十
二
支
を
使
っ
て
表

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
年
（
と
し
）
に
つ
い
て
も
用
い
ら
れ

ま
し
た
。
未
だ
に
自
分
が
何
年
（
な
に
ど
し
）
の
生
ま
れ
な
の
か

を
誰
で
も
が
意
識
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
人
々
の
思
い
と
は
無

関
係
な
客
観
的
な
法
則
（
住
法
位
）
と
し
て
、
つ
ま
り
、
物
理
的

な
流
れ
で
あ
る
時
間
と
し
て

「
昇
降
上
下
」
す
る
こ
と
を
言
っ

、

て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
子
（
ね
ず
み
）
も
寅
（
と
ら
）
も
時
、
そ
う
し
た

時
と
言
え
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
次
に
出
て
き
ま
す
「
生
（
し
ょ
う
）
も
時
な

り
、
仏
（
ぶ
つ
）
も
時
な
り
」
は
、
突
如
と
し
て
、
物
理
的
な
時

間
と
は
異
な
っ
た
時
間
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
が
、
禅
宗
の
僧
侶
も
含
め
て
多
く
の
人
た

ち
が
、
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

生
（
し
ょ
う
）
と
は
、
衆
生
の
こ
と
で
す
が
、
衆
生
が
時
で
あ

る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
解
説
を
よ

く
お
読
み
の
方
は
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

、

、

は

生
き
て
い
る
の
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
に

不
安
や
苦
悩
を
感
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
時
間
だ
と
い
う
こ
と
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な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
時
間
な
の
で
す
。

そ
れ
が
「
衆
生
も
時
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
因
み
に
、
衆
生

（
＝
「
精
神

）
以
外
の
「
物
質
」
や
「
生
命
」
も
時
間
の
中
に

」
、

、

、

い
ま
す
が

そ
れ
は

物
理
的
な
無
味
乾
燥
な
時
間
の
中
に
い
て

そ
の
こ
と
を
時
間
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る

が
ま
ま
あ
る
だ
け
な
の
で
す
。
人
間
の
よ
う
に
、
存
在
が
否
定
さ

れ
る
こ
と
に
何
ら
の
不
安
も
苦
悩
も
な
い
の
で
す
。

次
に
「
仏
（
ぶ
つ
）
も
時
な
り
」
で
す
が
、
こ
の
時
は
、
ま
た

ま
た
、
衆
生
の
時
と
は
、
実
は
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

衆
生
の
時
に
は
、
過
去
と
未
来
と
現
在
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
の
時

で
は
、
そ
れ
ら
は
、
統
合
さ
れ
て
一
つ
な
の
で
す
。
過
去
も
未
来

も
現
在
に
統
合
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
今
が

永
遠
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
時
間
に
は
、
三
つ
の
区
別
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

こ
と
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
、
こ
の
道
元
の
文
章
を
読
ま
な
け
れ

ば
、
混
乱
し
て
し
ま
っ
て
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、
次
の
「
こ
の
時
、
三
頭
八
臂
に
て
尽
界
を

証
し
、
丈
六
金
身
に
て
尽
界
を
証
す
」
と
言
い
ま
す
の
は
、
仏
の

時
と
し
て
、
お
不
動
さ
ん
も
一
丈
六
尺
の
金
色
の
仏
さ
ん
も
、
共

に
、
絶
対
・
永
遠
・
無
限
な
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
「
存
在
」

と
「
時
間
」
を
体
現
し
て
い
る
、
こ
こ
の
言
葉
で
言
え
ば
「
究
尽

し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間
で
は

「
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃

、

と
現
成
す
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
時
に
は
、
ま
さ
に

「
剰
法
な
し
」
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
法
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、

法
に
余
剰
が
な
い
の
で
す
。
な
お
、
こ
の
時
の
法
と
は
、
絶
対
な

真
理
そ
の
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
発
心
し
、
修
行
し
て
も
、
未
だ
菩
提
（
悟
り
）
や

