
は
じ
め
に

以
下
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
本
稿
を
始
め
た
い
。

も
う
昨
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
本
学
の
田
中
宏
幸
助
教
授
か
ら
、「
ケ
ー
タ
イ
が

鳴
り
さ
え
す
れ
ば
ひ
ん
し
ゅ
く
の
雨
嵐
。」
と
い
う
例
文
を
見
せ
ら
れ
て
、
こ
の
文

が
な
ぜ
お
か
し
い
の
か
語
学
的
な
説
明
を
し
て
み
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
田
中
助
教
授
が
担
当
す
る
本
学
の
開
講
科
目
「
日
本
語
の
表
現
Ⅰ
」（
二
〇

〇
二
年
度
）
で
提
出
さ
れ
た
、
学
生
の
文
章
の
中
に
あ
っ
た
文
だ
と
い
う
。
授
業

中
に
は
、
こ
の
文
は
お
か
し
い
こ
と
、
よ
り
適
切
な
表
現
と
し
て
「
―
―
が
鳴

ろ
う
も
の
な
ら
／
鳴
っ
た
り
す
れ
ば
／
鳴
り
で
も
す
れ
ば
」
等
を
用
い
た
方
が
よ

い
こ
と
を
伝
え
た
が
、
当
該
の
文
が
な
ぜ
適
切
で
な
い
の
か
と
い
う
理
由
を
説
明

す
る
と
な
る
と
、
少
し
複
雑
な
論
理
が
必
要
と
な
り
そ
う
な
気
が
す
る
、
と
い
う

の
が
田
中
助
教
授
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
私
も
同
様
に
当
該
文
は
非
適
格
文
で
あ
る

と
思
う
し
、
そ
の
場
で
説
明
が
行
え
る
ほ
ど
簡
単
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
も
感

じ
た
の
で
、「
考
え
て
お
き
ま
す
」
と
は
答
え
た
も
の
の
、
日
々
の
雑
事
に
か
ま
け

て
一
年
近
く
も
問
題
を
放
置
し
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
は
、
遅
ま
き
な
が
ら
田
中
助

教
授
と
受
講
の
学
生
達
に
宛
て
た
私
な
り
の
回
答
で
あ
る
。

一

先
行
研
究
で
は
、「
さ
え
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち

１
　
　
花
子
や
三
郎
だ
け
で
な
く
、
太
郎
さ
え
来
た
。

の
よ
う
な
例
文
で
は
、「
花
子
や
三
郎
が
来
た
」
こ
と
よ
り
も
「
太
郎
が
来
た
」
こ

と
の
方
が
実
現
の
可
能
性
が
低
い
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、

「
花
子
や
三
郎
が
来
た
」
こ
と
を
基
準
と
し
て
「
そ
の
上

、
、
、

、
太
郎
が
来
た
」
と
い
っ

た
語
感
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
「
極
端
」（
丹
羽
一
九
九

五
）、「
極
限
提
示
」（
菊
地
一
九
九
九
）
と
い
っ
た
用
語
を
与
え
て
説
明
し
て
い

る
。さ

ら
に
、
菊
地
（
一
九
九
九
）
は
、
ど
の
よ
う
な
尺
度
に
お
け
る
極
限
な
の
か
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聞
手
に
も
見
て
と
れ
る
場
合
の
「
極
限
提
示
」
と
、「
話
手
が
自
ら
の
体
験
を
、
あ

る
方
向
へ
の
心
情
を
高
め
な
が
ら
継
時
的
に
述
べ
る
場
合
に
、（
主
観
的
に
）
到
達

点
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
柄
」
を
示
す
場
合
の
「
累
加
」
と
を
区
別
す
る
立
場
を

と
る
。
例
え
ば

２
　
　
花
子
や
三
郎
だ
け
で
な
く
、
太
郎
さ
え
落
第
し
た
。

と
い
う
か
ら
に
は
、
太
郎
は
花
子
や
三
郎
に
比
し
て
最
も
落
第
し
そ
う
に
な
い
人

物
で
あ
る
。
こ
の
文
で
は
花
子
・
三
郎
・
太
郎
が
「
合
格
の
可
能
性
」
と
い
う
尺

度
で
比
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
太
郎
が
そ
の
極
限
に
位
置
し
て
い
る
と
思

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
聞
手
に
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

