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一
　
文
意
の
把
握
と
文
の
組
み
立
て
方

　
文
は
、

び
出
し
、

そ
の
点
で
、

だ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、
文
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
意
味
を
考
え
る
場
合
に
も
、
尊
重

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
の
意
味
も
そ
の
文
を
構
成
し
て
い
る
単
語
の
意

味
だ
け
で
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
連
結
の
仕
方
一
文
の
組
み
立
て

方
一
も
文
意
の
形
成
に
与
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
情
が
端
的
に
窺
え
る
の
は
、
文
意
が
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
、
い
わ

ゆ
る
二
義
文
で
あ
る
。

　
　
①
渡
辺
飛
事
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
追
い
か
け
た
。

　
①
の
例
は
二
義
文
の
例
と
し
て
し
ぼ
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
文
で

は
、
「
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
」
い
る
の
を
「
賊
」
と
す
る
解
釈
A
と
、
「
渡
辺
刑

事
」
だ
と
す
る
解
釈
B
と
が
、
同
時
に
成
立
す
る
。
そ
う
し
て
、
両
解
釈
に
お

け
る
文
意
の
違
い
は
、
文
の
組
み
立
て
方
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

1

一
定
の
意
味
を
表
す
単
語
（
及
び
そ
れ
に
類
す
る
単
位
）
を
適
宜
選

そ
れ
を
文
法
に
従
っ
て
連
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
作
ら
れ
る
。

　
文
の
直
接
の
構
成
要
素
は
単
語
と
文
法
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

　
例
え
ば
、
解
釈
A
の
場
合
、
「
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
」
は
「
逃
げ
出
し

（
た
）
」
に
係
る
連
用
修
飾
成
分
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
「
逃
げ
出
し
た
し
の

部
分
は
連
体
修
飾
成
分
と
し
て
「
賊
」
に
係
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
部
分
の
係

り
受
け
の
関
係
は
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
点
だ
け
に
限
っ
て
図
示
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
v
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一

　
　
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
　
逃
げ
出
し
た
　
賊

の
よ
う
に
な
る
。

　
「
渡
辺
刑
事
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
賊
し
を
「
追
い
か
け
た
」
の
だ
か
ら
、

こ
の
文
全
体
の
係
り
受
け
の
関
係
ぱ
、
次
の
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
∀
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・
　
T

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
v
　
T

　
　
渡
辺
刑
事
は
　
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
　
逃
げ
出
し
た
　
賊
を
　
追
い
か
け
た
。

　
｝
方
、
解
釈
B
で
は
、
「
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
し
は
、
「
追
い
か
け
た
」
の
部

分
と
と
も
に
、
「
渡
辺
刑
事
は
」
の
述
語
に
な
っ
て
い
る
。
「
血
ま
み
れ
に
な
っ

た
」
の
も
「
逃
げ
出
し
た
賊
を
追
い
か
け
た
」
の
も
、
「
渡
辺
刑
事
し
な
の
で

あ
る
。
こ
の
関
係
を
解
釈
A
の
場
合
に
倣
っ
て
図
示
す
る
と
、

∀

渡
辺
刑
事
は
　
血
ま
み
れ
に
な
っ
て

　
　
　
　
・
　
丁

逃
げ
出
し
た
賊
を

爪追
い
か
け
た
。
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の
よ
う
に
な
る
。

　
即
ち
、
二
義
文
で
は
、
文
構
造
が
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
文
意

も
二
通
り
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
文
の
組
み
立
て
方
の
違
い
が
A
・
B
二
様
の

解
釈
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
2

　
文
意
が
二
通
り
に
解
釈
で
き
る
文
は
①
の
例
以
外
に
も
少
な
く
な
い
が
、
そ

れ
ら
の
例
で
も
、
明
ら
か
に
文
構
造
の
相
違
が
文
意
を
左
右
し
て
い
る
。

　
　
②
太
郎
は
次
郎
の
よ
う
に
速
く
走
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
解
釈
A
　
次
郎
ほ
ど
速
く
走
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
太
郎
は
　
次
郎
の
よ
う
に
　
速
く
走
る
こ
と
は
　
で
き
な
い
。

解
釈
B
　
次
郎
と
同
様
に
、
速
く
走
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
。

　
　
　
太
郎
は
　
次
郎
の
よ
う
に
　
速
く
走
る
こ
と
は
　
で
き
な
い
。

③
花
子
は
学
校
に
本
を
忘
れ
て
出
掛
け
た
。

　
解
釈
A
　
学
校
に
本
を
忘
れ
て
、
そ
れ
を
取
り
に
（
あ
る
い
は
ど
こ
か

　
　
　
　
　
へ
）
出
掛
け
た
、
と
い
う
意
味
。

　
　
　
ー
ー
ー
Ψ
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す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
花
子
は
　
学
校
に
　
本
を
　
忘
れ
て
　
出
掛
け
た
。

