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＊
本
稿
は
、
平
成
二
八
年
一
一
月
一
三
日
、
明
治
大
学
紫
紺
館
に
お
い
て
開
催

さ
れ
た
東
日
本
学
生
居
合
道
連
盟
創
立
五
〇
周
年
記
念
式
典
に
お
い
て
行
っ
た

記
念
講
演
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
原
稿
作
成
に
際
し
て
は
、
録
音
テ
ー

プ
を
反
訳
し
、
そ
れ
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
。
反
訳
は
、
今
関
満
夫
理
事
長

室
長
が
多
忙
の
中
に
あ
っ
て
作
業
を
進
め
て
く
れ
た
こ
と
か
ら
、
早
期
に
脱
稿

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
東
日
本
学
生
居
合
道
連
盟
（
現
会
長
は
岸
本
千
尋
先

生
）
は
、
昭
和
四
二
年
の
創
立
以
来
、
多
数
の
有
為
な
人
材
を
社
会
に
輩
出
し

て
来
ら
れ
た
。
居
合
道
の
学
生
Ｏ
Ｂ
の
姿
を
見
つ
め
て
き
た
私
と
し
て
は
、
学

生
時
代
の
居
合
道
の
修
行
が
社
会
人
と
し
て
の
活
躍
に
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
強
く
実
感
し
て
い
る
。
記
念
式
典
で
は
、
Ｏ
Ｂ
八
段
範
士
の
表
彰
も
行
わ

れ
、
節
目
と
な
る
記
念
式
典
に
お
い
て
、
講
演
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
は
望
外

の
幸
せ
で
あ
っ
た
。
学
生
居
合
道
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
て
き
た
沖
野
規
匡
先
生

を
は
じ
め
関
係
各
位
に
対
し
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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は
じ
め
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東
日
本
学
生
居
合
道
連
盟
が
創
立
五
〇
周
年
を
迎
え
ら
れ
た
、
こ
の
大
変
晴

れ
や
か
な
記
念
式
典
に
お
い
て
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思

い
ま
す
。
輝
か
し
い
剣
歴
を
お
持
ち
の
錚
々
た
る
先
生
方
が
沢
山
い
ら
っ
し
ゃ

る
前
で
、
ま
だ
修
行
中
の
身
で
あ
る
私
が
何
を
話
せ
る
の
か
、
大
変
迷
っ
た
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
居
合
道
と
学
問
の
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
な
ら
ば
、

何
と
か
切
り
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
「
受
け
流
し
」
を
し
ま
し

た
（
笑
）。
今
日
は
、
自
分
自
身
を
振
り
返
り
な
が
ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

　
日
　
髙
　
義
　
博

（
専
修
大
学
理
事
長
、
法
学
博
士
）

《
講
演
録
》
学
問
の
道
そ
し
て
居
合
の
道
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《講演録》学問の道そして居合の道

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
、
私
の
経
験
か
ら
見
て
、
①
学
問
の
道
と
居
合
の
道
と
の
相
互
の

関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
②
文
武
両
道
な
の
か
、
そ
れ
と
も
文

武
は
一
体
の
も
の
、
つ
ま
り
文
武
一
如
な
の
か
、
そ
し
て
皆
さ
ん
も
武
士
道
と

い
う
も
の
を
各
自
お
考
え
だ
と
思
い
ま
す
が
、
③
武
士
道
の
今
日
的
意
義
は
ど

こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
話
し
、
最
後
に
、
④
居
合
道
を
修
行
し
て
い
る
現
役
の

学
生
お
よ
び
Ｏ
Ｂ
諸
君
に
何
を
期
待
す
る
か
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
講
演
の
予
定
と
し
て
は
、
小
一
時
間
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

今
ほ
ど
私
の
略
歴
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
最
初
に
、
私
が
刑
法

学
に
ど
う
や
っ
て
出
合
い
、
そ
し
て
居
合
に
ど
う
出
合
っ
た
の
か
を
述
べ
た
方

が
、
話
の
展
開
と
し
て
は
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
若
干
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

Ⅱ　

刑
法
学
お
よ
び
居
合
道
と
の
出
合
い

　

１　

刑
法
学
と
の
出
合
い

　

（
１
）　

私
は
、
昭
和
四
一
年
に
専
修
大
学
法
学
部
に
入
学
を
い
た
し
ま
し

た
。
故
郷
は
九
州
の
宮
崎
で
す
。
大
学
に
進
学
す
る
時
、
検
事
に
な
り
た
か
っ

た
ん
で
す
が
、
高
校
の
恩
師
が
「
学
問
の
先
端
は
九
州
に
な
い
。
東
京
に
あ

る
。」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
慌
て
て
東
京
へ
行
く
準
備
を
し
て
、
授

業
料
免
除
の
制
度
が
あ
っ
た
専
修
大
学
に
進
学
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
（
笑
）。

　

と
こ
ろ
が
人
生
は
面
白
い
も
の
で
、
実
務
家
志
望
で
あ
っ
た
の
が
、
大
学
二

年
の
時
、
最
高
検
察
庁
の
検
事
を
退
官
さ
れ
て
専
修
大
学
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て

い
た
神
山
欣
治
先
生
の
刑
法
の
授
業
を
聞
い
て
、
自
分
の
生
き
方
が
変
わ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
司
法
試
験
を
受
け
よ
う
と
思
い
、
自
分
な
り
に
勉
学
に
専
念

し
て
い
ま
し
た
が
、
当
時
専
修
大
学
で
は
一
コ
ー
ス
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し

て
、
全
学
生
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
三
五
～
三
六
人
の
特
訓
ク
ラ
ス
に
い
ま
し

た
の
で
、
恵
ま
れ
た
勉
学
環
境
に
あ
り
ま
し
た
。
専
門
科
目
の
多
く
を
ゼ
ミ
に

近
い
形
式
で
受
講
で
き
た
こ
と
は
、
今
考
え
ま
す
と
、
奇
跡
的
な
こ
と
で
し

た
。
そ
の
一
コ
ー
ス
の
刑
法
の
授
業
に
お
い
て
、
神
山
先
生
が
、
実
務
で
経
験

さ
れ
た
限
界
事
案
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
、
ど
う
考
え
る
の
か
質
問
を
投
げ

つ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
時
に
、
自
分
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
た
理
論
が
ド

ミ
ノ
倒
し
の
よ
う
に
バ
タ
バ
タ
と
壊
れ
て
い
く
の
で
す
。
鮮
烈
な
刑
法
の
授
業

を
受
け
、
禅
問
答
の
よ
う
な
話
で
す
が
、
そ
の
時
に
、
刑
法
理
論
は
適
用
す
る

よ
り
、
作
っ
た
方
が
面
白
い
と
思
い
、
生
意
気
に
も
刑
法
の
研
究
者
に
な
ろ
う

と
決
意
し
ま
し
た
。
学
問
へ
の
曲
が
り
角
は
、
大
学
二
年
の
夏
で
あ
り
ま
し

た
。

　

そ
の
時
か
ら
、
勉
強
の
仕
方
を
ガ
ラ
ッ
と
変
え
ま
し
た
。
語
学
が
必
要
に
な

り
ま
し
た
。
幸
い
私
は
高
校
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、

英
語
は
当
然
と
し
て
、
ラ
テ
ン
語
や
イ
タ
リ
ア
語
な
ど
様
々
な
言
語
が
耳
か
ら

入
っ
て
き
て
い
ま
し
た
か
ら
、
原
書
を
読
む
こ
と
が
苦
痛
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
ひ
た
す
ら
自
分
の
感
性
を
信
じ
て
研
究
者
の
道
を
歩
む
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
大
学
を
卒
業
す
る
時
に
首
席
で
し
た
の
で
、
あ
る
先
生
か
ら
は
「
大

学
に
残
っ
た
ら
ど
う
か
。」
と
温
情
あ
る
言
葉
を
か
け
て
い
た
だ
い
た
の
で
す



― 32 ―

が
、
ど
う
し
て
も
日
本
の
刑
法
学
者
の
中
で
師
事
し
た
い
先
生
が
お
二
人
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
一
人
は
植
松
正
先
生
で
、
も
う
一
人
は
団
藤
重
光
先
生

で
し
た
。
当
時
、
両
先
生
に
は
直
接
面
識
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
考
え
方
と

し
て
は
植
松
先
生
に
親
近
感
が
あ
る
の
で
、
な
ん
と
か
植
松
先
生
の
弟
子
に
し

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
大
学
院
は
外
に
出
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
植
松
先
生

の
在
職
さ
れ
る
大
学
に
行
こ
う
と
思
い
ま
し
た
ら
、
植
松
先
生
が
一
橋
大
学
を

定
年
退
官
さ
れ
る
年
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
植
松
先
生
が
お
ら
れ
な

け
れ
ば
、
一
橋
大
に
行
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
と
思
い
、「
学
は
人
な
り
」
と

い
う
言
葉
を
胸
に
秘
め
、
先
生
の
行
か
れ
る
大
学
に
進
学
し
よ
う
と
決
意
し
ま

し
た
。

　

（
２
）　

昭
和
四
五
年
四
月
に
、
明
治
学
院
大
学
が
大
学
院
法
学
研
究
科
を

新
設
す
る
と
い
う
の
で
、
植
松
先
生
を
は
じ
め
著
名
な
先
生
方
が
多
数
教
鞭
を

執
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
聞
き
及
び
、
そ
こ
で
明
治
学
院
大
学
大
学
院
の

入
試
を
受
け
、
法
学
研
究
科
の
第
一
期
生
と
な
り
ま
し
た
。
合
格
発
表
の
翌
日

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
植
松
先
生
に
呼
び
出
さ
れ
ま
し
て
、「
君
は
、
な
ぜ

こ
こ
に
来
た
の
か
。」
と
問
い
詰
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
思
う
ま
ま
に
、「
先
生

の
弟
子
に
な
り
た
く
て
進
学
し
ま
し
た
。」
と
答
え
ま
し
た
ら
、
先
生
は
今
日

か
ら
弟
子
に
す
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
弟
子
修
行
が
始
ま
り
ま
し

た
。

　