３
　
　
Ｘ
家
は
不
運
が
重
な
っ
た
。
ご
主
人
が
失
職
し
、
奥
さ
ん
が
入
院
し
、

一
家
の
頼
み
の
綱
で
あ
る
長
男
の
Ａ
君
さ
え
就
職
試
験
に
落
ち
た
。（
菊

地
一
九
九
九
、
54
の
例
文
）

と
い
う
文
で
は
、「
ご
主
人
の
失
職
」「
奥
さ
ん
の
入
院
」「
長
男
が
就
職
試
験
に
落

ち
た
こ
と
」
は
同
じ
「
不
運
」
と
い
う
範
疇
の
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
の

「
就
職
試
験
に
落
ち
る
」
こ
と
が
「
失
職
」
や
「
入
院
」
に
対
し
て
不
運
の
度
合
い

の
極
限
に
位
置
す
る
事
態
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
た
だ
不
運
続
き
の
家
に
最
後
の

最
後
に
起
こ
っ
た
事
態
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
場
合
で
も
我
々
は

「
さ
え
」
を
用
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
客
観
的
尺
度
」
に
お
け
る
「
極
限
提
示
」
の

用
法
と
、「
主
観
的
到
達
点
」
の
「
累
加
」
の
用
法
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
両
者

の
共
通
点
と
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

客
観
的
で
あ
れ
主
観
的
で
あ
れ
、「
極
限
提
示
」「
累
加
」
の
用
法
は
何
ら
か
の

「
到
達
点
」
の
事
柄
を
示
す
と
言
え
る
わ
け
で
、
そ
れ
故
に
我
々
は
何
か
「
過
度
」

と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

一
方
、

４
　
　
太
郎
さ
え
来
れ
ば
、
万
事
う
ま
く
い
く
の
に
。

の
よ
う
な
例
は
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。「
花
子
や
三
郎
が
い
る
上
に
、
太
郎
も

来
れ
ば
万
事
う
ま
く
い
く
」
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆

に
、
事
の
成
功
に
関
し
て
「
花
子
や
三
郎
」
と
い
っ
た
他
者
に
は
ほ
と
ん
ど
考
慮

が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
太
郎
が
来
る
だ
け
で
、
万
事
う
ま
く
い
く
条
件
は
整
う
」

と
い
う
の
が
例
文
４
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
十
分
条
件
性
の
強
調
」（
菊
池
一
九
九

九
）
等
と
い
っ
た
用
語
が
与
え
ら
れ
た
上
で
、「
自
者

（
注
１
）

を
『
他
の
も
の
は
な
く

て
も
、
こ
れ
だ
け
が
あ
れ
ば
』
と
い
う
、
い
わ
ば
最
低
条
件
を
示
す
意
味
を
持
つ
」

（
沼
田
一
九
八
六
）、「
主
文
の
事
態
が
実
現
す
る
の
に
た
だ
一
つ
の
条
件
で
あ
る
こ

と
を
強
調
す
る
」（
丹
羽
一
九
九
五
）、「《
あ
る
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
の
条
件
は
、

当
該
の
事
柄
だ
け
で
十
分
で
あ
る
》
こ
と
を
あ
ら
わ
す
」（
菊
地
一
九
九
九
）
と
い

う
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
「
さ
え
」
の
基
本
的
用
法
と
言
え
る
部
分
で
あ
る
が
、

諸
論
は
大
き
く
は
見
解
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
は

菊
地
（
一
九
九
九
）
の
用
語
を
も
と
に
ま
と
め
る
と
、「
さ
え
」
の
用
法
は

の
二
大
別
、
三
種
類
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

極
限
提
示

（
Ａ
や
Ｂ
だ
け
で
な
く
Ｃ
ま
で
も
）

累
加

（
Ａ
や
Ｂ
だ
け
で
な
く
Ｃ
ま
で
も
）

十
分
条
件
性
の
強
調

（
Ａ
や
Ｂ
は
と
も
か
く
Ｃ
だ
け
で
）
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二

本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
、
特
に
考
察
を
試
み
る
の
は
、
当
然
「
十
分
条
件
性
」

の
用
法
の
方
で
あ
る
。
問
題
の
「
ケ
ー
タ
イ
が
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
…
」
は
、「
携
帯

電
話
が
鳴
る
だ
け
で
顰
蹙
を
買
う
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
」
と
い
う
意
味