涅
槃
に
至
ら
な
い
（
＝
現
成
し
な
い
）
衆
生
で
は
、
法
に
余
剰
が

存
在
す
る
の
で
す
。
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
自
分
と
し
て
は
、

「
法
を
目
指
し
て
」
は
い
ま
す
が
、
未
だ
に
体
達
し
て
い
な
い
の

で
す
。
そ
れ
を
、
こ
こ
で
は
「
半
究
尽
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
も
有
時
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
を
、
時
間
で
言
い
ま
す
と
、
現
成
さ
れ
た
「
過
去
」

の
仏
た
ち
に
常
に
則
り
、
自
分
の
よ
り
善
い
「
未
来
」
を
願
い
な

が
ら
、
ひ
た
す
ら

「
現
在
」
を
修
行
に
励
み
精
進
し
て
行
く
、

、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、
か
つ
て
出
て
き
ま
し
た
「
有

時
の
而
今
」
な
の
で
す
。

最
後
の
辺
り
に
難
し
い
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
意
味
は
現
代
語

。

、

、

訳
を
ご
覧
く
だ
さ
い

最
後
に

無
と
有
の
こ
と
が
あ
り
ま
す
が

、

（

）

、

法
に
体
達
し
な
い
の
を

何
に
も
な
ら
な
い

無

と
思
っ
た
り

も
う
達
し
た
（
有
）
と
思
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
戒
め
て

い
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

ト

ッ

プ

ラ

ン

ナ

ー

だ

よ

日
本
の
若
者
を

世
界
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
し
よ
う

教
育
改
革
国
民
会
議

も
う
今
で
も

世
界
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
よ

た
だ
し

無
軌
道

自
堕
落

無
関
心
レ
ー
ス
の

ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
け
ど

戒

律

の

喪

失

釈
尊
の
説
か
れ
た

五
戒
の
う
ち

不
殺
生
戒
と
不
偸
盗
戒
に

反
す
る
行
為
は

刑
法
で
罰
せ
ら
れ
る

な
の
に

現
代
で
は

不
邪
淫
戒
と
不
妄
語
戒
は

罰
せ
ら
れ
な
い

こ
こ
に

現
代
社
会
が

倫
理
・
規
範
性
を
喪
失
し
た

一
つ
の
原
因
が
あ
る

犯

罪

の

抑

止

力

昔
な
ら

犯
罪
を
犯
せ
ば

相
手
や
そ
の
家
族
に

ま
た

自
分
の
親
や
兄
弟
に

迷
惑
が
か
か
る
か
ら

と
い
う
こ
と
が

抑
止
力
と
な
っ
た

倫
理
・
規
範
性
を
失
い

家
族
の
連
帯
が
失
わ
れ
た

い
ま

社
会
を
維
持
す
る
法
を

守
る
の
は

処
罰
が
あ
る
か
ら

と
い
う
こ
と
だ
け

し
た
が
っ
て

処
罰
の
軽
い
子
供
に
は

そ
れ
も
抑
止
力
に
は

な
ら
な
い
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人

権

教

育

の

成

果

は

昔
な
ら

人
権
教
育
を

し
な
く
て
も

少
年
た
ち
の

残
忍
な
殺
傷
事
件
は

起
こ
ら
な
か
っ
た

な
の
に
今
は

人
権
教
育
を
し
て
い
て
も

ど
ん
ど
ん
と
起
こ
る

何
故
な
の
だ
ろ
う
か

行

為

障

害

と

は

？

バ
ス
ジ
ャ
ッ
ク

し
た
少
年
は

行
為
障
害

だ
っ
た
と
い
う

そ
れ
な
ら
今
の

大
人
皆
そ
う

英

国

の

小

児

性

愛

者

イ
ギ
リ
ス
に
は

小
児
性
愛
者
が

十
一
万
人
お
り

そ
の
う
ち
の

性
犯
罪
前
科
者

八
十
三
人
が

再
犯
防
止
の
た
め

公
表
さ
れ
た
と
い
う

イ
ギ
リ
ス
も

病
ん
で
い
る

躾

け

を

し

な

い

無

責

任

親

民
主
主
義
で
は

個
人
一
人
ひ
と
り