大
学
院
で
の
五
年
間
は
、
弟
子
と
し
て
特
訓
を
受
け
ま
し
た
が
、
学
者
の
道

を
歩
く
た
め
の
本
格
的
な
修
行
の
日
々
で
し
た
。
新
し
い
刑
法
理
論
を
構
築
し

よ
う
と
日
夜
思
い
あ
ぐ
ね
、
寝
る
時
も
歩
く
時
も
、
ご
飯
を
食
べ
る
時
も
伏
す

時
も
、
自
分
の
考
え
つ
い
た
テ
ー
マ
を
ひ
た
す
ら
煮
詰
め
、
考
え
て
は
行
き
詰

り
、
ま
た
考
え
直
す
と
い
う
七
転
八
倒
の
五
年
間
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
当

時
、
私
が
一
番
苦
労
し
た
こ
と
は
、
意
外
だ
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
刑
法

学
の
土
台
を
西
洋
の
哲
学
に
求
め
る
か
、
そ
れ
と
も
東
洋
の
哲
学
も
加
味
す
る

か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
で
し
た
。
西
洋
的
な
考
え
方
と
東
洋
的
な
考
え
方
の

狭
間
で
揺
れ
ま
し
た
。
日
本
の
刑
法
学
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
を
継
受
し
て
い
ま

す
の
で
、
西
洋
の
哲
学
を
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
の
考

え
抜
い
た
結
論
は
、
日
本
人
の
価
値
観
の
根
底
に
は
東
洋
的
な
思
潮
が
綿
々
と

流
れ
て
お
り
、
日
本
人
を
対
象
と
し
て
刑
法
を
説
く
の
で
あ
れ
ば
、
西
洋
哲
学

一
辺
倒
で
は
説
得
力
を
持
た
な
い
、
現
に
あ
る
日
本
人
の
価
値
観
を
原
点
に
す

べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
し
た
。
大
学
院
は
、
こ
の
原
点
か
ら
理
論
を
構
築
し
て

い
く
と
い
う
大
冒
険
の
時
代
で
し
た
。

　

（
３
）　

二
七
歳
の
時
に
、
博
士
課
程
の
単
位
を
全
部
取
得
し
た
こ
と
か

ら
、
大
学
院
を
単
位
取
得
退
学
し
て
、
専
修
大
学
法
学
部
の
専
任
講
師
に
な
り

ま
し
た
。
課
程
博
士
論
文
を
出
さ
ず
に
、
母
校
の
教
壇
に
立
ち
刑
法
の
講
義
を

始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、
学
界
の
先
端
の
問
題
を
研
究
し
続
け
て
論
文
の
蓄
積

も
で
き
た
こ
と
か
ら
、
専
修
大
学
に
博
士
論
文
を
提
出
し
、
法
学
博
士
の
学
位

を
取
得
し
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、
若
手
の
研
究
者
で
あ
り
ま
し
た
が
、
ま
も
な

く
古
稀
の
年
齢
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
二
度
ほ
ど
ド
イ
ツ
に

留
学
し
、
異
文
化
体
験
を
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
根
底
に
あ
る
も
の
を

自
分
な
り
に
修
得
し
ま
し
た
。

　

研
究
者
の
道
を
一
筋
に
歩
く
つ
も
り
で
い
ま
し
た
が
、
人
生
は
ま
ま
な
ら
な
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い
も
の
で
す
。
そ
の
後
、
大
学
の
行
政
職
に
も
就
か
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し

た
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（
法
科
大
学
院
）
を
立
ち
上
げ
る
時
に
法
学
部
長
に
な

り
、
そ
の
後
数
年
し
て
大
学
改
革
を
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
学
長

に
就
任
し
、
ま
た
理
事
長
職
も
兼
務
し
ま
し
た
。
学
長
職
は
、
幸
い
に
し
て
三

年
前
に
終
わ
り
、
現
在
、
理
事
長
職
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
間
、
居
合
の
稽
古
は
ガ
タ
ガ
タ
の
状
態
に
な
り
ま
し
た
が
、
時
間
を
作

り
出
し
て
は
、
自
分
な
り
に
稽
古
は
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
学
問
は
一
生
続

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
居
合
も
一
生
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
稽
古
は
、
細
々
な
が
ら
継
続
し
て
き
ま
し
た
が
、
昇
段

審
査
の
方
は
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
で
す
の
で
、
本
日
、
師
範
の
先
生
方
を
前
に
し

て
お
話
す
る
こ
と
に
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。

　

２　

居
合
道
と
の
出
合
い

　

（
１
）　

居
合
道
と
の
出
合
い
は
、
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。
先
ほ
ど

ち
ょ
っ
と
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
大
学
院
の
修
士
課
程
の
時
に
、
法
学
研
究
科

の
主
任
教
授
で
あ
っ
た
高
梨
正
夫
先
生
か
ら
居
合
の
稽
古
に
誘
っ
て
い
た
だ
い

た
の
が
、
居
合
道
と
の
出
合
い
で
し
た
。
高
梨
先
生
の
専
門
は
海
法
で
し
た

が
、
居
合
も
な
さ
れ
て
お
り
居
合
道
六
段
錬
士
で
し
た
。
居
合
の
流
派
は
、
夢

想
神
伝
流
で
し
た
。
大
学
院
に
入
っ
て
ま
も
な
い
頃
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
高
梨
先

生
が
「
日
髙
君
に
は
何
も
教
え
る
も
の
が
な
い
か
ら
、
来
週
か
ら
体
育
館
に
刀

を
持
っ
て
来
な
さ
い
。
研
究
者
は
体
力
が
勝
負
だ
。」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
小

さ
い
頃
、
示
現
流
の
ト
ン
ボ
の
構
え
の
ま
ね
ご
と
を
し
て
遊
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、
興
味
津
々
で
し
た
。
刀
を
持
っ
て
体
育
館
に
行
っ
て
見
ま
し
た
ら
、
当

時
学
長
を
さ
れ
て
い
た
教
会
法
の
和
田
昌
衛
先
生
も
居
合
の
稽
古
を
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
和
田
先
生
は
、
長
州
藩
の
御
留
流
で
あ
っ
た
神
道
無
念
流
の
居
合
を

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
お
二
人
の
先
生
か
ら
、
居
合
の
手
解
き
を
受
け
ま
し
た
。

　

居
合
の
稽
古
と
共
に
、
研
究
の
方
は
一
週
間
に
二
日
徹
夜
し
な
い
と
間
に
合

わ
な
い
状
態
で
し
た
。
刑
法
の
研
究
が
ハ
ー
ド
な
の
は
当
然
と
し
て
、
植
松
先

生
の
刑
事
訴
訟
法
の
授
業
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
証
拠
法
の
原
書
を
一
年
間
で
読
破

す
る
た
め
、
一
回
の
授
業
（
受
講
者
は
私
一
人
で
し
た
）
で
毎
回
六
〇
頁
を
読

み
込
ん
で
、
日
本
の
刑
事
訴
訟
で
は
ど
う
い
う
展
開
を
す
る
の
か
を
報
告
す
る

と
い
う
も
の
で
し
た
。
刑
事
学
の
高
橋
正
己
先
生
の
授
業
は
、
ド
イ
ツ
語
の
原

書
を
一
回
に
三
〇
頁
読
ん
で
翻
訳
文
を
提
出
し
、
報
告
す
る
と
い
う
も
の
で
し

た
。
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
指
導
が
毎
回
五
時
間
続
く
と
い
う
ハ
ー
ド
な
授
業
で
し

た
。
民
法
の
片
山
金
章
先
生
は
、
授
業
と
は
関
係
な
く
、
ベ
ー
マ
ー
（Gustav 

Boehm
er

）
の
民
法
や
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
（Rudolf von Jhering

）
の
論
文

を
ド
イ
ツ
語
の
原
書
で
講
読
す
る
と
い
う
特
訓
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
刑

法
専
攻
の
院
生
は
五
年
の
間
、
私
一
人
と
い
う
状
況
で
し
た
の
で
体
力
の
限
界

ま
で
勉
学
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
居
合
の
稽
古
を
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
途
中

で
く
た
ば
っ
た
と
思
い
ま
す
。
高
梨
先
生
が
研
究
者
は
体
力
が
勝
負
だ
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
事
を
、
身
を
も
っ
て
経
験
し
ま
し
た
。
考
え
た
こ
と
を
文
字
に
し
て

い
く
体
力
、
考
え
を
煮
詰
め
る
た
め
に
八
時
間
動
か
ず
に
机
に
座
っ
て
い
る
体

力
、
こ
の
体
力
が
な
い
と
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め

に
も
、
居
合
の
稽
古
は
不
可
欠
の
時
間
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
高
梨
先
生
の
勧

め
に
よ
っ
て
居
合
に
出
合
っ
た
こ
と
は
、
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
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た
。

　

（
２
）　

そ
の
後
、
大
学
院
で
の
居
合
の
特
訓
は
、
大
学
紛
争
が
飛
び
火
し

た
こ
と
か
ら
、
お
二
人
の
先
生
が
業
務
繁
多
と
な
ら
れ
、
中
断
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
高
梨
先
生
が
、
東
日
本
居
合
道
研
究
会
と
い
う
の

が
あ
り
、
新
橋
の
東
電
道
場
で
居
合
の
稽
古
が
で
き
る
の
で
、
そ
こ
に
行
っ
て

稽
古
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
紹
介
状
を
書
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
新
橋
の
東

電
道
場
に
は
五
年
ほ
ど
通
い
ま
し
た
。
昇
段
審
査
を
受
審
す
る
際
に
は
、
東
京

都
の
居
合
道
部
会
の
い
ず
れ
か
の
支
部
に
所
属
し
て
い
な
い
と
申
請
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
東
日
本
居
合
道
研
究
会
に
来
ら
れ
て
い
た
三
菱
道
場
の
方
に

親
切
に
し
て
い
た
だ
い
て
、
昇
段
審
査
の
申
請
を
三
菱
道
場
よ
り
申
請
し
て
い

た
だ
い
て
、
昭
和
四
九
年
に
初
段
、
昭
和
五
〇
年
に
二
段
と
な
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
昭
和
五
〇
年
に
は
、
二
七
歳
で
専
修
大
学
の
専
任
講
師
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
い
き
な
り
刑
法
総
論
、
刑
法
各
論
の
講
義
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
研
究

だ
け
で
な
く
、
教
育
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
居
合
の
稽
古

を
す
る
こ
と
が
時
間
的
に
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。
自
分
な
り
の
稽
古
を
細
々
と

続
け
る
状
態
で
し
た
。

　

（
３
）　

と
こ
ろ
が
、
居
合
と
の
縁
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
専
修
大
学
に