解
釈
B
　
自
分
の
家
か
ど
こ
か
に
本
を
忘
れ
て
、
学
校
へ
出
掛
け
た
、

　
　
　
　
と
い
う
意
味
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
花
子
は
　
学
校
に
　
本
を
　
忘
れ
て
　
出
掛
け
た
。

　
従
っ
て
、
二
義
文
で
も
、
語
順
を
入
れ
替
え
た
り
読
点
で
文
構
造
を
國
定
し

た
り
す
る
と
、
文
意
も
安
定
す
る
よ
う
に
な
る
。
語
順
や
読
点
に
よ
っ
て
文
構

造
が
固
定
さ
れ
る
か
ら
一
二
通
り
の
組
み
立
て
方
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら

　
　
、
文
意
に
揺
れ
が
生
じ
る
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
①
の
例
を
④
⑤
の
よ
う
に
改
め
る
と
、
文
意
も
解
釈
A
以
外
に
は

考
え
ら
れ
な
く
な
る
。

　
　
④
渡
辺
刑
事
は
、
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
、
追
い
か
け
た
。

　
　
⑤
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
、
渡
辺
刑
事
は
追
い
か
け
た
。

　
④
に
つ
い
て
醤
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
「
渡
辺
飛
事
は
」
の
後
と
「
血
ま
み
れ

に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
」
の
後
の
読
点
で
、
そ
の
二
箇
所
に
意
味
の
切
れ

虞
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
文
の
構
造
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∀
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

　
　
④
渡
辺
潮
事
は
、
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
　
逃
げ
出
し
た
賊
を
、
追
い
か
け
た
。

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ぽ
、
「
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
」
の
部
分
は

「
逃
げ
出
し
た
賊
を
」
に
続
く
と
考
え
る
外
は
な
く
、
「
渡
辺
刑
事
が
　
血
ま

み
れ
に
な
っ
て
追
い
か
け
た
」
と
解
釈
す
る
余
地
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
同
じ
く
①
の
例
を
⑥
⑦
の
よ
う
に
改
め
た
場
合
は
、
文
意
も
解
釈
B

で
安
定
す
る
。

　
　
⑥
渡
辺
刑
事
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
、
逃
げ
出
し
た
賊
を
、
追
い
か
け

二
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た
。

　
　
⑦
逃
げ
出
し
た
賊
を
、
渡
辺
刑
事
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
追
い
か
け
た
。

例
え
ば
⑦
で
は
、
「
逃
げ
出
し
た
賊
を
」
の
後
に
読
点
が
打
た
れ
て
い
て
、

こ
こ
で
区
切
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
し
、
後
続
部
は
「
渡
辺
刑
事
は
　
血
ま
み

れ
に
な
っ
て
　
追
い
か
け
た
」
と
続
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
文
構
造
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
∀
　
　
　
A

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
V
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
・
T
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
丁

⑦
逃
げ
出
し
た
賊
を
、
渡
辺
飛
雲
は
　
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
　
追
い
か
け
た
。

と
考
え
る
外
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
「
血
ま
み
れ
に
な
っ
た
」
の
は

「
渡
辺
刑
事
」
以
外
に
は
あ
り
え
ず
、
「
賊
が
　
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
逃
げ
出

し
た
」
と
解
釈
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
3

　
以
上
の
事
実
は
、
文
意
の
掘
握
に
文
構
造
が
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
か

を
教
え
て
く
れ
る
。
文
が
需
語
生
活
の
基
本
的
な
単
位
と
さ
れ
て
い
る
通
り
、

私
た
ち
は
、
何
か
を
表
現
す
る
に
し
て
も
、
誰
か
の
言
葉
を
理
解
す
る
に
し
て

も
、
文
を
単
位
と
し
て
そ
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
だ
が
、
文

意
を
正
確
に
把
握
す
る
に
は
、
そ
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
単
語
の
意
味
を
知

っ
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
文
が
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い

る
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
単
語
と
文
構
造
と
が
金
く
別
個
の
存
在
で
は
な
い
こ
と
も
、
弁
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
単
語
は
文
構
造
に
関
与
し
、
そ
の
点
で
両
者
は
分
ち
が

た
い
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
「
ゆ
っ
く
り
」
で
は
、
「
ゆ
っ
く
り
　
歩
く
」
と
い
う
結
び
付
き
ば

普
通
に
見
ら
れ
る
が
、
「
ゆ
っ
く
り
　
山
」
と
い
う
結
び
付
き
ば
あ
り
得
な
い
。

そ
れ
は
、
「
ゆ
っ
く
り
」
と
い
う
単
語
の
意
味
が
「
動
作
や
作
用
の
進
行
が
緩

着
な
様
子
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
て
、
「
歩
く
」
の
動
作
の
意
味
と
は
密
接

な
関
係
を
持
つ
が
、
「
山
」
の
持
つ
物
質
の
意
味
と
は
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
即
ち
、
「
ゆ
っ
く
り
」
と
い
う
単
語
の
意
味
が
、
「
歩
く
」
と
は
結
び
付
き