が

尊
重
さ
れ

み
ん
な
平
等
で

同
等
・
対
等
と
な
り

家
族
の
絆
が

弱
ま
っ
て
い
る

大
家
族
か
ら

小
家
族
へ

小
家
族
か
ら

核
家
族
へ

核
家
族
か
ら

核
分
裂
家
族
へ

そ
う
な
る
と

家
族
な
の
に

あ
ら
ゆ
る
行
為
が

取
引
行
為
と
な
る

同
等
・
対
等
だ
か
ら

愛
情
を
か
け
な
く
て
も
よ
い

惰
性
で
暮
ら
し

お
互
い
が
共
に
依
存
し

ペ
ッ
ト
に
な
り
あ
う

だ
か
ら

親
も
子
を
躾
け
な
い
し

責
任
も
感
じ
な
い



- 7 -

自
作
随
筆
選

社
会
化
を
ど
う
す
る
か

毎
日
新
聞
に
は
、
毎
月
月
末
に
「
雑
誌
を
読
む
」
と
題
し
て
、

当
月
号
の
雑
誌
記
事
の
書
評
が
載
り
ま
す
。

八
月
三
十
一
日
は
、
香
山
リ
カ
氏
が
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
見

出
し
を
あ
げ
ま
す
と

『

社
会
化
」
教
育

『

儲
か
る
」
動
機

、

「

』
、

「

へ
の
疑
問

「
科
学
か
ら
ア
ニ
メ
ま
で
欠
け
る
公
共
性
の
視
点
」

』
、

で
す
。

内
容
で
す
が
、
最
近
、
少
年
に
よ
る
凶
悪
な
犯
罪
が
続
発
す
る

の
は
、
彼
ら
が
社
会
性
を
欠
い
て
い
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
一
人
前

の
人
間
と
し
て
社
会
化
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
だ
と
す
る
、
多
く

の
人
た
ち
の
指
摘
を
う
け
て
、
教
育
改
革
国
民
会
議
が
最
近
「
共

同
生
活
に
よ
る
奉
仕
活
動
な
ど
の
義
務
化
」
と
題
し
て
分
科
会
報

告
を
出
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
論
評
を
扱
っ
て
い
る

の
で
す
。

記
事
の
中
に
は
、
幾
つ
か
の
箇
所
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
同
氏
が
記
事
の
最
後
に
自
分
の
意
見
と

し
て
あ
げ
て
い
る
結
論
だ
け
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

彼
ら
（
少
年
た
ち
）
が
自
発
的
に
社
会
と
の
か
か
わ
り
を

持
ち
、
市
民
と
し
て
他
者
へ
の
眼
差
し
を
手
に
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
私
自
身

は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
い
る
お
と
な
が
、
自
分
の
仕
事
や
生

活
に
取
り
組
み
な
が
ら
生
き
生
き
と
楽
し
く
す
ご
す
こ
と
が

大
切
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
ず

「
お
と
な
に
な
っ

、

て
み
た
い
」
と
い
う

生
き
る
動
機

を
子
ど
も
た
ち
に
与

"
"

え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。

社
会
化
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
は
、
香
山
氏
も
同
意
す
る
の
で

、

、

。

す
が

で
は

そ
れ
を
効
果
的
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

そ
れ
に
は
、
何
人
か
の
論
者
が
言
う
よ
う
に
、
た
と
え
ば
奉
仕
活

動
の
よ
う
な
社
会
と
の
関
わ
り
を
、
義
務
と
し
て
や
ら
せ
る
の
で

は
な
く
て
、
自
か
ら
進
ん
で
し
よ
う
と
す
る
動
機
付
け
が
大
切
だ

と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
以
上
の
よ
う
な

結
論
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
意
見
は
、
私
か
ら
見
ま
す
と
、
全
く
自
己
に
閉
じ
て
い
る