は
体
育
会
の
中
に
居
合
道
同
好
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
部
長
に
就
任
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
居
合
の
稽
古
に
熱
心
な
学
生
達
と
一
緒
に
な
っ
て
、
同
好

会
か
ら
部
に
昇
格
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の
関
東
学
生
居
合
道
大
会
に

お
い
て
実
績
を
挙
げ
、
居
合
道
部
に
昇
格
し
ま
し
た
。
専
修
大
学
居
合
道
部
の

師
範
は
、
檀
﨑
先
生
な
ら
び
に
石
垣
貢
（
光
規
）
先
生
で
あ
り
ま
し
た
。
と
く

に
、
石
垣
先
生
が
学
生
に
熱
心
に
指
導
を
さ
れ
て
い
る
の
に
、
部
長
で
あ
る
私

は
刀
は
持
っ
て
い
る
も
の
の
、
何
の
役
に
も
た
た
な
い
。
学
生
と
一
緒
に
居
合

の
稽
古
を
し
な
け
れ
ば
と
一
念
発
起
し
ま
し
た
。
大
学
で
の
稽
古
の
他
、
縁

あ
っ
て
安
斉
清
春
先
生
に
拾
っ
て
い
た
だ
き
東
京
都
剣
道
連
盟
居
合
道
部
会
の

小
平
支
部
に
入
会
し
、
居
合
の
稽
古
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
安
斉
先

生
を
は
じ
め
須
江
圓
寿
先
生
、
そ
れ
に
小
平
で
知
り
あ
っ
た
剣
友
の
導
き
に
よ

り
、
平
成
一
三
年
に
は
五
段
に
昇
段
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
節
目
、
節
目

で
よ
き
人
に
出
合
っ
た
こ
と
が
、
今
日
ま
で
居
合
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
由

縁
だ
と
思
い
ま
す
。

　

小
平
で
の
稽
古
は
、
自
衛
隊
の
駐
屯
地
の
武
道
場
や
体
育
館
で
も
行
わ
れ
ま

し
た
。
武
道
場
で
稽
古
を
し
て
い
る
時
は
、
荒
っ
ぽ
い
稽
古
も
さ
せ
て
も
ら
い

ま
し
た
。
手
の
内
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
と
、
藁
巻
や
竹
を
斬
っ
て
み
な
さ
い

と
い
う
言
葉
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
手
の
内
や
間
合
い
が
で
き
て
い
な
い
と
、

刀
を
曲
げ
る
し
、
刃
も
欠
け
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
長
い
こ
と
荒
行
が
続

き
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
藁
で
あ
っ
て
も
斬
る
と
刀
に
ヒ
ケ
が
入
る
の
で
研
ぎ

に
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
大
変
だ
か
ら
、「
器
用
な
人
が
研
ぎ
を

習
い
に
行
け
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
と
剣
友
の
二
人
で
研
師
に
二
年
ほ
ど
弟
子

入
り
し
ま
し
た
（
笑
）。
一
緒
に
研
ぎ
を
習
っ
た
剣
友
は
、
す
で
に
研
師
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
寝
刃
を
き
ち
ん
と
合
わ
せ
る
ぐ
ら
い
は
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
自
宅
に
も
研
ぎ
場
を
作
っ
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。「
文
」
の

刑
法
学
と
「
武
」
の
居
合
道
の
両
方
を
今
日
ま
で
細
々
な
が
ら
続
け
て
ま
い
り

ま
し
た
の
で
、
文
と
武
の
関
係
性
を
こ
れ
か
ら
話
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
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《講演録》学問の道そして居合の道

Ⅲ　

文
武
両
道
か
文
武
一
如
か

　

１　

文
と
武
は
両
道
か

　

（
１
）　

よ
く
、
文
武
両
道
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
ま
す
。
私
も
、
最
初
の

頃
は
、
文
武
両
道
だ
と
思
っ
て
居
合
道
を
始
め
ま
し
た
。
学
問
だ
け
で
は
し
ょ

う
が
な
い
、
武
道
も
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
っ
て
居
合
の
稽
古
を
始
め
た

の
で
す
。
し
か
し
、
居
合
の
稽
古
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
段
々
と
文
武
の
両

道
で
は
な
く
て
、
両
者
は
一
体
の
も
の
、
つ
ま
り
文
武
一
如
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
学
問
体
系
は
、
学
芸
と
武
芸

と
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ
の
両
者
を
修
得
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
か
ら
、

文
武
両
道
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。
学
芸
を
修
得
す
る
た
め
の
学
問
の
主
た
る
対

象
は
、
四
書
五
経
で
あ
り
、
幕
末
に
な
る
と
陽
明
学
も
入
っ
て
来
ま
す
。
武
芸

は
、
武
術
の
鍛
錬
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
対
象
は
、
剣
術
、
槍
術
、
弓
術
、
馬

術
、
柔
術
な
ど
様
々
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
の
武
道
で
も
、
武
術
の
根
拠

を
探
っ
て
い
き
ま
す
と
、
心
の
持
ち
方
、
心
の
置
き
方
を
問
う
こ
と
に
な
り
ま

す
し
、
最
後
は
、
心
身
の
統
一
、
人
生
の
生
き
方
を
問
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
武
道
関
係
の
本
を
読
み
ま
す
と
結
構
書
い
て
あ
り

ま
す
。

　

（
２
）　

私
が
よ
く
読
ん
だ
本
と
し
て
沢
庵
宗
彭
の
『
不
動
智
神
妙
録
』、

『
太
阿
記
』
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
読
む
と
、
学
問
を
す
る
時
の
方
法
論
に

非
常
に
近
い
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
沢
庵
和
尚
は
、「
理
（
り
）」
の
修
行

と
「
事
（
わ
ざ
）」
の
修
行
は
車
の
輪
の
ご
と
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
説

い
て
い
ま
す
。
理
の
修
行
は
、
何
事
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
無
心
に
な
る
修
行
で

す
が
、
技
を
自
在
に
出
し
う
る
心
の
状
態
を
得
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
事
の
修

行
は
武
術
の
技
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
す
。
こ
の
理
の
修
行
と
事
の
修
行
の
両

方
が
結
び
付
か
な
い
こ
と
に
は
、
本
当
の
武
道
に
は
な
ら
な
い
と
言
う
の
で

す
。
武
術
の
根
底
に
は
、
心
の
掌
握
と
そ
の
人
の
価
値
観
が
横
た
わ
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

２　

刑
法
学
の
世
界
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か

　

（
１
）　

こ
の
こ
と
は
、
私
の
学
問
で
あ
る
刑
法
学
に
お
い
て
も
同
じ
で

す
。
刑
法
学
は
実
践
的
な
学
問
で
あ
り
、
理
論
だ
け
を
や
っ
て
い
た
の
で
は
役

に
立
た
な
い
の
で
す
。
実
際
に
起
き
た
刑
事
事
件
を
ど
う
処
理
し
て
、
そ
の
犯

人
を
矯
正
し
再
度
社
会
に
戻
す
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
課
題
に
面
と

向
か
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
刑
法
学
は
、
理
論
と
実
務
、
理
念
と
実
践
が

噛
み
合
わ
な
い
こ
と
に
は
話
に
な
ら
な
い
実
践
的
な
学
問
で
す
。

　

恩
師
で
あ
る
植
松
正
先
生
は
、
大
学
院
の
最
初
の
頃
で
す
が
、
私
を
研
究
室

に
呼
ば
れ
て
、「
君
の
理
論
は
、
刑
法
理
論
で
は
な
い
。
理
論
を
適
用
し
た
結

果
、
事
案
処
理
が
ど
う
な
る
の
か
を
考
え
て
い
な
い
。」
と
諭
さ
れ
ま
し
た
。

刑
法
学
も
臨
床
医
学
と
一
緒
で
す
。
い
く
ら
理
論
的
に
優
れ
て
い
て
も
、
理
論

通
り
施
術
し
た
結
果
、
患
者
が
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
何
に
も
な
り
ま

せ
ん
。
刑
法
理
論
が
優
れ
て
い
て
も
、
実
際
の
事
案
を
解
決
す
る
力
が
な
け
れ

ば
意
味
が
な
い
の
で
す
。
植
松
先
生
が
言
わ
れ
た
「
一
〇
年
考
え
た
理
論
で

あ
っ
て
も
、
役
に
立
た
な
け
れ
ば
捨
て
な
さ
い
。」
と
い
う
言
葉
は
、
今
で
も

忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
一
〇
年
間
考
え
て
構
築
し
た
理
論
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と

は
、
本
当
に
勇
気
が
い
る
ん
で
す
。
一
大
決
心
を
し
な
け
れ
ば
、
放
出
で
き
ま
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せ
ん
。
学
問
の
世
界
に
も
、
居
合
道
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
も
の
と
、
近
い
も

の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

（
２
）　

私
の
刑
法
理
論
は
、
直
観
的
で
、
ひ
ら
め
き
だ
と
言
わ
れ
る
の
で

す
が
、
こ
の
指
摘
は
、
あ
る
意
味
で
は
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
理
論
か
ら
理
論

は
出
て
き
ま
せ
ん
。
理
論
だ
け
に
頼
る
と
、
理
論
を
越
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。

い
ろ
ん
な
理
論
が
ぶ
つ
か
っ
て
錯
綜
し
た
時
に
、
事
案
を
ど
う
解
く
べ
き
か
日

夜
考
え
続
け
て
い
る
と
、
暗
闇
の
中
に
光
の
射
す
ご
と
く
、
事
案
解
決
の
道
筋

が
さ
っ
と
見
え
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
、
寝
て
い
て
も
、
起
き
て
書

か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
直
観
的
ひ
ら
め
き
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら

く
居
合
道
の
始
祖
で
あ
る
林
崎
甚
助
重
信
公
も
そ
う
い
う
心
境
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
い
ま
す
。
居
合
を
極
め
た
先
生
方
も
、
ど
う
し
て
身
体
が
こ
う
動
く
の

か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
後
で
理
屈
を
合
わ
せ
る
と
、
き
ち
ん
と
繋
が
っ
た

説
明
が
で
き
る
と
い
う
経
験
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
生

み
出
さ
れ
た
技
は
、
優
れ
た
技
で
し
ょ
う
し
、
本
物
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