「
山
」
と
は
結
び
付
か
な
い
と
い
う
単
語
相
互
の
結
び
付
き
、
つ
ま
り
文
構
造

に
お
け
る
役
割
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〈
注
∀
　
こ
の
聞
の
事
情
は
、
渡
辺
実
氏
「
国
語
構
文
論
」
（
昭
和
四
六
年
九
月
、

　
　
　
　
塙
書
房
）
に
詳
し
い
。
渡
辺
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
、
単
語
が
そ
の
意
味
の

　
　
　
　
性
質
に
よ
っ
て
具
備
し
て
い
る
文
構
成
上
の
役
割
を
、
「
構
文
的
職
能
」

　
　
　
　
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
が
、
俗
に
「
単
語
の
用
法
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
こ
の
「
役
回
」
を
単
一
の
使
わ
れ
方
と
い
う
観
点
か
ら
言
い
表
し
た
も
の

　
　
　
　
に
外
な
ら
な
い
。

　
そ
の
点
で
、
文
を
組
み
立
て
る
こ
と
だ
け
で
言
え
ば
、
単
語
の
意
味
と
機
能

（
用
法
）
を
知
っ
て
い
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
単
語
を
そ
の
意
味
と
機
能

（
用
法
）
に
忠
実
に
連
結
し
さ
え
ず
れ
ば
、
文
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
で
き
る

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
翻
っ
て
文
意
の
把
握
に
つ
い
て
言
え
ば
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
で
は

お
ぼ
つ
か
な
い
。
単
語
の
機
能
（
用
法
）
と
は
、
意
味
連
結
の
可
能
性
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
文
で
の
意
味
連
結
と
は
劉
の
存
在
だ
か
ら

で
あ
る
。
右
に
挙
げ
た
「
ゆ
っ
く
り
」
で
も
、
機
能
上
は
「
歩
く
」
に
も
「
進

む
」
に
も
係
り
得
る
が
、
現
実
の
、
例
え
ば
「
ゆ
っ
く
り
歩
き
、
進
む
」
「
ゆ

っ
く
り
進
み
、
歩
く
」
で
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
係
る
し
か
な
い
。
そ
う
し
て
、

実
際
に
ど
ち
ら
に
係
っ
て
い
る
か
は
、
現
実
の
文
で
の
係
り
受
け
、
つ
ま
り
は

そ
の
文
の
組
み
立
て
方
を
辿
る
以
外
、
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。

子筏
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前
節
で
取
り
上
げ
た
二
義
文
は
、
こ
の
事
情
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
例

え
ば
、

　
　
①
渡
辺
刑
事
は
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
逃
げ
出
し
た
賊
を
追
い
か
け
た
。

の
例
は
、
単
語
の
意
味
・
機
能
（
用
法
）
に
関
し
て
は
、
何
ら
問
題
は
な
い
。

ど
の
単
語
も
、
そ
の
意
味
と
用
法
に
合
っ
た
使
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
文
が
二
様
の
文
意
を
表
し
得
る
の
は
、
「
渡
辺
瑚
事

は
扁
の
部
分
が
、
そ
の
意
味
・
用
法
だ
け
か
ら
は
、
「
追
い
か
け
た
」
に
も

「
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
」
に
も
係
り
得
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

の
文
の
文
意
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
単
語
の
意
味
・
機
能
と
い
う
観
点
を
越

え
て
、
文
全
体
の
組
み
立
て
方
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
初

め
て
、
解
釈
A
の
よ
う
に
「
追
い
か
け
た
」
だ
け
に
係
る
の
か
、
解
釈
B
の
よ

う
に
「
血
ま
み
れ
に
な
っ
て
」
に
も
係
る
の
か
が
、
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。

　
念
の
た
め
に
雷
え
ぽ
、
勿
論
、
文
意
の
理
解
は
こ
れ
で
十
分
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
文
は
普
通
文
章
（
談
話
）
と
い
う
連
結
体
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
文

意
の
理
解
に
も
文
脈
上
の
要
因
を
正
し
く
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
実

際
の
言
語
行
為
で
は
、
表
現
者
の
心
理
的
要
因
そ
の
他
、
そ
の
表
現
が
形
作
ら

れ
る
現
場
で
の
場
面
的
要
因
が
文
の
意
味
に
も
大
き
く
作
用
す
る
か
ら
、
そ
れ

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
極
端
な
場
合
、
「
今
日
は
暑

い
な
あ
」
と
い
う
雷
葉
が
、
「
窓
を
開
け
て
欲
し
い
扁
と
い
う
欲
求
を
意
味
し

て
い
る
こ
と
す
ら
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
文
の
組
み
立
て
方
の
重
要
性
が
低
く
な
る
わ

け
で
は
決
し
て
な
い
。
文
章
（
談
話
）
が
文
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ

る
以
上
、
文
の
組
み
立
て
ば
総
て
の
榎
町
行
為
の
基
盤
だ
と
雷
っ
て
よ
い
。
文

の
組
み
立
て
方
を
知
ら
な
け
れ
ば
（
単
語
の
意
味
は
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
）
、