を
表
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
適
切
な
例
と
し
て
提
示
さ
れ

た
「
鳴
ろ
う
も
の
な
ら
／
鳴
っ
た
り
す
れ
ば
／
な
り
で
も
す
れ
ば
」
の
文
か
ら
も

そ
の
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
と
思
う
が
、
仮
に
こ
の
当
該
文
だ
け
を
見
せ
ら
れ
て
も
、

「
十
分
条
件
性
の
強
調
」
を
意
図
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
は
直
観
さ
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か

（
注
２
）

。

こ
の
直
観
に
は
全
く
故
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
十
分
条
件
性
の
さ

え
」
に
つ
い
て
諸
論
が
一
致
し
て
指
摘
す
る
の
は
、「
十
分
条
件
性
」
が
仮
定
条
件

句
に
お
い
て
の
み
見
ら
れ
る
用
法
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

５
　
　
太
郎
さ
え
来
た
の
で
、
万
事
う
ま
く
い
っ
た
。

と
い
う
確
定
条
件
の
文
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
協
力
的
な
花
子
や
三

郎
が
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
太
郎
も
来
た
の
で
…
」
と
い
っ
た
意
味
の
場
合

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
極
限
提
示
」
の
用
法
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、「
十
分

条
件
性
の
さ
え
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
該
文
を
「
携
帯
が
な

る
だ
け
で

、
、
、

」
と
我
々
が
理
解
し
や
す
い
の
は
、「
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
」
と
い
う
仮
定

条
件
句
の
た
め
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
逆
は
真
な
ら
ず
で
、
沼
田
（
一
九
八
六
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

仮
定
条
件
句
に
「
さ
え
」
が
用
い
ら
れ
れ
ば
そ
れ
は
「
十
分
条
件
性
」
の
用
法
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

６
　
　
住
み
こ
み
だ
か
ら
食
、
住
の
心
配
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
十
分
な

給
料
が
も
ら
え
、
そ
の
上
学
校
に
行
け
さ
え
す
る
な
ら
、
喜
ん
で
働
き

ま
す
。（
沼
田
一
九
八
六
、
20
の
例
文
）

と
い
っ
た
場
合
に
は
、「
極
限
提
示
」
の
用
法
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
沼
田
（
一

九
八
六
）
は
、「
こ
の
よ
う
な
２
義
性
は
『
な
ら
』
に
よ
る
条
件
句
に
出
て
く
る
の

で
、『
ば
』
に
よ
る
条
件
句
に
は
出
て
こ
な
い
」
と
指
摘
す
る
が
、
両
義
で
は
な
く

「
極
限
提
示
」
の
み
な
ら
ば
、「
な
ら
」
以
外
の
条
件
句
で
も
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。

７
　
　
こ
の
う
え
雨
さ
え
降
る
な
ら
／
降
っ
た
ら
／
降
れ
ば
、
農
作
物
は
全

滅
す
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
６
・
７
の
よ
う
な
場
合
を
見
た
上
で
も
、
こ
れ
ら
は
「
…
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
」「
こ
の
う
え
」
と
い
っ
た
添
加
の
語
句
の
存
在
が
「
極
限
提
示
」
の
理
解
を
許

す
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
単
に

８
　
　
学
校
に
行
け
さ
え
す
る
な
ら
、
喜
ん
で
働
き
ま
す
。（
沼
田
一
九
八

六
、
18
の
例
文
）

と
い
う
だ
け
な
ら
、
「
十
分
条
件
性
」
の
用
法
と
理
解
さ
れ
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う

（
注
３
）

。「
十
分
条
件
性
」
は
仮
定
条
件
句
で
し
か
表
さ
れ
な
い
し
、
仮
定
条
件
句
に

「
さ
え
」
が
用
い
ら
れ
た
ら
、
基
本
的
に
は
「
十
分
条
件
性
」
の
用
法
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

先
行
研
究
が
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
は
、
概
略
以
上
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の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
当
該
文
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
当
該
文
は
先
に

も
見
た
よ
う
に
、「
十
分
条
件
性
」
を
表
し
た
い

、
、

文
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
条
件

と
し
て
指
摘
さ
れ
る
仮
定
条
件
句
に
「
さ
え
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、

「『
顰
蹙
を
買
う
』
と
い
う
事
態
が
実
現
す
る
の
に
『
携
帯
電
話
が
鳴
る
』
と
い
う

こ
と
が
た
だ
一
つ
の
条
件
で
あ
る
と
強
調
」
し
て
も
、
或
い
は
「『
顰
蹙
を
買
う
』

と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
た
め
の
条
件
は
、『
携
帯
電
話
が
鳴
る
』
と
い
う
事
柄
だ