た
め
、
人
間
の
教
育
（
社
会
化
）
へ
の
洞
察
に
欠
け
、
真
の
事
態

が
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

か
つ
て
、
本
誌
の
平
成
八
年
（
第
七
巻
）
一
月
号
に
「
漱
石
の

示
唆
」
と
題
し
て
、
人
間
の
教
育
の
在
り
方
の
基
本
に
つ
い
て
述

べ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
他
の
号
で
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
教
育

の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
も
う
繰
り
返
さ
な
く
て
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も
よ
い
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
、
人
々
が
分
か
っ
て
い
な
い
の

で
、
書
か
な
け
れ
ば
と
い
う
気
に
な
り
ま
す
。

、

「

」

。

私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と

社
会
性
は

他
己

の
こ
と
で
す

難
し
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
他
己
の
基
本
命
題
と
言
っ
て
い
ま

す
の
は

「
人
間
は
法
を
目
指
し
て
、
よ
り
善
く
社
会
的
で
あ
ろ

、

う
と
す
る
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

で
は
、
社
会
化
、
つ
ま
り
他
己
を
育
て
る
た
め
に
は
、
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
、
香
山
氏
が
言

わ
れ
る
よ
う
に

「
楽
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
動
機
付
け
」
を
高

、

め
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
た
動
機
付
け
は
、
自
己
に

。

。

属
す
る
こ
と
な
の
で
す

ま
す
ま
す
自
己
肥
大
を
も
た
ら
し
ま
す

他
己
を
育
て
る
た
め
に
は
、
大
人
の
側
の
「
愛
情
」
を
も
っ
た

「
統
制
」
が
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
は
、
い
ま
多
く
の
親
が
し
て

い
る
よ
う
に
子
ど
も
を
ペ
ッ
ト
化
し
た
り
、
エ
ゴ
追
求
の
手
段
化

し
た
り
し
な
い
で
、
ま
ず
、
親
が
子
ど
も
に
こ
こ
ろ
を
開
き
、
子

、

。

、

ど
も
を
信
じ

親
と
の
情
動
の
共
有
を
体
験
さ
せ
ま
す

そ
し
て

楽
し
い
成
就
の
喜
び
が
感
じ
ら
れ
る
「
自
由
」
を
十
分
与
え
る
の

で
す
。
そ
の
上
で
、
子
ど
も
が
我
慢
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
な
統
制
を
加
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
苦
し
い
労
働
で
あ
っ

た
り
、
欲
望
を
抑
え
、
我
慢
し
て
規
則
を
守
る
こ
と
で
あ
っ
た
り

し
ま
す
。
で
も
、
大
人
が
そ
う
し
て
い
れ
ば
、
統
制
し
よ
う
な
ど

と
思
わ
な
く
て
も
、
勝
手
に
子
ど
も
は
そ
う
す
る
の
で
す
。

精
神
科
医
配
置

毎
日
新
聞
の
八
月
十
七
日
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
文
部
省
は

二
〇
〇
一
年
か
ら
、
全
国
の
都
道
府
県
な
ど
に
精
神
科
の
医
師
を

配
置
し
て
、
学
校
や
家
庭
だ
け
で
は
対
処
し
に
く
い
子
供
た
ち
の

「

」

。

心
の
病

の
相
談
に
あ
た
ら
せ
る
方
針
を
固
め
た
と
言
い
ま
す

こ
の
と
こ
ろ
、
高
校
生
に
よ
る
、
こ
れ
ま
で
に
は
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
凶
悪
な
犯
罪
が
続
発
し
て
い
て
、
文
部
省
が
生
徒
た
ち

の
学
校
で
の
問
題
を
解
決
す
る
決
め
手
と
し
て
熱
心
に
進
め
て
き

た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
は
と
て
も
対
処
で
き
な
い
、
と
判
断
し
た