文
脈
や
場
面
的
要
因
を
読
み
取
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

二
　
文
意
の
把
握
と
不
整
文

　
　
　
　
1

　
実
際
の
需
語
生
活
で
は
、
文
の
構
造
が
問
題
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
か
ら
、
私
た
ち
は
文
の
構
造
に
特
に
注
意
し
た
り
は
し
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
現
実
に
私
た
ち
が
読
み
書
き
し
て
い
る
文
に
は
、
文
構
造
に
乱
れ
の
あ
る

文
（
U
不
整
文
）
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
は
例
外
な
く

文
意
の
不
明
瞭
さ
に
直
結
し
て
い
る
。
文
構
造
に
乱
れ
の
あ
る
文
で
は
、
そ
の

文
で
何
が
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
正
確
に
は
把
握
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
の
例
は
、
卒
業
論
文
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
で
発
表
当
時
話
題
に
な
っ
た

小
説
の
一
節
で
あ
る
が
、
第
二
文
に
は
文
意
に
混
乱
が
あ
る
。

　
　
⑧
つ
き
つ
め
て
い
え
ぽ
、
男
本
来
が
持
っ
て
い
る
生
理
的
な
単
純
さ
が
う

　
　
　
ら
や
ま
し
い
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
単
純
さ
は
自
分
の
性

　
　
　
欲
さ
え
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
男
で
あ

　
　
　
る
か
ら
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
（
見
延
典
子
「
も
う
頬
づ
え
は
っ
か
な
い
」
講
談
社
、
二
八
頁
）

　
第
二
文
の
構
造
は
、

そ
の
単
純
さ
は
　
自
分
の
性
欲
さ
え
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
素
直
に
文
意
を
辿
る
限
り
、
「
（
男
の
）
単
純

さ
」
が
「
自
分
の
性
欲
」
を
「
口
に
す
る
（
こ
と
が
で
き
る
）
」
と
解
釈
す
る

P｝尋
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し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
が
、
「
単
純
さ
」
が
「
自
分
の
性
欲
を
口
に
す
る
」
こ
と
な
ど
、
現
実
に
は

あ
り
得
な
い
。
恐
ら
く
作
者
は
こ
の
文
で
、
「
男
は
、
そ
の
生
理
的
な
単
純
さ

故
に
、
自
分
の
性
欲
さ
え
も
ス
ト
レ
；
ト
に
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
あ

る
い
は
「
男
の
生
理
的
な
単
純
さ
と
い
う
の
は
、
自
分
の
性
欲
さ
え
も
ス
ト
レ

ー
ト
に
鷺
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
の
だ
」
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
原
文
の
ま
ま
で
は
、
文
意
の
正
確
な
把
握
は
不

可
能
で
あ
る
。

　
次
の
例
は
随
筆
的
な
論
説
文
の
書
き
出
し
の
文
で
あ
る
が
、
や
は
り
組
み
立

て
方
に
無
理
が
あ
る
。

　
　
⑨
む
か
し
か
ら
な
ん
と
な
く
気
に
な
る
町
が
あ
り
ま
し
て
、
命
懸
の
南
部

　
　
　
の
八
戸
で
す
。

　
　
　
　
（
司
馬
遼
太
郎
「
歴
史
の
世
界
か
ら
」
中
公
文
庫
、
一
三
二
頁
）

　
こ
の
文
は
読
点
で
二
つ
の
部
分
に
区
切
ら
れ
て
い
る
が
、
前
半
部
は
「
（
私

に
は
）
む
か
し
か
ら
な
ん
と
な
く
気
に
な
る
町
が
あ
り
ま
し
て
」
と
い
う
こ
と

で
、
「
私
」
に
つ
い
て
の
叙
述
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
半
部
は

「
（
そ
れ
は
）
菓
北
の
南
部
の
八
戸
で
す
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
「
な
ん
と
な

く
気
に
な
る
町
」
に
つ
い
て
の
叙
述
だ
と
考
え
る
外
は
な
い
。

　
前
半
部
に
従
え
ば
、
後
半
部
も
、
「
折
に
触
れ
て
そ
の
町
の
こ
と
を
調
べ
て

い
ま
し
た
し
と
か
、
「
そ
こ
を
今
回
思
い
切
っ
て
訪
ね
て
み
ま
し
た
」
と
か
、

「
私
」
に
つ
い
て
の
叙
述
が
続
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、
「
…
…
て
」
と
あ

る
だ
け
で
「
晦
」
の
叙
述
に
移
っ
て
い
る
か
ら
、
違
和
感
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
随
筆
の
書
き
方
か
ら
見
る
と
、
恐
ら
く
作
者
は
会
話
体
で
語
り
掛
け
る
文

体
で
書
き
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
日
常
会
話
に
は
こ
の
種
の
文
も
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
詳
細
は
省
略
に
従
う
が
、
接
続
助
詞
「
て
」
で
こ
の

よ
う
な
二
つ
の
叙
述
を
繋
ぐ
こ
と
に
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
。