理
論
的
に
こ
う
繋
が
り
ま
す
と
い
う
の
は
、
後
付
け
の
説
明
だ
と
思
う
こ
と

が
、
刑
法
理
論
を
作
っ
て
い
て
実
感
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
学
問
を
始

め
た
最
初
の
頃
は
、
ど
う
し
て
も
理
論
頼
り
に
な
り
、
理
論
か
ら
入
っ
て
理
論

を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
は
新
し
い
発
見
は
で
き
な
い
と
悟
っ
た

の
は
、
二
二
、
二
三
歳
の
頃
で
し
た
。

　

３　

西
洋
の
考
え
方
と
東
洋
の
考
え
方
の
狭
間
で

　

先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
若
い
頃
は
、
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
狭
間

に
あ
っ
て
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
ど
う
す
る
の
か
本
当
に
悩
み
ま
し
た
。
刑
法

学
は
、
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
合
理

主
義
的
な
も
の
の
考
え
方
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、「
言
葉
あ
り
き
」

の
世
界
で
す
。
言
葉
で
説
明
で
き
な
い
も
の
は
、「
無
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
東
洋
哲
学
は
、
言
葉
を
用
い
て
教
え
て
は
い
け
な
い
。
い

わ
ゆ
る
「
不
立
文
字
の
世
界
」
で
す
。
ま
た
、
教
外
別
伝
だ
と
か
以
心
伝
心
と

い
う
文
言
の
よ
う
に
、
経
験
な
く
し
て
は
理
解
し
難
い
言
葉
が
一
杯
あ
り
ま

す
。
禅
や
武
道
の
世
界
で
は
、
師
の
態
度
や
身
体
の
動
き
を
見
る
だ
け
で
、
弟

子
は
師
の
心
の
動
き
や
気
の
動
き
を
体
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う

目
に
見
え
な
い
世
界
は
、
ロ
ゴ
ス
の
世
界
で
あ
る
西
欧
の
認
識
論
か
ら
す
る

と
、矛
盾
し
た
こ
と
で
す
ね
。
相
矛
盾
す
る
事
柄
を
ど
う
や
っ
て
融
合
（
合
一
）

す
る
の
か
、
こ
の
こ
と
は
武
道
の
実
践
が
な
い
と
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

　

や
や
古
い
話
を
い
た
し
ま
す
。
岩
波
文
庫
に
『
日
本
の
弓
術
』
と
い
う
本
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
著
者
に
よ
る
『
弓
と
禅
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
本
を
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す

が
、
著
者
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
教
授
で
新
カ
ン
ト
派
哲
学
の
研
究
者

で
あ
っ
た
オ
イ
ゲ
ン
・
ヘ
リ
ゲ
ル
（Eugen H

errigel

）
で
す
。
ヘ
リ
ゲ
ル

は
、
日
本
に
お
い
て
哲
学
を
講
ず
る
た
め
に
東
北
大
学
に
招
聘
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
の
彼
の
動
機
は
、
東
洋
哲
学
を
理
解
し
た
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し

か
し
、
言
葉
の
世
界
で
は
な
い
の
で
、
な
か
な
か
理
解
し
得
な
い
の
で
す
。
そ

こ
で
、
阿
波
研
造
と
い
う
弓
の
師
範
に
付
い
て
日
本
の
武
道
を
学
び
ま
す
。
見

え
な
い
も
の
は
見
え
な
い
、
意
思
の
な
い
と
こ
ろ
に
行
為
は
な
い
、
言
葉
に
し
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な
け
れ
ば
無
い
の
と
同
じ
だ
と
い
う
認
識
論
を
持
っ
た
人
達
が
、
日
本
の
も
の

の
考
え
方
を
理
解
す
る
に
は
認
識
論
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。
阿
波

研
造
は
、
夜
、
ヘ
リ
ゲ
ル
を
弓
の
道
場
に
連
れ
て
行
っ
て
、
暗
い
中
、
火
の
つ

い
た
線
香
の
光
で
的
を
照
ら
し
、「
今
か
ら
的
を
射
る
か
ら
」
と
言
っ
て
線
香

の
火
を
消
し
た
。
そ
し
て
、
第
一
の
矢
が
的
に
命
中
す
る
。
ヘ
リ
ゲ
ル
は
、

「
目
に
残
像
現
象
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
」、「
的
が
あ
る
場
所
は
分
か
っ
て
い
た

か
ら
、
経
験
的
に
命
中
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。」
と
い
う
よ
う
な
認
識
論
の

理
屈
を
考
え
た
。
続
い
て
第
二
の
矢
が
放
た
れ
、
そ
の
矢
は
、
第
一
の
矢
の
矢や

筈は
ず

に
当
た
っ
て
第
一
の
矢
を
割
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
た
ヘ
リ
ゲ
ル

は
、
西
洋
哲
学
と
は
違
っ
た
も
の
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、「
的
を

見
て
矢
を
射
て
は
い
け
な
い
。」
と
い
う
二
律
背
反
的
な
教
え
方
が
腑
に
落
ち

た
の
で
す
。
ヘ
リ
ゲ
ル
は
、
約
五
年
間
、
弓
道
の
修
行
を
し
て
五
段
の
段
位
を

得
て
、
帰
国
し
ま
し
た
。

　

東
洋
哲
学
、
そ
し
て
日
本
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
西
洋
の
考
え
方
か
ら
見

る
と
、
や
は
り
言
葉
だ
け
で
は
理
解
し
難
い
壁
で
あ
る
こ
と
は
、
今
も
変
わ
り

ま
せ
ん
。
逆
に
日
本
の
考
え
方
を
、
西
洋
の
言
葉
に
直
訳
し
た
だ
け
で
真
意
を

伝
え
る
こ
と
も
、
難
し
い
こ
と
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
刑
法
を

勉
強
す
る
際
に
も
、
同
じ
よ
う
な
壁
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
や
っ
て
文
化
の
壁
を

越
え
る
か
は
、
私
の
最
初
の
研
究
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。
学

問
の
道
と
居
合
の
道
を
同
時
に
歩
い
て
い
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
壁
が
存

在
す
る
こ
と
す
ら
気
づ
か
な
か
っ
た
し
、
発
見
の
論
理
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

　

４　

文
武
は
一
如

　

（
１
）　

身
体
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
自
分
の
思
う
よ
う
に
動
き
ま
せ

ん
。
皆
さ
ん
も
居
合
の
稽
古
で
実
感
さ
れ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
居
合
の
形
で

は
、
敵
が
目
に
見
え
な
い
だ
け
に
難
し
い
で
す
。「
初
発
刀
」
が
一
番
難
し
い

と
思
い
ま
す
。
見
え
な
い
敵
を
想
定
し
、
間
合
い
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
鞘
引
き
を
ど
う
す
れ
ば
、
鞘
を
滑
り
出
し
た
刀
に
刀
勢
が
乗
っ
か
る
の

か
。
斬
り
下
ろ
す
刀
の
手
の
内
は
ど
う
変
化
す
る
の
か
。
稽
古
を
始
め
た
最
初

の
頃
は
、
理
解
す
る
だ
け
で
も
難
問
で
し
た
。
今
も
、
納
得
の
い
く
動
き
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
言
葉
で
は
な
く
、
体
得
す
る
し
か
術
が
な
い
と
こ
ろ
が
、
逆
に

興
味
の
尽
き
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
初
心
者
に
は
、「
手
の
内
で
絞
ら

な
い
と
切
れ
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
分
か
ら
な
い
の
で
、
先
生
方
は
い

ろ
ん
な
仕
種
や
行
動
で
教
え
ら
れ
る
、
体
得
さ
せ
る
よ
う
工
夫
し
て
教
授
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
伝
授
の
方
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
従
来
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

禅
の
世
界
で
は
、
月
を
教
え
る
の
に
月
を
指
し
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
。
言
葉
で
は
な
く
、
非
論
理
的
な
禅
問
答
に
よ
っ
て
月
の
実
体
を
体
得
さ
せ

る
と
い
う
手
法
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
認
識
論
か
ら
す
る
と
、
全
く
異

質
の
認
識
の
仕
方
で
す
。
認
識
論
が
違
う
と
、
価
値
観
も
違
っ
て
き
ま
す
。
何

を
良
し
と
し
、
何
を
悪
い
と
す
る
か
。
こ
の
判
断
が
で
き
て
い
な
い
と
、
刑
法

理
論
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
言
葉
、
文
字
に
よ
る
論
証
が
要
求
さ
れ

ま
す
。
価
値
観
な
ら
び
に
価
値
秩
序
は
、
刑
法
理
論
の
根
底
に
置
か
れ
て
い
ま

す
。
日
本
の
刑
法
理
論
を
組
み
立
て
る
に
は
、
日
本
の
価
値
観
を
直
視
し
て
お
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か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
頃
居
合
の
稽
古
を
し
な
が
ら
、
日
本
の
考
え
方

や
価
値
観
を
外
国
の
研
究
者
に
ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
の
か
、
私
な
り
に
説
明

の
仕
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
比
較
の
対
象
が
あ
っ
た
か
ら

で
す
。

　

（
２
）　

教
外
別
伝
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
沢
庵
和
尚
が
『
太
阿
記
』
の

中
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
教
外
別
伝
の
意
味
と
し
て
、
言
葉
で
教
え
ら
れ
な
い

も
の
を
伝
え
る
、
と
い
う
こ
と
ま
で
は
分
か
り
ま
す
。
沢
庵
和
尚
は
、
教
外
別

伝
の
本
当
の
意
味
は
、
伝
授
さ
れ
た
も
の
に
自
分
の
新
し
い
も
の
を
付
加
し

て
、
新
し
い
も
の
を
編
み
出
す
こ
と
に
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
禅

の
在
り
方
が
教
外
別
伝
だ
と
し
て
も
、
言
葉
で
全
て
を
教
え
な
い
の
で
す
ね
。

こ
の
こ
と
は
、
非
常
に
よ
い
ヒ
ン
ト
で
し
た
。
研
究
者
と
し
て
弟
子
を
育
て
る

時
、
私
は
全
て
を
教
え
ま
せ
ん
。
や
っ
ぱ
り
自
ら
悟
ら
せ
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
弟
子
が
研
究
課
題
に
し
た
と
こ
ろ
は
、
敢
え
て
論
文
を
書
き
ま
せ
ん
。
研