と
い
う
こ
と
ら
し
い
の
で
す
。

私
も

「
こ
こ
ろ
の
教
育
論
」
と
い
う
論
文
で
、
カ
ウ
ン
セ
リ

、、「

」

、

ン
グ
は

自
己

を
育
て
る
た
め
に
は
有
効
か
も
知
れ
な
い
が

「
他
己
」
を
育
て
る
た
め
に
は
、
役
に
立
た
な
い
こ
と
を
指
摘
し

ま
し
た
。

い
ま
学
校
や
社
会
で
子
ど
も
た
ち
が
起
こ
す
問
題
行
動
は
、
思

想
ら
し
い
も
の
が
民
主
主
義
だ
け
と
な
っ
て
、
日
本
人
全
体
が
陥

っ
て
い
る
自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
に
真
の
原
因
が
あ
る
の
で
す
。

子
ど
も
へ
の
そ
の
反
映
が
問
題
行
動
な
の
で
す
。

文
部
省
も
ぼ
つ
ぼ
つ
気
づ
い
た
ら
ど
う
で
す
か
。
そ
ん
な
対
症

療
法
で
は
、
ま
す
ま
す
悪
化
す
る
の
み
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
九
四
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
一
三
）
も
し
も
為
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を
為
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
断
乎
と
し
て
実
行
せ
よ
。
行

な
い
の
乱
れ
た
修
行
僧
は
、
い
っ
そ
う
多
く
塵
を
ま
き
散
ら

す
。

私
は
、
か
つ
て
（
第
一
巻
六
月
号

、
次
の
よ
う
な
詩
を
作
り

）

ま
し
た
。

「
人
間
の
業
の
深
さ
」

多
く
の
人
は
／
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
行
い
／
（
不
殺
生

・
不
偸
盗
・
不
邪
淫
）
／
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
行
わ

な
い
／
／
言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
言
い
／
（
不
妄
語
・
不
綺

語
・
不
悪
口
・
不
両
舌
）
／
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言

わ
な
い
／
／
思
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
思
い
／
（
不
慳
貪
・
不

瞋
恚
・
不
邪
見
）
／
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
思
わ
な
い

／
／
人
の
業
の
な
ん
と
深
い
こ
と
よ
／
／
ヨ
ー
ガ
を
し
よ
う
／
そ

し
て
業
か
ら
救
わ
れ
よ
う

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
人
は
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
さ
ず
、
為
し

、

。

て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
為
す

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す

い
ま
、
何
が
「
為
す
べ
き
こ
と
」
で
、
何
が
「
為
し
て
は
な
ら

な
い
こ
と
」
な
の
か
に
つ
い
て
、
世
界
中
で
日
本
人
ほ
ど
、
無
関

心
な
国
民
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
自
分
の
損
得
（
儲
か

る
こ
と
・
お
金
が
増
え
る
こ
と
は
す
る
が
、
損
す
る
こ
と
・
お
金

が
減
る
こ
と
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
）
と
、
自
分
の
好
悪
（
自
分

の
快
い
情
動
を
満
た
す
こ
と
・
不
快
な
情
動
を
解
消
す
る
こ
と
は

す
る
が
、
自
分
の
不
快
な
情
動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
・
快
い
情
動

を
抑
え
る
こ
と
は
避
け
る
と
い
う
こ
と
）
だ
け
が
、
行
動
の
基
準

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

仏
教
で
は
為
す
べ
き
こ
と
は
善
で
あ
り
、
為
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
は
、
悪
な
の
で
す
が
、
い
ま
日
本
人
が
「
為
す
べ
き
こ
と
・

為
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
善
悪
に
無
関
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま

り
、
倫
理
性
が
喪
失
し
て
、
自
己
の
利
益
と
選
好
の
み
が
、
行
動

基
準
と
な
り
、
そ
れ
が
善
悪
に
ま
で
還
元
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

本
当
は
、
善
悪
は
他
者
と
の
関
係
で
決
ま
る
こ
と
な
の
で
す
。

「
利
益
と
選
好
」
は
自
分
の
こ
と
だ
け
で
決
ま
る
こ
と
で
す
。
自

分
に
閉
じ
た
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
善
悪
を
「
利
益
と
選

好
」
に
還
元
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
他
者
性
を
完
全
に

抹
消
す
る
こ
と
で
す
。
倫
理
性
を
抹
消
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
偈
は
修
行
僧
に
対
し
て
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
現
在