　
次
の
例
は
、
ロ
ッ
キ
ー
ド
裁
判
で
裁
判
所
が
コ
…
チ
ャ
ン
等
の
証
雷
に
責
任

免
除
の
保
証
を
与
え
た
こ
と
を
批
判
し
た
文
章
の
一
節
で
あ
る
が
、
文
構
造
に

不
明
な
点
が
多
く
、
文
意
の
把
握
が
極
め
て
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
⑩
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
拡
大
解
釈
と
言
え
ば
毒
あ
た
り
が
よ
い
が
、
法
の
運
用

　
　
　
に
前
例
が
な
か
っ
た
り
、
歴
然
と
し
た
法
の
趣
旨
か
ら
の
逸
脱
が
見
ら

　
　
　
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
渡
部
昇
一
「
萬
犬
虚
に
吠
え
る
」
文
芸
春
秋
社
、
二
三
〇
頁
）

　
ま
ず
、
「
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
　
拡
大
解
釈
（
と
言
え
ば
）
」
と
い
う
係
り
受
け
が
、

理
解
し
が
た
い
。
こ
こ
は
、
「
ギ
リ
ギ
婆
ま
で
　
拡
大
解
釈
し
た
」
の
よ
う
に

連
用
修
飾
関
係
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
か
、
「
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
の

拡
大
解
釈
（
だ
ご
の
よ
う
に
連
体
修
飾
関
係
に
す
る
か
、
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
文
は
読
点
で
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
三
者
の
結
び
付
き

に
も
混
乱
が
認
め
ら
れ
る
。
前
二
者
の
末
尾
が
「
が
」
と
「
た
り
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
見
て
、
三
者
の
関
係
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∀

…
…
耳
あ
た
り
が
よ
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
前
例
が
な
か
っ
た
り
、

…
…
逸
脱
が
見
ら
れ
る
。

の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
第
二
・
第
三
の
部
分
の
関
係
が
「
…
…

前
例
が
な
か
っ
た
り
、
…
…
逸
脱
が
見
ら
れ
る
」
で
は
お
か
し
い
。
「
た
り
」

で
繋
ぐ
の
な
ら
、
第
三
の
部
分
も
「
：

て
は
な
ら
な
い
。

・
…
逸
脱
が
見
ら
れ
た
り
す
る
し
で
な
く

ヨ〔【9
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そ
の
上
、
第
一
の
部
分
と
第
二
・
第
三
の
部
分
と
の
問
に
、
意
味
関
係
の
ず

れ
が
生
じ
て
い
る
。
第
一
の
部
分
は
、

　
　
（
保
証
を
与
え
た
の
は
）
　
　
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
（
の
）
拡
大
解
釈
（
だ
）

と
い
う
主
格
主
題
の
結
び
付
き
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
二
・
第
三
の
部
分
は

　
　
（
保
証
を
与
え
た
の
に
は
）
　
法
の
運
用
に
前
例
が
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
の
趣
旨
か
ら
の
逸
脱
が
見
ら
れ
る

と
い
う
位
格
主
題
の
結
び
付
き
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
部
分
を

そ
の
ま
ま
結
び
付
け
て
い
る
か
ら
、
こ
の
文
は
ま
す
ま
す
分
り
に
く
く
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
2

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
現
実
に
は
不
整
文
は
予
想
以
上
に
多
い
。
と
す
る

と
、
そ
の
分
私
た
ち
は
文
意
不
明
に
よ
る
害
を
被
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
れ
で
い
て
私
た
ち
は
特
に
支
障
を
来
た
し
て

い
な
い
。

　
恐
ら
く
そ
れ
は
、
実
際
の
言
語
生
活
で
は
、
例
え
不
整
文
で
あ
っ
て
も
、
前

後
の
文
脈
で
お
お
よ
そ
の
文
意
を
摺
浴
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
は
な
い
か
ら
で

あ
ろ
う
。
前
項
で
取
り
上
げ
た
例
も
そ
う
だ
が
、
前
で
ど
ん
な
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
後
に
ど
う
続
い
て
い
く
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
で
何
を
雷
っ
て
い
る
か
、

何
と
な
く
分
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
勿
論
そ
れ
は
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
言
語
生

活
に
は
、
大
体
の
こ
と
が
分
れ
ば
い
い
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
も
少
な
く
な
い

が
、
正
確
さ
が
要
求
さ
れ
る
場
合
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
纏
っ
た

文
章
を
書
い
た
り
、
重
要
な
文
書
を
読
ん
だ
り
す
る
時
な
ど
は
、
文
構
造
に
ま

で
注
意
を
払
わ
な
い
と
、
ど
う
し
て
も
不
正
確
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
何
よ
り
、

組
み
立
て
の
整
わ
な
い
文
で
考
え
る
の
で
は
、
考
え
そ
の
も
の
が
曖
昧
に
な
っ

て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。

　
し
か
し
て
、
必
要
な
時
に
正
確
な
文
で
考
え
る
た
め
に
は
、
き
ち
ん
と
整
っ

た
文
を
組
み
立
て
、
不
整
文
を
見
分
け
る
能
力
を
普
段
か
ら
保
有
し
て
い
る
必

要
が
あ
る
。
普
段
は
ど
う
で
も
い
い
、
と
い
う
よ
う
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
単
語
の
意
味
が
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
る
場
合
、
じ
っ
く
り
と
文
脈
を
追