究
者
の
中
に
は
、
弟
子
の
論
文
を
自
分
の
も
の
に
す
る
人
も
い
ま
す
け
ど

（
笑
）。
こ
れ
は
、
い
け
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
学
問
の
系
譜
の
伝
承
の
仕
方
は
、
日
本
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
ド
イ
ツ
の
研
究
者
と
も
交
流
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
弟
子
の
育
て
方

を
見
て
い
る
と
、
私
の
親
し
く
し
て
い
る
研
究
者
も
若
干
方
法
は
違
い
ま
す

が
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
試
み
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
刑
法
学
が
人
間
の
生

き
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
刑
法
理
論

の
根
底
に
あ
る
価
値
観
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
ら
切
り
拓
い
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
で
す
。

　

（
３
）　

問
題
の
解
決
が
で
き
な
い
時
、
一
生
懸
命
悩
み
ま
す
。
寝
て
も
覚

め
て
も
考
え
ま
す
。
大
学
院
生
の
頃
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
原
書
を
読
ん
で
い
る
時

も
そ
う
で
し
た
。
一
〇
頁
ぐ
ら
い
の
部
分
が
ど
う
し
て
も
そ
の
文
意
が
分
か
ら

な
い
の
で
、
寝
て
も
覚
め
て
も
考
え
続
け
て
い
る
と
、
風
呂
に
入
っ
た
時
に
一

〇
頁
分
の
原
文
が
次
々
に
浮
か
ん
で
き
て
、
あ
る
原
語
の
意
味
を
日
本
語
と
し

て
こ
う
す
れ
ば
よ
い
と
分
か
っ
た
瞬
間
、
す
べ
て
文
意
が
解
け
る
と
い
う
こ
と

が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
体
得
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
必
要

な
居
合
の
稽
古
と
、
共
通
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
日
突
然
腑
に
落
ち

る
と
い
う
経
験
は
、
論
理
的
に
は
な
か
な
か
説
明
し
難
い
も
の
で
す
。

　

居
合
が
未
熟
で
手
の
内
が
分
か
ら
な
い
頃
、
藁
巻
を
斬
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
袈
裟
に
斬
る
と
か
、
逆
袈
裟
に
斬
る
と
か
は
、
小
さ
い
頃
に
悪
戯
を
し
て

い
た
の
で
、
藁
に
負
け
ず
に
斬
り
抜
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
水
平

に
斬
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
試
み
る
度
に
何
度
も
巻
藁

を
倒
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
ん
な
時
、
私
の
先
生
は
、
安
斉
先
生
で
し
た

が
、「
悩
め
。」
と
い
う
言
葉
だ
け
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
今
思
う
と
、
ま
さ
に
自

分
で
体
得
す
べ
き
事
柄
だ
っ
た
の
で
す
。
悩
み
続
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る

日
、
突
然
に
腰
が
さ
っ
と
動
い
た
瞬
間
、
バ
サ
ッ
と
水
平
に
斬
れ
ま
し
た
。
何

の
抵
抗
も
無
し
に
で
す
。
そ
れ
は
、
刑
法
の
研
究
に
お
い
て
新
し
い
理
論
を
編

み
出
し
た
瞬
間
と
同
じ
で
あ
り
、
刀
が
何
の
抵
抗
も
無
く
水
平
に
抜
け
た
時
の

感
覚
も
一
緒
で
し
た
。
い
ろ
ん
な
点
に
お
い
て
、
文
武
一
如
だ
と
思
い
を
深
く

し
ま
し
た
。「
学
は
人
な
り
、
剣
も
人
な
り
」
で
す
し
、
全
部
教
え
ず
に
弟
子

の
体
得
を
待
つ
こ
と
も
同
じ
で
す
。
学
生
諸
君
は
、
指
導
さ
れ
て
い
る
先
生
方
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の
奥
深
さ
に
、
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ⅳ　

武
士
道
の
今
日
的
意
義

　

１　

考
察
の
視
点

　

居
合
の
修
行
を
し
て
い
る
人
の
多
く
が
武
士
道
に
関
心
が
あ
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
こ
れ
か
ら
、
武
士
道
の
意
義
に
つ
い
て
話
を
い
た
し
ま
す
。
武
士
道
の

在
り
方
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
刀
の
形
が
変
わ
る
と
と
も
に
、
武

士
道
の
在
り
方
も
変
わ
り
ま
す
。
私
は
、
刀
を
研
ぎ
ま
す
の
で
、
刀
の
造
り
で

お
お
よ
そ
の
時
代
が
わ
か
り
ま
す
。
刀
の
打
ち
方
に
よ
っ
て
武
士
道
の
在
り
方

も
違
う
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
明
治
維
新
前
後
の
武
士
道
か
ら
今
日
ま
で
を
考

え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

２　

新
渡
戸
稲
造
と
武
士
道

　

（
１
）　

新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
と
い
う
本
は
、
ご
存
知
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
本
は
、
江
戸
か
ら
明
治
に
至
る
武
士
の
在
り
方
を
中
心
に
し
て
書
い

た
も
の
で
す
。
明
治
三
二
年
に
、
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
本
の
タ
イ

ト
ル
は
、
武
士
道
が
外
国
語
に
直
し
に
く
い
の
で
、Bushido

で
す
。
副
題
が

付
い
て
い
て
、A

n Exposition of Japanese T
hought

と
書
い
て
あ
り
ま

す
が
、
直
訳
す
る
と
日
本
的
思
考
の
解
明
で
し
ょ
う
か
。Exposition

と
い

う
言
葉
の
ラ
テ
ン
語
に
は
、
説
明
の
他
に
解
明
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
こ
で
は
解
明
と
す
る
の
が
適
切
で
し
ょ
う
。

　

新
渡
戸
は
、
岩
手
県
盛
岡
の
出
身
で
す
。
明
治
一
〇
年
に
札
幌
農
学
校
に
入

校
し
て
、
そ
れ
か
ら
東
大
に
移
っ
て
い
ま
す
。
東
大
在
学
中
に
、
専
修
大
学
の

創
立
者
の
一
人
で
あ
る
田
尻
稲
次
郎
先
生
の
財
政
学
の
講
義
を
聞
い
て
い
ま

す
。
田
尻
先
生
は
、
薩
摩
藩
士
で
す
が
、
明
治
維
新
後
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学

し
、
エ
ー
ル
大
学
の
大
学
院
に
進
ま
れ
、
経
済
学
と
財
政
学
を
勉
学
さ
れ
、
帰

国
直
後
の
明
治
一
三
年
に
専
修
学
校
の
創
立
に
参
画
し
、
東
大
に
も
出
張
し
て

授
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
、
新
渡
戸
は
、
当
時
先
端
の
学
問
で

あ
る
財
政
学
を
田
尻
先
生
か
ら
聞
い
た
の
で
す
。
新
渡
戸
は
、
そ
の
後
留
学
を

し
ま
す
。
最
初
は
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
に
留
学
し
、
そ
し
て

学
問
の
先
端
だ
っ
た
ド
イ
ツ
に
渡
り
、
ボ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
、
ハ
レ
と
大
学
を
移

り
ま
す
。
ハ
レ
大
学
の
正
式
名
称
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
ル
タ
ー
大
学
ハ
レ
＝

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
グ（M

artin-Luther-U
ninersität H

alle=
W

ittenberg

）

と
い
い
ま
す
が
、
通
称
名
は
、
ハ
レ
大
学
で
す
。
ド
イ
ツ
の
ハ
レ
（H

alle

）

に
あ
り
ま
す
。
ハ
レ
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
近
く
で
す
が
、
ド
イ
ツ
統
一
前
は

東
ド
イ
ツ
で
し
た
。
新
渡
戸
は
、
ハ
レ
大
学
で
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
日
本

人
と
し
て
は
、
初
め
て
の
人
だ
と
思
い
ま
す
。

　

（
２
）　

約
一
〇
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
ハ
レ
大
学
を
訪
問
す
る
機
会
が
あ

り
ま
し
た
。
ハ
レ
大
学
の
創
立
五
〇
〇
年
の
記
念
式
典
に
出
席
す
る
た
め
に

行
っ
た
の
で
す
が
、
大
学
の
歴
史
の
古
さ
は
、
日
本
の
大
学
と
桁
が
違
い
ま
す

（
ハ
レ
大
学
の
ル
ー
ツ
は
、
一
五
〇
二
年
に
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
に
設
立
さ
れ

た
ロ
イ
コ
レ
ア
〈Leucorea

〉
に
あ
る
。）。
記
念
式
典
の
合
間
に
、
ハ
レ
大

学
の
学
長
と
懇
談
し
て
い
る
時
に
、「
日
本
人
の
新
渡
戸
稲
造
と
い
う
人
が
、

ハ
レ
大
学
で
博
士
の
学
位
を
取
得
し
た
と
い
う
こ
と
ま
で
は
知
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
大
学
に
何
か
記
録
が
残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
明
治
期
の
人
物
で
す
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が
。」
と
尋
ね
た
ら
、
学
長
は
、「
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
ハ
レ
の
中
心
部

は
焼
け
な
か
っ
た
の
で
、
関
係
文
書
が
公
文
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
図
書
館
長
に
関
係
文
書
を
捜
す
よ
う
に
命
じ

ら
れ
た
。
図
書
館
長
は
、
一
晩
か
け
て
関
係
文
書
を
捜
し
出
し
、
白
い
手
袋
を

し
て
会
議
室
に
一
件
書
類
を
持
参
し
て
き
て
く
れ
ま
し
た
。
戦
後
で
は
、
新
渡

戸
稲
造
の
学
位
論
文
、
学
位
審
査
要
綱
、
記
録
を
全
部
見
た
の
は
私
が
初
め
て

で
す
が
、
凄
か
っ
た
で
す
。
履
歴
書
（Lebenslauf

）
は
直
筆
の
ラ
テ
ン
語

で
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
新
渡
戸
の
出
自
を
証
明
す
る
文
書
に
は
、

当
時
、
ベ
ル
リ
ン
に
駐
在
し
て
い
た
ド
イ
ツ
公
使
の
西
園
寺
公
望
の
署
名
が
あ

り
ま
し
た
。
学
位
論
文
は
、
ド
イ
ツ
語
で
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
論
文
の
タ
イ

ト
ル
は
、「Ü

ber den japanischen Grundbesitz

」（
日
本
の
土
地
所
有

制
度
に
つ
い
て
）
で
し
た
が
、
明
治
維
新
後
、
日
本
の
土
地
所
有
制
度
を
ど
う

変
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
検
討
し
た
論
文
で
あ
り
ま
し
た
。
統
計
学