け
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
表
」
し
て
も
、
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

な
の
に
実
際
に
は
当
該
文
が
非
文
で
あ
る
の
な
ら
ば
、「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」

が
用
い
ら
れ
る
条
件
は
、「
仮
定
条
件
句
に
用
い
ら
れ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
な
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
当
該
文
は
、「
仮
定
条
件
句
」
と
い

う
条
件
を
満
た
し
て
い
た
が
故
に
我
々
は
う
す
う
す
と
そ
の
真
意
を
嗅
ぎ
取
る
こ

と
が
で
き
た
が
、
適
格
文
で
あ
る
た
め
に
更
に
必
要
と
な
る
別
の
条
件
は
欠
い
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
別
の
条
件
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

三

「
Ａ
だ
け
で
Ｂ
が
成
り
立
つ
」
と
い
う
世
の
中
の
事
柄
と
し
て
は
、
色
々
な
事

態
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
例
４
で
は
、「
太
郎
が
来
る
＝
Ａ
」
だ
け

で
、「
万
事
う
ま
く
い
く
＝
Ｂ
」
が
成
り
立
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
Ｂ
の

内
容
を
「
万
事
う
ま
く
い
か
な
い
」
と
変
え
て
、「
さ
え
＋
仮
定
条
件
句
」
の
文
を

作
る
と
ど
う
な
る
か
。

９
　
＊
太
郎
さ
え
来
れ
ば
、
全
て
は
水
の
泡
だ
。（

注
４
）

こ
れ
は
非
文
に
な
る
の
で
あ
る
。
他
に
も
、

10

パ
ン
さ
え
あ
れ
ば
、
私
は
幸
せ
な
の
だ
が
。

11

＊
ち
ょ
っ
と
し
た
失
敗
さ
え
あ
れ
ば
、
私
は
不
幸
な
の
だ
が
。

の
よ
う
な
対
照
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
先
に
仮
定
条
件
で
あ
り
な
が
ら
「
極

限
提
示
」
と
し
て
適
格
文
で
あ
る
と
見
た
例
７
も
、
次
の
よ
う
に
「
こ
の
う
え
」

を
除
い
て
「
十
分
条
件
性
」
の
文
と
し
て
み
れ
ば
、
も
は
や
適
格
文
で
は
な
い
だ

ろ
う
。12

＊
雨
さ
え
降
る
な
ら
／
降
っ
た
ら
／
降
れ
ば
、
農
作
物
は
全
滅
す
る
だ

ろ
う
。

「
太
郎
が
来
る
だ
け
で
全
て
が
台
無
し
に
な
る
」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
は
、「
太

郎
が
来
る
だ
け
で
全
て
が
う
ま
く
い
く
」
と
い
う
事
態
と
同
じ
よ
う
に
世
の
中
に

あ
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
言
語
化
し
た
は
ず
の
例
４
が
言
え
て

例
９
は
言
え
な
い
の
な
ら
ば
、
こ
れ
は
「
さ
え
」
と
い
う
語
の
性
格
に
由
来
す
る

も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
非
文
の
例
に
共
通
す
る
の
は
、「
Ａ
だ
け
で
Ｂ
が
成
り
立
つ
」
の
Ｂ

に
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
態
が
現
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
逆
に
適
格
文
の
後

件
は
全
て
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
こ
の
違
い
が
非
文
と
適
格
文
の
違
い
を

も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
は
、「
願
望
」
の
文
脈
に
よ
く
な
じ
む
。

13

太
郎
さ
え
来
れ
ば
う
ま
く
い
く
の
に
／
来
れ
ば
な
あ
。
／
来
れ
ば
…
。

こ
れ
も
、「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
が
後
件
に
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
態
を
要
求
す

る
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
13
の
よ
う
な
文
に
さ
ら
に
手
を
加
え
て
、
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14

＊
太
郎
さ
え
来
て
ほ
し
い
。

と
い
っ
た
、
直
接
的
な
願
望
の
文
に
変
え
て
し
ま
う
と
非
文
と
な
る
が
、
こ
れ
は

14
が
既
に
仮
定
条
件
句
を
失
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
十
分
条
件
性
」
に
お
い
て
「
仮

定
条
件
句
」
の
存
在
は
や
は
り
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
方
で
、

15

す
る
こ
と
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
文
句
は
言
わ
な
い
か
ら
。