の
日
本
で
は
、
国
民
全
体
に
当
て
は
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
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は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
国
内
は
お
ろ
か
、
世
界
中
に
自
己
へ
の
執

着
の
塵
を
ま
き
散
ら
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

（
三
一
四
）
悪
い
こ
と
を
す
る
よ
り
は
、
何
も
し
な
い
ほ
う

が
よ
い
。
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
後
で
悔
い
る
。
単
に
何
か

の
行
為
を
す
る
よ
り
は
、
善
い
こ
と
を
す
る
ほ
う
が
よ
い
。

な
し
お
わ
っ
て
、
後
で
悔
い
が
な
い
。

こ
の
偈
は
、
前
の
偈
で
解
説
し
ま
し
た
善
悪
に
関
連
し
て
、
悔

い
が
話
題
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
悪
い
こ
と
を
す

れ
ば
後
で
悔
い
る
が
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
後
で
悔
い
な
く
て
も

よ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
前
の
偈
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
何
が
悪
い
こ
と

で
、
何
が
善
い
こ
と
な
の
か
が
、
い
ま
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
日

本
で
は
、
本
当
に
、
善
い
こ
と
を
し
た
の
か
悪
い
こ
と
を
し
た
の

か
が
分
か
り
ま
せ
ん
し
、
分
か
ろ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
そ
う
な
り

ま
す
と
、
悔
い
る
べ
き
こ
と
を
悔
い
よ
う
と
し
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
す
。
代
わ
っ
て
、
善
悪
で
悔
い
る
の
で
は
な
く
て
、
損
得
と

好
悪
で
悔
い
る
こ
と
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
悔
い
る
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
分
が
損
を
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
得
を

す
る
機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
す
し
、
自
分
の
嫌
い
な
目

に
陥
っ
た
か
、
あ
る
い
は
好
き
な
こ
と
が
得
ら
れ
る
機
会
を
逸
し

た
場
合
で
す
。

早
く
、
他
者
性
（
他
己
）
を
取
り
戻
し
て
、
こ
の
偈
が
意
味
を

も
つ
よ
う
な
社
会
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
三
一
五
）
辺
境
に
あ
る
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
都
市
が
内
も

外
も
守
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
自
己
を
守
れ
。

瞬
時
も
空
し
く
過
ご
す
な
。
時
を
空
し
く
過
ご
し
た
人
々
は

地
獄
に
堕
（
お
）
ち
て
、
苦
し
み
悩
む
。

「
自
己
を
守
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
現
代
人
が
し
て

い
る
よ
う
に
「
自
己
の
情
動
（
欲
望
・
情
緒
・
気
分

」
を
守
れ

）

と
い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
己

を
律
す
る
こ
と
を
守
れ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す

「
自
己
を
高
め

。

る
た
め
の
精
進
を
怠
る
な
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

自
己
を
高
め
る
た
め
に
は
、
①
戒
律
を
守
る
こ
と
、
②
冥
想
に

励
む
こ
と
、
③
智
慧
を
学
ぶ
こ
と
、
が
必
要
で
す
。

そ
う
す
る
た
め
に
は

「
瞬
時
も
空
し
く
過
ご
す
な
」
と
い
う

、

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
修
行
し
て
い
る
も
の
は
、
道
元
の
言
い
ま

す
よ
う
に
「
余
技
」
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

生
活
す
べ
て
が
修
行
の
た
め
な
の
で
す
。
そ
れ
が
、
只
管
打
坐
で

す
。
道
元
に
と
っ
て
は
、
坐
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
生
活
全
て

が
禅
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
生
活
禅
と
も
呼
べ
る
べ
き
も
の
と
言
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え
ま
す
。

現
代
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
坊
主
さ
え
も
が
高
級
外
車
に
乗
っ

て
、
夜
な
夜
な
「
夜
の
市
長
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
、
歓
楽
街
に