を
用
い
て
農
業
経
済
学
の
観
点
か
ら
農
地
・
土
地
の
分
配
を
考
察
し
て
い
る
の

で
す
が
、
統
計
学
の
手
法
を
駆
使
し
た
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
斬
新
で
す
。

統
計
学
を
用
い
た
の
は
田
尻
先
生
の
影
響
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
し

た
。

　

（
３
）　

話
を
戻
し
ま
す
が
、
な
ぜ
新
渡
戸
が
こ
の
武
士
道
を
書
い
た
の

か
。
藩
士
で
あ
っ
た
か
ら
当
た
り
前
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ち
ょ
っ
と

動
機
が
違
う
の
で
す
ね
。
ベ
ル
ギ
ー
の
法
律
学
者
で
ド
ゥ
・
ラ
ブ
レ
ー
（M

. 
de Laveleye

）
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
そ
の
人
が
新
渡
戸
に
会
っ
て
「
日

本
で
は
宗
教
教
育
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。」
と
聞
く
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
生
活
す
る
と
よ
く
分
か
る
の
で
す
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
文
化
・
法
制

度
は
全
て
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
や
そ
の
価
値
観
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

宗
教
教
育
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
新
渡
戸
は
、
ハ
タ
と
考
え
込

み
ま
す
。
彼
は
、
宗
教
教
育
と
い
う
も
の
は
一
度
も
受
け
て
い
な
い
と
思
う
の

で
す
。
日
本
で
も
、
明
治
維
新
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
を
導
入
し
、
教
育
制

度
と
し
て
は
「
学
制
」
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
明
治
一
〇
年
ぐ
ら
い

か
ら
で
す
。
小
学
校
の
教
育
科
目
に
「
修
身
」
と
い
う
科
目
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
西
欧
の
宗
教
教
育
と
は
意
味
が
違
い
ま
す
。
学
校
で
宗
教
教
育
を

行
っ
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
日
本
の
社
会
は
規
律
正
し
く
動
い
て
い
る
の

か
、
そ
れ
を
説
明
し
な
け
れ
ば
答
え
に
な
ら
な
い
。
口
頭
で
簡
単
に
答
え
ら
れ

る
よ
う
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、新
渡
戸
は
、こ
の
『Bushido

』

と
い
う
本
を
英
文
で
書
い
て
答
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

（
４
）　

日
本
で
は
道
徳
教
育
あ
る
い
は
宗
教
教
育
は
な
さ
れ
て
い
な
い

が
、
日
本
の
社
会
は
、
明
治
維
新
に
よ
り
激
変
し
、
明
治
一
〇
年
に
は
西
南
戦

争
が
起
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
一
般
の
社
会
生
活
は
規
律
性
が
保
た
れ
て
い

る
。
今
か
ら
考
え
て
も
、
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
新
渡
戸
は
、
幕
末
の
偉

人
で
あ
る
西
郷
隆
盛
、
木
戸
孝
允
等
々
の
明
治
維
新
に
貢
献
し
た
人
達
の
生
き

方
を
分
析
し
、
答
え
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
論
は
、
江
戸
時
代
の
儒
教
に

よ
っ
て
培
わ
れ
た
道
徳
律
が
息
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
が
社
会
規
範
を
な
お
支
え

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
と
さ
ら
宗
教
教
育
に
よ
る
道
徳
律
を
説
く
必
要
が
な
い

の
だ
と
す
る
の
で
す
。
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
と
い
う
五
つ
の
価
値
を
基
本
と

す
る
道
徳
律
が
武
士
の
間
で
培
わ
れ
、
庶
民
の
間
に
あ
っ
て
も
寺
子
屋
教
育
に
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《講演録》学問の道そして居合の道

よ
っ
て
論
語
、
小
学
等
を
教
え
た
こ
と
か
ら
、
社
会
全
体
に
儒
教
の
道
徳
律
が

染
み
渡
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
宗
教
教
育
を
し
な
け
れ
ば
社
会
の
規
律
が
正
せ

な
い
と
い
う
状
況
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

五
つ
の
価
値
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
学
生
の
皆
さ
ん
、
袴
の
折
り
目
は
な
ぜ

六
筋
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
両
足
な
の
で
、
折
り
目
は
六
筋
あ
っ
た
方
が

バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
で
す
よ
ね
。
で
も
、
五
筋
の
折
り
目
し
か
な
い
で
す
ね
。
実

は
、
こ
の
五
つ
の
折
り
目
は
「
五
常
」
を
意
味
す
る
、
つ
ま
り
仁
、
義
、
礼
、

智
、
信
の
五
つ
の
価
値
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
、
私
は
教
わ
り
ま
し
た
。
デ
ー

タ
は
ど
こ
に
も
無
い
の
で
す
け
れ
ど
（
笑
）。

　

新
渡
戸
は
、
こ
の
五
つ
の
価
値
を
基
本
と
し
た
道
徳
律
が
明
治
維
新
後
の
社

会
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
、
彼
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

す
か
ら
、
勇
気
と
克
己
を
加
え
て
い
ま
す
。
勇
気
を
出
す
に
は
、
己
に
克
た
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
克
己
と
い
う
価
値
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
く
て
も
よ
く

わ
か
り
ま
す
。
自
分
を
知
っ
て
自
分
に
克
つ
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
も
人
生
の

指
針
で
す
。
そ
し
て
、
新
渡
戸
は
、
日
本
が
近
代
化
し
て
い
く
中
で
、
こ
れ
ら

の
価
値
を
道
徳
体
系
と
し
生
活
を
営
む
こ
と
が
、
今
後
も
続
い
て
い
く
だ
ろ
う

か
、
教
育
な
し
に
何
時
ま
で
続
く
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
不
安
を
持
つ
の
で
す
。

彼
は
、「
消
え
る
か
も
し
れ
な
い
。」
と
考
え
る
の
で
す
。
本
居
宣
長
の
短
歌

に
、「
敷
島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば 

朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
短
歌
か
ら
日
本
人
の
情
感
、
さ
ら
に
は
人
の
生
き
方
を
、
あ
あ

そ
う
だ
な
と
分
か
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
つ
か

は
消
え
行
く
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
願
わ
く
ば
消
え
て
欲
し
く
な
い
。
そ
の

た
め
に
も
、
道
徳
体
系
と
し
て
の
武
士
道
を
き
ち
ん
と
伝
え
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
道
徳
体
系
は
、
言
葉
の
み
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
の
が
問
題
で

す
。
身
体
に
沁
み
な
い
こ
と
に
は
、
実
践
で
き
な
い
の
で
す
。

　

３　

道
徳
体
系
と
し
て
の
武
士
道

　

（
１
）　

武
士
道
に
お
け
る
道
徳
体
系
と
い
う
も
の
は
、
武
道
の
修
行
を
通

じ
て
、
身
体
を
運
用
す
る
過
程
で
身
体
に
沁
み
込
む
価
値
観
で
す
。
礼
節
を
守

り
な
さ
い
、
約
束
を
守
り
な
さ
い
、
長
幼
の
序
は
守
り
な
さ
い
、
清
く
正
し
く

生
き
な
さ
い
、
と
い
う
よ
う
な
日
常
的
な
言
葉
の
中
に
も
活
き
て
い
ま
す
。
し

か
も
、
単
な
る
言
葉
で
は
な
く
、
行
動
を
律
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
道
徳

律
は
、
武
道
の
鍛
錬
を
通
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
武
道
の
鍛

錬
が
な
く
な
る
と
、
言
葉
で
は
伝
え
に
く
い
行
動
規
準
で
あ
る
だ
け
に
、
消
え

る
可
能
性
が
あ
る
。
新
渡
戸
が
抱
い
た
不
安
は
的
を
射
た
も
の
で
す
。

　

（
２
）　

私
の
専
門
は
刑
法
で
す
の
で
、
常
に
日
常
の
犯
罪
現
象
に
関
心
が

あ
り
ま
す
。
学
位
論
文
の
テ
ー
マ
は
不
作
為
犯
な
の
で
す
が
、
何
も
し
な
い
こ

と
が
な
ぜ
犯
罪
に
な
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
な
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
何
も
し
な
い
か
ら
「
無
」
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
法
に
よ
っ

て
要
求
さ
れ
た
行
為
を
し
な
い
」
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
親

が
子
供
を
置
き
去
り
に
す
る
と
か
、
両
親
の
面
倒
を
み
な
い
で
餓
死
さ
せ
る
と

か
、
自
分
の
配
偶
者
が
目
の
前
で
刺
さ
れ
た
の
を
放
置
す
る
と
か
、
そ
う
い
う

行
為
が
問
題
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
ど
う
い
う
犯
罪
に
な
る
の
か
は
、

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
罪
状
に
よ
っ
て
変
化
し
ま
す
。
ま
た
、
犯
罪
の
領
域

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
線
引
き
の
基
準
を
、
何
に
求
め
る
の
か
も
大
問
題
で
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す
。
こ
の
線
引
き
を
す
る
際
に
は
、
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
べ
し
と
い
う
道

徳
律
を
抜
き
に
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
刑
法
学
者
と
し

て
は
、
さ
ら
に
そ
の
道
徳
的
な
義
務
が
法
的
な
義
務
に
な
っ
て
い
る
か
を
、
社

会
状
況
を
直
視
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

私
が
不
作
為
犯
の
研
究
に
没
頭
し
て
い
た
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
昭
和
五
〇
年

代
に
か
け
て
は
、
社
会
生
活
の
中
に
ま
だ
道
徳
律
は
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。
社

会
生
活
の
中
に
道
徳
律
、
倫
理
意
識
が
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

刑
法
で
は
現
に
発
生
し
た
侵
害
結
果
だ
け
を
問
題
に
し
て
法
的
制
裁
を
す
れ
ば

よ
い
と
考
え
ま
し
た
。
犯
罪
成
立
の
要
件
と
し
て
は
、
客
観
的
要
因
を
重
視

し
、
主
観
的
要
因
は
二
次
的
に
検
討
す
れ
ば
よ
い
。
倫
理
規
範
違
反
を
最
初
に

考
え
な
く
て
も
よ
い
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
近
の
犯
罪
現
象
を
見
て

い
る
と
、
社
会
生
活
の
中
に
道
徳
律
、
倫
理
意
識
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
心

許
な
い
状
況
で
す
。

　