16

た
だ
そ
こ
に
い
さ
え
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
。

と
い
っ
た
文
も
成
り
立
つ
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
の
後
件
が
積
極
的
に
プ
ラ
ス
イ
メ

ー
ジ
と
捉
え
ら
れ
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
15
・
16
と
も
「
不
満
は
な
い
」
と

い
う
程
度
の
態
度
で
、
こ
れ
ら
も
考
え
に
入
れ
れ
ば
、
要
は
「
十
分
条
件
性
」
の

後
件
は
「
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
態
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
こ
で
、
菊
地
（
一
九
九
九
）
が
「
極
限
提
示
」
と
「
累
加
」
を
下
位

分
類
的
に
区
別
し
た
よ
う
な
違
い
が
、「
十
分
条
件
性
」
の
側
に
も
見
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

今
ま
で
「
十
分
条
件
性
」
の
例
と
し
て
見
て
き
た
文
は
い
ず
れ
も
、
後
件
Ｂ
の

成
立
の
条
件
で
あ
る
Ａ
に
対
し
て
、「
そ
れ
だ
け
で
」
と
い
う
よ
う
な
、「
最
低
限
」

の
評
価
を
見
出
せ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。「
太
郎
さ
え
来
れ
ば
…
」
と
い
う
と

き
の
「
太
郎
」
は
、
候
補
者
に
「
花
子
や
三
郎
」
も
い
る
こ
と
を
見
渡
し
た
上
で
、

「
太
郎
だ
け
」
い
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
十
分
条
件
性
」
の

う
ち
の
「
最
低
条
件
の
さ
え
」
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
こ
れ
と
区
別
さ
れ
る
用
法
と

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

17

あ
と
は
松
飾
り
さ
え
つ
け
れ
ば
正
月
の
準
備
は
終
わ
り
だ
。

こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
例
文
を
比
べ
て
み
る
と
、
そ
の
差
異
が
分
か
り
や
す
い
と

思
う
。18

松
飾
り
さ
え
つ
け
れ
ば
そ
れ
で
正
月
だ
。

18
の
よ
う
に
い
う
と
き
、
正
月
の
雰
囲
気
を
出
す
た
め
に
使
わ
れ
る
の
は
「
松
飾

り
」
だ
け
で
よ
い
。
こ
れ
が
「
最
低
条
件
の
さ
え
」
で
あ
る
が
、
一
方
17
の
よ
う

に
い
う
と
き
は
、
正
月
の
た
め
に
準
備
さ
れ
る
も
の
は
「
松
飾
り
」
だ
け
で
は
な

い
。
他
に
大
掃
除
を
し
た
り
、
鏡
餅
を
供
え
た
り
、
お
節
料
理
を
作
っ
た
り
と
、

他
の
手
順
は
全
て
終
わ
っ
て
い
る
わ
け
だ
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
諸
々
の
手
順
の
中

で
、「
松
飾
り
」
が
最
も
大
事
で
あ
る
と
か
逆
に
些
末
だ
と
か
の
、
事
の
軽
重
に
は

言
及
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
累
加
」
の
用
法
に
対
す
る
菊
地
（
一
九

九
九
）
の
説
明
「
話
手
が
自
ら
の
体
験
を
、
あ
る
方
向
へ
の
心
情
を
高
め
な
が
ら

継
時
的
に
述
べ
る
場
合
に
、（
主
観
的
に
）
到
達
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
柄
」
に

よ
く
対
応
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
17
の
「
松
飾
り
」
は
、「
正
月
の
準
備
」

と
し
て
最
後
に
残
さ
れ
た
（
＝
主
観
的
に
一
連
の
も
の
と
し
て
並
べ
ら
れ
た
事
柄

の
う
ち
で
、
継
時
的
序
列
の
到
達
点
に
位
置
す
る
）
と
い
う
だ
け
で
「
さ
え
」
を

用
い
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
最
低
条
件
」
と
は
区
別
し
て
、「
最

終
条
件
の
さ
え
」
と
呼
ん
で
お
く
。

も
っ
と
も
「
最
終
条
件
の
さ
え
」
も
「
最
低
条
件
の
さ
え
」
も
、
Ａ
が
Ｂ
成
立

の
唯
一
の
条
件
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
最
低

条
件
の
さ
え
」
で
は
「
Ａ
だ
け
あ
れ
ば
よ
い
」
と
話
手
に
よ
っ
て
Ａ
の
み
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
の
だ
し
、「
最
終
条
件
の
さ
え
」
で
は
話
手
の
把
握
す
る
手
順
と
し
て