繰
り
出
し
て
遊
び
明
か
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
お
金

、

。

の
な
い
者
は

誰
か
に
た
か
っ
て
で
も
し
た
が
っ
て
い
る
の
で
す

坊
主
の
中
に
す
ら
そ
う
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
す
か
ら
、
一

般
の
人
に
至
っ
て
は
、
金
さ
え
あ
れ
ば
、
毎
日
で
も
「
時
を
空
し

く
過
ご
し
て

、
遊
び
回
り
た
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
生
活
が
楽

」

に
な
っ
て
、
い
ま
や
誰
も
が
時
間
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る
の
で
す

か
ら
。
そ
の
結
果
、
レ
ジ
ャ
ー
産
業
は
、
大
繁
盛
で
す
。

か
つ
て
、
論
語
で
は
「
小
人
閑
居
し
て
不
善
を
為
す
」
と
い
わ

れ
、
寸
暇
を
惜
し
ん
で
「
専
心
勤
労
」
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
と

同
時
に

「
質
素
倹
約
」
に
つ
と
め
ま
し
た
。
二
宮
尊
徳
は
そ
の

、

お
手
本
で
し
た
。

で
も
、
も
う
そ
ん
な
価
値
は
日
本
人
か
ら
喪
失
し
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
消
費
は
美
徳
と
ば
か
り
に
、
お
金
を
無
駄
遣
い
し
て
い

る
の
で
す
。

い
つ
も
気
に
な
る
こ
と
で
す
が
、
食
堂
で
注
文
し
て
お
き
な
が

ら
、
全
部
に
は
手
も
付
け
な
い
で
食
べ
残
す
人
が
、
な
ん
と
多
い

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
食
堂
従
業
員
は
、
そ
れ
を
惜
し
げ
も
な
く
残

飯
用
の
バ
ケ
ツ
に
入
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
光
景
を
見
て
い
ま
す

と
、
な
ん
と
も
っ
た
い
な
い
こ
と
よ
、
と
た
め
息
が
出
て
し
ま
い

ま
す
。
私
な
ど
は
、
残
っ
た
も
の
で
い
い
か
ら
、
安
く
払
い
下
げ

て
欲
し
い
の
に
、
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
昔
の
坊
主
の
托
鉢
行

は
、
そ
う
し
た
食
べ
残
し
や
余
り
物
を
頂
い
た
の
で
す
か
ら
（
で

も
今
で
は
、
坊
主
で
も
そ
ん
な
も
の
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
の
だ

と
思
う
の
で
す
が

。）

そ
れ
よ
り
も
、
そ
う
し
て
資
源
を
無
駄
に
し
て
い
た
ら
、
き
っ

と
罰
（
ば
ち
）
が
当
た
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
ぞ

「
小
人
閑

、

居
し
て
不
善
を
為
す
」
の
部
類
に
入
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
小
学
校
一
年
生
の
時
に
終
戦
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
当

時
は
、
飯
粒
を
一
粒
こ
ぼ
し
て
も
「
お
百
姓
さ
ん
に
申
し
訳
な
い

こ
と
を
す
る
な
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
た
ら
目
が
つ
ぶ
れ
る
、

拾
っ
て
食
べ
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。
学
校
へ
弁
当
を

も
っ
て
行
っ
て
も
、
ふ
た
の
飯
粒
か
ら
一
粒
ず
つ
箸
で
つ
ま
ん
で

食
べ
ま
し
た
。
な
に
せ
、
学
校
か
ら
帰
っ
て
も
、
お
や
つ
は
た
い

て
い
、
ふ
か
し
た
さ
つ
ま
芋
で
し
た
か
ら
、
米
の
ご
飯
は
と
て
も

お
い
し
か
っ
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
経
験
を
し
た
者
に
と
っ
て
、
物
を
粗
末
に
す
る
こ
と

は
、
と
て
も
悪
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
真

、

、

。

言
密
教
の
修
行
を
し
て
か
ら

余
計

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た

物
を
粗
末
に
す
る
こ
と
は
、
実
は
「
時
を
空
し
く
過
ご
す
」
こ
と

と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
物
が
、
時
間
を
か
け
て
作
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。