（
３
）　

大
学
院
生
の
頃
、
世
田
谷
の
祖
師
谷
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の

頃
、
自
分
の
研
究
分
野
の
事
件
が
起
き
て
、
心
が
痛
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
あ
る
夫
婦
が
拒
食
症
の
子
供
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
母
親
が
病
気
に
な
り

病
院
に
入
院
し
、
そ
の
間
、
父
親
が
子
供
の
面
倒
を
見
て
い
た
の
で
す
が
、

度
々
食
事
を
拒
絶
し
ま
し
た
。
ど
う
に
か
し
て
食
事
を
与
え
な
い
と
子
供
は
死

ん
で
し
ま
う
。
こ
の
状
態
が
ず
っ
と
続
い
て
、
親
二
人
が
死
ん
で
し
ま
っ
た

ら
、
こ
の
子
供
は
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
と
子
供
の
将
来
を
思
い
悩
み
、
む

し
ろ
食
事
を
拒
絶
し
て
い
る
今
の
状
態
の
ま
ま
自
然
死
さ
せ
た
方
が
よ
い
と

思
っ
て
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
ま
し
た
。
子
供
は
餓
死
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
父
親
は
成
城
警
察
署
に
自
首
し
ま
し
た
。
取
調
べ
を
し
た
警
察
官
も
同

じ
よ
う
に
拒
食
症
の
子
供
を
抱
え
て
い
ま
し
た
。
同
情
し
た
ん
で
す
ね
、
取
り

調
べ
た
後
、
身
柄
を
拘
束
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
父
親
は
、
自
宅
に
帰
る
途

中
、
小
田
急
線
に
飛
び
込
ん
で
自
殺
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

こ
の
事
件
の
場
合
、
ま
だ
道
徳
律
が
生
き
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
自
ら
後
始
末

を
し
て
子
供
の
後
を
追
っ
た
の
で
す
。
脇
差
を
腰
に
差
し
て
い
る
身
で
あ
れ

ば
、
最
後
の
後
始
末
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
は
、
自
分
に
刃
を
向
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
同
じ
覚
悟
が
父
親
に
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
し

た
。
自
分
に
刃
を
向
け
て
自
ら
律
す
る
と
い
う
価
値
観
が
よ
い
か
ど
う
か
は
別

と
し
て
、
ま
だ
実
践
的
な
道
徳
律
が
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

最
近
の
犯
罪
現
象
を
見
ま
す
と
、
い
と
も
簡
単
に
子
供
を
殺
し
て
し
ま
い
ま

す
。
身
勝
手
に
子
供
を
遺
棄
し
、
は
た
ま
た
餓
死
さ
せ
て
し
ま
い
、
親
子
の
情

ま
で
喪
失
し
た
の
で
は
と
思
う
よ
う
な
事
件
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
道
徳
律
も

倫
理
意
識
も
無
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
、
や
っ
ぱ
り
小
学
校
で
倫
理
教
育

を
し
な
さ
い
、
高
等
学
校
で
も
倫
理
教
育
を
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
道
徳
教
育
・
倫
理
教
育
の
一
番
の
根
幹
は
、
家
庭
に

あ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
家
庭
が
崩
壊
し
、
家
庭
生
活
が
な
っ
て
い
な
い
場
合

に
は
、
打
つ
手
が
な
い
の
で
す
。
私
は
、
も
う
一
度
、
道
徳
体
系
を
組
み
直
さ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

（
４
）　

そ
こ
で
何
が
有
用
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
が
得
意
な
の
は
、
言
葉

に
よ
る
道
徳
律
で
は
な
く
、
身
体
に
染
み
こ
む
道
徳
律
を
築
き
上
げ
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
武
道
の
稽
古
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
居
合
の
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《講演録》学問の道そして居合の道

稽
古
を
続
け
て
い
る
た
め
か
、
そ
の
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
す
。
稽
古
を
始
め
る

時
に
必
ず
礼
を
い
た
し
ま
す
ね
。
こ
の
礼
を
、
学
生
諸
君
は
形
式
的
に
考
え
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
心
を
真
っ
さ
ら
に
し
て
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
身
体

に
沁
み
る
ま
で
勉
強
し
ま
す
と
い
う
礼
だ
し
、
師
範
の
先
生
も
謙
虚
に
な
っ

て
、
沁
み
る
よ
う
に
教
え
る
と
い
う
礼
な
ん
で
す
。
礼
に
始
ま
り
礼
に
終
わ

る
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
深
い
。
礼
節
と
い
う
の
は
、
も
の
の
価
値
観
を
体
得

す
る
た
め
の
入
り
口
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
居
合
道
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

他
の
武
道
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
で
生
活
し
て
い
た
時
、
日
本
と
は
全
く
反
対
の
思
考
方
法
や
人
と
の

接
し
方
が
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。
人
に
会
う
と
必
ず
元
気
で
す
か
と
挨

拶
を
し
ま
す
が
、
電
話
で
は
、
い
き
な
り
用
件
を
言
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
電

話
で
も
、「
今
日
は
よ
い
お
天
気
で
す
ね
。
そ
の
後
ど
う
し
て
ま
す
か
。」
と
挨

拶
し
、
そ
の
後
に
用
件
に
入
り
、「
今
日
は
話
が
あ
っ
て
電
話
し
た
ん
で
す

が
、
東
日
本
学
生
居
合
道
連
盟
の
創
立
五
〇
周
年
式
典
が
あ
る
の
で
、
来
て
く

だ
さ
い
。」
と
最
後
に
重
要
な
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
ド
イ
ツ
だ
と
、
端
的
に
結

論
か
ら
言
い
ま
す
。「
記
念
式
典
が
あ
り
ま
す
。
来
て
く
だ
さ
い
。」
と
切
り
出

し
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
人
は
、「
行
け
ま
せ
ん
」
と
ま
ず
結
論
を
伝
え
て
、

「
今
日
は
、
カ
ミ
さ
ん
が
病
気
で
、
子
守
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
い
う

よ
う
な
理
由
を
話
し
ま
す
。
何
か
法
律
の
問
答
の
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
十
分

に
人
間
関
係
が
成
り
立
ち
ま
す
。
こ
れ
は
言
葉
あ
り
き
の
世
界
だ
か
ら
で
す
。

い
わ
ば
間
合
い
が
な
い
、
ロ
ゴ
ス
の
世
界
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
も
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
あ
ま
り
気
に
な
ら
な
く
な
り

ま
す
。
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
人
の
気
質
は
、
日
本
人
の
気
質
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
最
初
は
取
っ
付
き
難
い
の
で
す
が
、
対
峙
し
て
い
る
壁
が
破
れ
る

と
、
義
理
人
情
の
世
界
な
の
で
す
。
日
本
人
よ
り
義
理
堅
い
と
思
う
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
う
い
う
関
係
が
あ
る
た
め
で
し
ょ
う
か
、
日
本
の
武
道
の
本
を
ド

イ
ツ
語
に
翻
訳
し
た
も
の
が
結
構
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
本
武
蔵
の
『
五
輪

書
』
は
英
訳
版
で
は
『T

he Book of Five Rings

』
で
す
が
、
ド
イ
ツ
語

訳
も
あ
り
ま
す
。
沢
庵
の
『
不
動
智
神
妙
録
』
や
佚
斎
樗
山
の
『
天
狗
芸
術

論
』
な
ど
の
ド
イ
ツ
語
訳
版
も
あ
り
ま
す
。

　

（
５
）　

礼
節
と
い
う
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
も
、
現
在
で
は
、
道
徳
の
価
値

体
系
の
中
で
色
褪
せ
た
よ
う
な
状
況
で
す
が
、
再
度
意
識
的
に
組
み
入
れ
る
工

夫
を
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
居
合
の
修
行
は
大
き
く
寄
与

す
る
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
の
身
体
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
動
き
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
自
分
が
動
か
な
け
れ
ば
他
人
も
動
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
が
修
行
で
す
ね
。

単
に
力
任
せ
に
刀
を
振
っ
て
も
、
刀
勢
は
出
な
い
。
呼
吸
の
仕
方
、
気
の
向
け

方
な
ど
が
一
体
的
に
作
用
し
な
い
と
、
思
う
よ
う
に
は
刀
を
扱
え
な
い
し
、
巻

藁
も
斬
れ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
関
係
に
お
い
て
も
、
相
手
の
気

の
動
き
を
読
み
取
る
こ
と
、
人
と
の
間
合
い
を
取
っ
て
接
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
間
合
い
を
取
り
な
が
ら
話
す
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
切
な
こ
と
で

す
。
間
合
い
に
切
り
込
む
と
お
互
い
に
傷
つ
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
行
動
の
規

準
は
、
居
合
の
修
行
か
ら
体
得
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ

皆
さ
ん
、
修
行
は
一
生
続
け
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
居
合
道
を
次
の
世
代
に
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伝
え
て
く
だ
さ
い
。
一
歩
ず
つ
一
歩
ず
つ
で
し
ょ
う
が
、
日
本
の
価
値
体
系
、

倫
理
観
を
実
感
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
道
徳
体
系

と
し
て
の
武
士
道
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

Ⅴ　

お
わ
り
に

　

１　

日
本
刀
の
語
り
か
け
る
も
の

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
二
、
三
点
お
話
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
従
来
、

武
士
道
と
い
う
も
の
は
、「
武
士
」
が
い
て
、「
日
本
刀
」
が
あ
っ
て
成
り
立
つ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
職
業
と
し
て
の
武
士
は
、
明
治
維
新
後

に
勃
発
し
た
西
南
戦
争
の
田
原
坂
の
戦
い
で
終
わ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
確
か

に
、
職
業
と
し
て
の
武
士
は
終
わ
り
ま
し
た
。
明
治
九
年
に
は
廃
刀
令
が
出
ま

す
。
刀
を
腰
に
差
し
て
歩
く
姿
は
街
か
ら
消
え
ま
し
た
が
、
日
本
刀
は
な
お
生

き
残
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
居
合
の
稽
古
の
時
に
腰
に
差
し
て
い
る
真
剣

は
、
生
き
残
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
日
本
刀
が
生
き
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
サ
ム
ラ
イ
精
神
が
な
お
生
き
て
い
る
こ
と
だ
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
私
に