　
　
わ
な
く
て
も
、
あ
て
ず
っ
ぽ
う
で
「
こ
ん
な
意
味
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

　
　
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
や
り
方
だ
と
、
や
さ
し
い
英
文
で
も
意

　
　
味
の
解
釈
が
正
確
に
で
き
な
い
の
だ
。
や
は
り
入
念
に
文
脈
を
追
う
生
徒

　
　
だ
け
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
解
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
渡
部
昇
一
「
知
的
生
活
の
方
法
」
講
談
社
現
代
新
書
、
一
二
頁
）

　
右
は
、
英
文
解
釈
に
つ
い
て
、
そ
れ
も
主
と
し
て
文
と
文
と
の
意
味
関
係
に

つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
が
、
文
の
組
み
立
て
方
に
お
い
て
も
事
情
は
何
ら
変
ら

な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
最
近
の
日
本
入
は
言
語
能
力
が
低
下
し
て
い
る
、
と
い
う
声
を
時
折
耳
に
す

る
。
若
い
人
た
ち
の
文
章
力
の
低
さ
は
、
祉
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た

り
も
し
て
い
る
。
そ
こ
で
多
く
問
題
に
さ
れ
る
の
は
漢
字
力
や
語
彙
力
の
不
足

で
あ
る
が
、
文
の
組
み
立
て
方
も
当
然
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

　
言
葉
の
基
本
的
な
…
機
能
は
思
考
と
伝
達
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
…
機

能
を
十
分
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
思
考
・
伝
達
の
基
本
的
な
単
位
た
る
文
を

正
確
に
組
み
立
て
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
事
情
は
、
衰
現
行
為
に

お
い
て
も
理
解
行
為
に
お
い
て
も
何
ら
変
り
は
な
い
。
理
解
行
為
に
つ
い
て
は

改
め
て
雷
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
行
為
に
お
い
て
も
私
た
ち
は
、

ンく
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自
分
の
雷
お
う
と
す
る
こ
と
を
文
と
い
う
単
位
で
把
握
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る

外
は
な
い
。
そ
れ
が
文
章
と
し
て
確
か
に
把
握
さ
れ
て
初
め
て
、
話
の
展
開
や

統
一
と
い
っ
た
文
意
レ
ベ
ル
で
の
操
作
も
行
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

三
　
文
法
教
育
と
文
構
造
の
図
示

　
　
　
　
1

　
し
か
し
な
が
ら
、
文
の
組
み
立
て
方
が
問
題
に
な
る
の
は
、
何
よ
り
国
語
教

育
に
お
い
て
で
あ
る
。
既
に
一
応
の
言
語
能
力
を
持
っ
て
い
る
大
人
と
は
違
っ

て
、
子
供
た
ち
は
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
身
に
付
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
雷
語
能

力
は
毎
日
の
生
活
の
中
で
自
然
に
身
に
付
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で

は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
、
そ
れ
を
計
画
的
・
組
織
的
に
身
に
付
け
さ

せ
る
の
が
義
務
教
育
で
の
国
語
教
育
な
の
で
あ
る
。

　
子
供
た
ち
の
書
い
た
文
章
を
読
ん
で
い
る
と
、
「
僕
の
将
来
の
夢
は
、
野
球

選
手
に
な
り
た
い
で
す
」
な
ど
と
い
っ
た
、
首
尾
一
貫
し
な
い
文
が
多
い
こ
と

に
気
付
か
さ
れ
る
。
文
を
正
し
く
組
み
立
て
る
能
力
が
、
明
ら
か
に
不
足
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
正
確
に
表
現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
そ
れ
以
前
に
、
思
い
を
巡
ら
し
た
り
考
え
た
り
す
る

こ
と
自
体
、
正
確
に
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
正
し
、
文
の
正
し
い
組
み
立
て
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る

こ
と
こ
そ
、
文
法
教
育
の
使
命
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
文
法
教
育
と
は
、
文
の
組

み
立
て
方
に
お
け
る
決
ま
り
、
つ
ま
り
文
法
を
習
得
さ
せ
、
文
の
正
し
い
組
み

立
て
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
従
来
の
文
法
教
育
は
、
そ
の
使
命
を
十
分
に
果
し
て
い
る
と
は
言

い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
に
は
、
従
来
と
も
す
れ
ぽ
品
詞
中
心
の
語
彙

的
教
育
に
終
始
し
が
ち
で
、
文
を
正
し
く
組
み
立
て
る
能
力
に
結
び
付
い
て
い

る
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
日
本
語
に
ど
ん
な
品
詞
が
あ
り
、

助
詞
・
助
動
詞
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
、
活
用
語
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
語
形

変
化
す
る
か
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、
文
法
の
習
得
に
全
く
役
立
た
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
は
困
る
。
従
来
の
文
法
教
育
の
よ
う
に
品
詞