- 1 2 -

後
記

一
、
日
照
り
は
、
極
致
に
達
し
て
い
ま
す
。
今
年
三
月
に
植
え
変

え
た
松
が
、
半
分
以
上
枯
れ
て
き
て
い
ま
す
。
時
々
、
水
を
や
っ

て
い
た
の
で
す
が
、
焼
け
石
に
水
で
し
た
。
前
か
ら
生
え
て
い
た

、

、

。

大
き
な
松
さ
え
数
本
が

ま
つ
く
い
で
は
な
く

枯
れ
て
い
ま
す

、

。

、

作
物
に
は

発
動
機
付
き
の
ポ
ン
プ
で
散
水
し
て
い
ま
す

も
う

池
の
水
も
残
り
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
近
所
の
お
百
姓
さ
ん
に

聞
き
ま
す
と
、
こ
ん
な
こ
と
は
も
う
何
十
年
も
な
い
、
と
の
こ
と

で
す
。
異
常
気
象
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

二
、
先
月
号
の
随
筆
「
日
本
の
植
民
地
化
」
の
中
で
、
新
生
銀
行

を
旧
日
本
債
券
信
用
銀
行
と
書
き
ま
し
た
が
、
旧
日
本
長
期
信
用

銀
行
の
間
違
い
で
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
時
々
、

思
い
違
い
を
し
た
り
、
ケ
ア
ー
レ
ス
ミ
ス
を
お
か
し
ま
す
。
お
気

。

、

、

、

付
き
の
と
き
は
お
教
え
く
だ
さ
い

な
お

旧
日
債
銀
は

先
日

あ
お
ぞ
ら
銀
行
に
変
わ
り
ま
し
た
。

、

、

、

、

、

、

三

畑
の
作
物
で
す
が

人
参

ネ
ギ

ニ
ラ
の
花
芽

オ
ク
ラ

な
ど
毎
日
の
よ
う
に
収
穫
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
八
月
末
に
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
種
を
植
え
ま
し
た
。
ま
た
、
試
し
に
さ
つ
ま
芋
を
掘

っ
て
み
ま
し
た
が
、
結
構
、
大
き
い
の
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。

四
、
九
月
四
日
に
、
わ
が
大
学
の
学
校
教
育
実
践
セ
ン
タ
ー
紀
要

に

「
現
代
民
主
主
義
の
欠
陥
と
そ
の
克
服

自
己
・
他
己
双

、

―

対
理
論
に
よ
る
検
討

」
と
題
し
て
論
文
を
提
出
し
ま
し
た
。

―

内
容
は
、
今
年
の
五
月
号
に
載
せ
ま
し
た
「
な
ぜ
日
本
の
首
相
は

軽
い
の
か
」
に
、
少
し
書
き
足
し
た
も
の
で
す
。
書
き
足
し
ま
し

た
一
番
大
き
な
点
は
、
現
在
、
日
本
が
あ
ら
ゆ
る
部
面
で
崩
壊
現

象
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
点
で
す
。
経
済
、
政
治
、

家
庭
、
農
業
、
学
校
、
大
学
、
倫
理
・
道
徳
な
ど
に
お
け
る
崩
壊

現
象
で
す
。
ま
た
、
研
究
生
の
清
重
友
輝
君
が
、
私
と
小
川
敦
君

と
連
名
（
全
て
の
論
文
が
連
名
）
で

「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け

、

」

、

、

。

る
民
主
制
終
焉
の
理
由

と
題
し
て

同
様
に

提
出
し
ま
し
た

ま
た
、
小
川
君
も
「
学
習
障
害
児
の
教
育
を
効
果
的
に
す
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
研
究

学
習
障
害
に
関
す
る
心
理
学

―

的
、
教
育
学
的
、
哲
学
的
考
察

」
と
題
し
て
提
出
し
ま
し
た
。

―

月
刊

平
成
十
二
年
九
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
一
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

九
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
二
九
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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