は
、
深
く
悩
ん
だ
時
に
眺
め
る
日
本
刀
が
一
振
り
あ
り
ま
す
。
薩
摩
刀
で
す
け

ど
、波
平
安
氏
（
享
和
二
年
、
安
行
に
改
名
）
の
寛
政
一
〇
年
（
一
七
九
八
年
）

の
刀
で
す
。
時
代
は
、
新
刀
で
す
ね
。
刃
は
ど
こ
も
毀
れ
て
い
ま
せ
ん
。
健
全

で
す
。
し
か
し
、
峰
に
は
多
数
の
切
込
み
傷
が
あ
り
ま
す
。
刀
の
姿
の
良
さ

は
、
刀
を
作
っ
た
刀
鍛
冶
が
、
禊
し
て
丹
精
込
め
て
造
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
の
波
平
の
刀
は
、
幕
末
の
動
乱
を
生
き
残
り
、
日
清
日
露
の
戦
役
で
も

生
き
残
り
、
そ
し
て
第
二
次
大
戦
の
戦
火
を
く
ぐ
り
抜
け
、
今
、
私
の
手
許
に

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
歴
史
の
荒
波
を
く
ぐ
り
抜
け
て
来
た
の
に
、
な
お
刃
が
健

全
な
の
は
、
こ
の
刀
を
持
っ
て
い
た
人
達
が
非
常
に
大
事
に
使
っ
た
証
し
で

す
。
命
永
ら
え
た
波
平
は
、
な
お
清
ん
で
い
て
美
し
い
の
で
す
。
手
に
持
っ
て

見
て
い
る
と
、
心
静
か
に
な
り
ま
す
。
心
が
静
か
に
な
ら
な
い
人
は
、
刀
を
持

た
な
い
で
く
だ
さ
い
。
危
な
い
で
す
か
ら
（
笑
）。
心
が
穏
や
か
に
な
っ
て
見

て
い
る
と
、
刀
が
問
い
か
け
る
の
で
す
。「
お
前
は
今
、
何
を
悩
ん
で
い
る
ん

だ
。」
と
。
そ
し
て
、
シ
ン
プ
ル
・
イ
ズ
・ 

ベ
ス
ト
（Sim

ple is best.

）
の

言
葉
が
浮
か
ん
で
く
る
の
で
す
。
刃
の
線
と
鎬
の
線
と
峰
の
線
の
三
本
の
線
が

刃
先
に
向
か
っ
て
ス
ッ
ー
と
伸
び
、
切
っ
先
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
流
れ

る
よ
う
な
美
し
さ
は
、
ど
こ
か
崩
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
シ
ン
プ
ル
な

美
し
さ
で
す
。
自
分
の
生
き
方
も
そ
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
、
静
か
に
考

え
る
の
で
す
。

　

困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
極
限
的
な
状
況
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
は
、
皆
さ

ん
、
あ
ま
り
経
験
さ
れ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
大
学
改
革
を
断
行
す

る
時
、
度
々
経
験
し
ま
し
た
。
あ
る
時
は
、
自
分
の
判
断
が
間
違
っ
た
ら
、
多

く
の
教
職
員
が
路
頭
に
迷
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
思
い
も
し
ま
し
た
。
東
日
本

大
震
災
の
時
に
は
、
石
巻
専
修
大
学
が
激
震
地
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ゼ
ロ
か

ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
覚
悟
し
ま
し
た
が
、
幸
い
救
援
基
地
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
財
政
的
な
苦
労
は
ま
だ
続
い
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
そ
の
時
の
大
地
震
に
よ
っ
て
、
専
修
大
学
の
神
田
校
舎
の
一
棟
、
生
田

校
舎
の
二
棟
が
損
傷
し
全
く
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
専
修
大
学
創
立
一

四
〇
周
年
ま
で
に
は
、
建
て
替
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
学
者
の
最
も
不
得
意
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な
資
金
集
め
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
得
意
な
と
こ
ろ
で
戦
う

の
で
は
な
く
、
不
得
意
な
と
こ
ろ
で
戦
う
と
い
う
の
は
、
や
は
り
苦
悩
し
ま

す
。
波
平
の
刀
を
何
度
か
手
に
し
て
、
土
壇
場
の
覚
悟
を
し
ま
し
た
。
決
断
を

す
る
の
は
、
ト
ッ
プ
の
責
任
な
の
で
す
か
ら
、
己
を
無
に
し
て
斬
り
抜
け
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
手
に
し
た
波
平
の
刀
は
、
二
〇
〇
年
以
上
も
生
き
残
っ
て
い

る
し
、
こ
れ
か
ら
も
な
お
生
き
な
が
ら
え
る
。
私
の
命
は
、
長
く
て
一
五
年
ぐ

ら
い
の
も
の
だ
。
シ
ン
プ
ル
に
生
き
て
い
け
ば
よ
い
と
、
刀
と
の
対
話
は
終
わ

る
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
体
験
を
し
ま
す
と
、
職
業
と
し
て
の
武
士
は
消
滅
し
た
が
、
日
本

刀
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
を
使
う
人
々
に
よ
っ
て
サ
ム
ラ
イ
精
神
は
脈
々

と
繋
が
っ
て
い
く
も
の
だ
と
確
信
し
ま
す
。
日
本
刀
を
用
い
る
居
合
道
は
、
心

身
の
鍛
練
に
終
わ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
道
徳
体
系
と
し
て
の
武
士
道
を
体
得

す
る
こ
と
を
意
識
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

２　

皆
さ
ん
に
期
待
す
る
こ
と

　

居
合
道
を
修
行
し
て
い
る
学
生
の
皆
さ
ん
。
学
生
時
代
の
四
年
間
、
居
合
の

稽
古
に
明
け
暮
れ
る
と
い
う
経
験
は
、
め
っ
た
に
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
は
、
大
学
四
年
の
間
、
研
究
者
に
な
る
決
意
を
し
た
こ
と
か
ら
、
勉
学

の
時
間
を
惜
し
み
、
ア
ル
バ
イ
ト
も
せ
ず
に
、
食
う
や
食
わ
ず
の
貧
乏
学
生
で

し
た
。
武
道
に
興
味
は
あ
る
け
ど
、
武
道
を
す
る
こ
と
さ
え
許
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
皆
さ
ん
は
、
学
生
時
代
の
四
年
間
、
居
合
の
稽
古
に
熱
中
で
き
る
環
境

に
あ
る
の
で
す
。
学
生
時
代
の
居
合
の
稽
古
で
得
た
価
値
観
、
人
生
観
は
貴
重

で
す
。
そ
し
て
今
後
、
居
合
の
修
行
を
継
続
し
て
身
に
付
い
て
い
く
価
値
体
系

や
倫
理
観
は
、
き
ち
ん
と
次
の
世
代
に
、
言
葉
で
な
く
て
態
度
で
、
行
動
で
伝

え
て
い
く
責
任
が
あ
り
ま
す
。
道
徳
体
系
と
し
て
の
武
士
道
は
、
言
葉
だ
け
で

は
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
の
行
動
、
生
き
方
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

卒
業
し
て
社
会
に
出
ま
す
と
、
居
合
道
一
筋
と
い
う
生
活
は
な
か
な
か
で
き

ま
せ
ん
。
学
居
連
の
Ｏ
Ｂ
の
方
々
は
、
す
で
に
実
感
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
私
も
、
途
切
れ
途
切
れ
で
す
が
、
居
合
の
稽
古
を
続
け
て
い
ま
す
。

断
続
的
な
稽
古
で
は
あ
り
ま
す
が
、
居
合
の
修
行
を
止
め
よ
う
と
思
っ
た
こ
と

は
、
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
や
刑
法
学
だ
け
で
生
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
別
で

し
ょ
う
が
、
日
本
の
刑
法
学
を
説
く
以
上
は
、
日
本
の
文
化
や
価
値
観
に
根
ざ

し
た
も
の
を
掌
握
し
て
い
な
く
て
は
、
実
践
的
な
学
問
と
し
て
の
迫
力
が
あ
り

ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
う
だ
、
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
こ
う
だ
と
言
う
だ
け

で
は
、
自
分
の
考
え
出
し
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
刑
法
で
は
こ
う
い

う
風
に
処
理
す
べ
き
だ
と
言
う
と
、
講
義
を
聴
い
て
い
る
学
生
の
目
が
輝
き
ま

す
。
聞
い
て
い
る
学
生
は
、
一
番
ピ
ュ
ア
で
す
か
ら
、
す
ぐ
反
応
し
ま
す
。
居

合
の
修
行
を
し
て
い
る
皆
さ
ん
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
、
多
く
の
人

の
耳
目
を
集
め
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
に
立
っ
て
い
ま
す
。
是
非
心
し
て
、
自

分
の
仕
事
に
居
合
の
修
行
で
得
た
も
の
を
活
か
し
て
下
さ
い
。
そ
し
て
、
日
本

の
価
値
体
系
・
倫
理
観
の
崩
壊
に
歯
止
め
を
か
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
き

た
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
あ
っ
て
、
日
本
の
文
化
の
核
と
な
る
も
の
を

持
つ
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
昨
今
の
倫
理
観
の
迷
走
を
止
め
よ

う
と
考
え
て
い
る
、
私
の
切
な
る
願
い
で
す
。



― 46 ―

　

居
合
道
五
段
の
身
で
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
刑

法
学
の
先
端
を
走
っ
て
き
た
者
が
居
合
道
を
学
問
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
て
き

た
か
を
、
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
居
合
の
稽
古
は
ま
だ
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
修
行
は
死
ぬ
ま
で
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
拙
い
話
と
な
り

ま
し
た
が
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
拍
手
）

　
〈
追
記
〉　
東
日
本
学
生
居
合
道
連
盟
創
立
五
〇
周
年
記
念
講
演
会
の
開
催
に

当
た
り
、
司
会
よ
り
、「
日
髙
先
生
は
、
学
校
法
人
専
修
大
学
理
事
長
、
法
学

博
士
で
す
が
、
法
務
省
司
法
試
験
考
査
委
員
、
文
部
科
学
省
大
学
設
置
学
校
法

人
審
議
会
委
員
、
専
修
大
学
学
長
な
ど
を
歴
任
さ
れ
て
い
ま
す
。
居
合
道
五

段
。著
書
に
『
違
法
性
の
基
礎
理
論
』、『
刑
法
総
論
』
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
の
紹
介
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
紹
介
に
応
え
る
だ
け
の
講
演
に
な
っ
て

い
る
こ
と
を
、
祈
り
た
い
。