論
的
な
知
識
の
習
得
に
止
ま
っ
て
い
て
は
、
表
現
行
為
に
も
理
解
行
為
に
も
役

立
ち
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
文
法
教
育
は
あ
く
ま

で
も
、
文
の
組
み
立
て
方
の
決
ま
り
を
知
り
、
正
し
い
組
み
立
て
方
を
身
に
付

け
る
た
め
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
文
法
教
育
の
教
育
内

容
も
、
旧
来
の
い
わ
ゆ
る
学
校
文
法
か
ら
脱
却
し
て
、
文
の
組
み
立
て
方
を
中

心
と
し
た
も
の
に
改
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
現
在
の
学
校
文
法
は
、
品
詞
論
に
重
点
が
置
か
れ
す
ぎ
て
い
る
。
も
っ
と

　
　
文
論
が
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
活
用
形
や
活
用
の
種
類
の
学
習

　
　
が
何
の
役
に
立
つ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

　
　
（
北
原
保
雄
氏
「
言
語
教
育
の
あ
り
方
」
（
「
応
用
言
語
学
講
座
1
」
一
三

　
　
頁
）
）

　
　
　
　
2

　
学
校
文
法
も
、
近
年
徐
々
に
文
構
造
を
重
視
す
る
方
向
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。

だ
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
学
校
文
法
そ
の
も
の
の
急
激
な
変
化
に
は
多
く
の

困
難
も
予
想
さ
れ
る
か
ら
、
し
ぼ
ら
く
は
現
在
の
枠
組
み
に
あ
る
程
度
従
っ
た

上
で
、
文
法
教
育
の
目
的
に
添
っ
た
方
法
を
工
夫
す
る
外
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

う
し
て
、
そ
れ
に
は
、
文
の
組
み
立
て
方
を
明
確
に
掘
握
す
る
手
立
て
を
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
眼
で
見
る
形
と
し
て
文
の
組
み
立
て
方
を
明
示

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
図
示
の
方
法
で
あ
る
。
図
示
す
れ
ぽ
、
意
味
相
互
の
係
り

受
け
の
関
係
も
一
群
瞭
然
で
、
何
よ
り
確
実
な
手
掛
り
に
な
る
。
そ
の
上
で
、

そ
の
よ
う
に
図
示
す
べ
き
理
由
や
、
図
示
だ
け
で
は
分
り
に
く
い
と
こ
ろ
な
ど

を
説
明
す
れ
ぽ
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
図
示
と
説
明
が
互
い
の
欠
を
補
い
合
う

こ
と
に
な
っ
て
、
よ
り
容
易
に
子
供
た
ち
は
理
解
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

文
は
、
意
味
相
互
の
結
び
付
き
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
び

付
き
ば
何
段
階
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
意
味

相
互
の
関
係
と
い
う
、
ど
う
し
て
も
微
妙
な
部
分
を
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の

で
も
あ
る
。

　
文
の
組
み
立
て
方
を
理
解
す
る
作
業
は
、
そ
の
よ
う
な
階
層
性
を
持
っ
た
複

雑
な
結
び
付
き
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
器
葉

だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
稿
で
も
二
義
文
や
不
整

文
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
、
図
示
し
た
上
で
説
明
す
る
方
法
を
用
い
た
が
、
そ

れ
を
言
葉
だ
け
で
説
明
し
た
ら
相
諸
長
い
説
明
に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
そ
の
説
明
は
、
ひ
ど
く
込
み
入
っ
た
も
の
に
な
っ
て
、
か
え
っ
て

理
解
し
に
く
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
ま
し
て
や
、
文
法
教
育
の
相
手
は
義
務
教
育
期
の
子
供
た
ち
で
あ
る
。
理
解

す
る
ど
こ
ろ
か
、
恐
ら
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
気
さ
え
失
な
っ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
っ
と
も
、
文
構
造
の
図
示
は
決
し
て
目
新
し
い
工
夫
で
は
な
い
。
文
法
研

究
者
の
間
で
は
古
く
か
ら
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
き
た
し
、
構
文
論
的
研
究
が

盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
は
重
要
な
方
法
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

周
知
の
通
り
、
学
校
文
法
に
も
部
分
的
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
、
文
構
造
の
図
示
法
は
、
ま
だ
方
法
と
し
て
整
備

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
現
段
階
で
は
、
大
半
は
特
定
の
部
分
だ
け
の
図

示
に
止
ま
っ
て
い
る
し
、
種
々
様
々
な
文
の
総
て
の
組
み
立
て
方
を
、
段
階
を

追
っ
て
文
全
体
と
し
て
図
示
で
き
る
も
の
に
は
成
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
図
示
法
そ
の
も
の
も
、
研
究
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
、
ま
だ
統
一
さ

れ
た
図
示
法
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

　
し
か
し
て
、
文
構
造
を
図
示
す
る
方
法
の
整
備
は
、
文
法
教
育
に
お
け
る
緊

急
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
先
に
も
触
れ
た
通
り
、
根
本
的

に
は
教
育
内
容
そ
の
も
の
が
文
構
造
中
心
の
文
法
論
に
改
め
ら
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
し
、
図
示
法
も
そ
れ
に
伴
っ
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

図
示
法
の
整
備
は
現
時
点
で
も
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
し
、
現
在
の
文
法
教

育
を
役
に
立
つ
も
の
に
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
〈
注
〉
　
現
蒔
点
で
は
、
教
育
内
容
、
図
示
と
も
に
、
北
原
保
雄
氏
の
考
え
方
が

　
　
　
　
最
も
実
用
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
「
日
本
語
の
文
法
」
（
「
日
本
語
の
世
界

　
　
　
　
第
六
巻
」
昭
和
五
六
年
、
中
央
公
論
社
）
、
「
日
本
語
文
法
の
焦
点
」
（
昭

　
　
　
　
和
五
九
年
、
教
育
出
版
）
な
ど
。

　
　
　
　
3

　
文
法
の
授
業
は
面
白
く
な
い
、
と
い
う
声
を
し
ぼ
し
ぼ
耳
に
す
る
。
国
語
学

を
専
攻
す
る
学
生
や
国
語
教
師
を
目
指
す
学
生
た
ち
に
尋
ね
て
も
、
同
様
で
あ

る
。
そ
れ
が
元
で
国
語
の
授
業
が
嫌
い
に
な
っ
た
、
と
い
う
学
生
す
ら
い
る
。

ご
く
少
数
は
面
白
い
授
業
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
が
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る

こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
理
由
は
、
お
お
よ
そ
二
つ
に
纏
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
専
ら
記
憶
さ
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せ
ら
れ
る
こ
と
ぽ
か
り
で
考
え
る
楽
し
さ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
と
、
そ
う
や

っ
て
記
憶
し
た
こ
と
が
何
の
役
に
立
つ
か
全
く
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
さ
ら
に
様
々
な
要
困
が
作
用
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
品
詞
論
的
な

教
育
内
容
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
囲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

　
確
か
に
、
品
詞
や
活
用
な
ど
と
い
っ
た
知
識
の
習
得
を
主
な
目
的
と
す
る
授

業
で
は
、
記
憶
す
る
こ
と
が
・
王
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ

り
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
か
が
分
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
何
か
に
役
立
つ
こ
と
が
実
感
さ
れ
た
り
、
際
的
と
し
て
意
識
さ
れ
た
り

し
さ
え
ず
れ
ば
、
そ
れ
に
向
っ
て
努
力
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
だ
が
、
品
詞

や
活
用
の
知
識
を
得
て
も
、
文
章
の
読
解
が
簡
単
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
し
、

作
文
が
う
ま
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
現
実
問
題
と
し
て
も
、
文
法
な
ど
勉
強

し
な
く
て
も
、
支
障
の
な
い
程
度
に
は
読
み
書
き
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
は
、
文
法
が
面
白
い
は
ず
が
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

こ
の
こ
と
が
国
語
教
師
の
悩
み
で
も
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
国
語
教
育
に

携
わ
る
教
師
の
中
に
は
、
文
法
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
の

だ
が
、
そ
の
人
々
に
あ
っ
て
も
、
文
法
教
育
の
有
用
性
を
疑
っ
て
い
る
人
は
決

し
て
少
な
く
な
い
。
国
語
力
の
向
上
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
て
な

い
、
と
い
う
悩
み
を
漏
ら
す
人
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
同
時

に
、
教
師
自
身
、
文
法
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
、
理
解
で
き
て
い
な
い
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
現
状
は
極
雷
す
る
と
、
熱
心
な
教
師
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

そ
ん
な
状
態
の
ま
ま
文
法
を
教
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
に
悩
ん
で
い
る
、
と
い
う

状
態
に
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
国
語
教
育
の
主
た
る
目
的
は
、
屡
語
力
、
つ
ま
り
表
現
能
力
と
理
解
能
力
の

育
成
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
当
然
色
々
な
分
野
に
つ
い
て

学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
音
韻
の
知
識
や
文
字
の
習
得
は
不
可
欠
だ
し
、
相
当
量
の

語
彙
も
身
に
付
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
を
使
っ
て
実
際
に
表

現
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
文
を
正
し
く
組

み
立
て
る
能
力
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。

　
何
よ
り
も
ま
ず
、
そ
の
能
力
を
養
う
た
め
に
文
法
教
育
は
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
子
ど
も
た
ち
に
、
そ
し
て
教
師
に
も
、
は
っ
き
り
示
す
べ
き
で
あ
る
。
勿

論
そ
れ
を
実
効
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
、
教
育
内
容
を
文
構
造
中
心
に
改
め
る

必
要
が
あ
る
し
、
文
構
造
を
図
示
す
る
こ
と
で
分
り
や
す
く
学
ば
せ
る
こ
と
も
、

そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
文

法
の
授
業
を
薗
白
い
も
の
に
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
が
文

法
嫌
い
を
な
く
す
こ
と
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
九
九
三
年
二
月
二
二
日
　
受
理
）
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