は
も
う
Ａ
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
仮
定
条
件
句
で
し
か
用
い
ら
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れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に

19

＊
あ
と
は
太
郎
さ
え
来
れ
ば
そ
れ
で
水
の
泡
だ
。

の
如
く
積
極
的
な
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
後
件
を
持
て
な
い
こ
と
も
「
最
低
条
件

の
さ
え
」
と
同
様
で
あ
っ
て
、
両
者
は
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
の
中
の
下
位
分

類
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

四

こ
う
し
て
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
に
つ
い
て
、「
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
後
件

を
持
て
な
い
」
と
い
う
第
二
の
条
件
を
見
出
そ
う
と
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
は

例
外
が
あ
る
。

20

暇
さ
え
あ
れ
ば
、
け
ん
か
を
す
る
。（
沼
田
一
九
八
九
、
43
の
例
文
）

21

顔
さ
え
見
れ
ば
小
言
を
い
っ
て
育
て
て
き
た
。（
同
右
、
45
の
例
文
）

22

口
さ
え
開
け
ば
金
の
話
だ
。

こ
れ
ら
の
「
け
ん
か
」「
小
言
」「
金
の
話
」
は
ど
れ
も
積
極
的
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ

ー
ジ
を
表
す
語
句
と
考
え
得
る
が
、
そ
れ
で
も
「
さ
え
＋
仮
定
条
件
句
」
の
構
文

で
適
格
文
を
成
す
。
こ
の
よ
う
に
、
今
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
条
件
に
合
わ
な
い
自

然
な
例
が
見
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
反
例
と
は
せ
ず
に
例
外
と
扱
お
う
と
す
る

の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
、
例
外
と
な
る
の
は
ど
れ
も
、「
反
復
」
を
表
す
用
例
だ
け
で
あ
る
と
い

う
共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
。「
暇
が
あ
る
／
顔
を
見
る
／
口
を
開
く
度
に

、
、

」
と
い

う
意
味
で
な
け
れ
ば
、「
さ
え
＋
仮
定
条
件
句
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
Ｂ
」
と
い

う
文
を
成
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ん
な
場
合
で
も
マ
イ

ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
後
件
を
用
い
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
や
は
り
な
い
の
で
あ
っ

て
、
例
外
と
扱
う
所
以
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
「
反
復
」
の
用
例
は
、
他
の
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
と
は
さ
ら
に

異
な
る
振
る
舞
い
を
す
る
。「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
は
、
前
件
が
仮
定
条
件
句
で

あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
後
件
に
過
去
に
確
定
し
た
事
態
が
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。

「
学
校
に
行
け
さ
え
す
る
な
ら
、
喜
ん
で
働
き
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
ま
だ
働
い
て

い
な
い
状
況
で
の
文
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
反
復
」
の
用
例
で
は
、

例
21
の
よ
う
に
「
小
言
を
い
う
」
と
い
う
後
件
が
確
定
し
た
文
が
成
り
立
つ
し

（
注
５
）

、

例
22
を
、

23

口
さ
え
開
け
ば
金
の
話
を
し
た
。

と
変
え
て
も
非
文
に
は
な
ら
な
い
。
一
般
の
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
で
は
、
例

え
ば
「
太
郎
さ
え
来
た
ら
う
ま
く
い
く
の
に
。」
を

24

？
太
郎
さ
え
来
た
ら
う
ま
く
い
っ
た
。（

注
６
）

と
変
え
た
場
合
、
そ
れ
は
過
去
の
確
定
事
態
そ
の
も
の
を
表
す
と
い
う
よ
り
は
、

「
う
ま
く
い
っ
た
の
に
」
と
い
う
反
実
仮
想
の
、
整
わ
な
い
表
現
と
理
解
す
る
の
が

せ
い
ぜ
い
で
あ
ろ
う
。

「
反
復
」
の
例
は
、
仮
定
条
件
句
の
事
態
が
「
暇
が
あ
る
／
顔
を
見
る
／
口
を

開
く
」
と
い
う
よ
う
に
「
些
細
な
こ
と
で
も
」
と
い
っ
た
文
脈
が
見
て
と
れ
る
点

で
「
最
低
条
件
」
的
で
あ
る
し
、
反
復
す
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
そ
の
最
低
の
条
件

Ａ
だ
け
で
Ｂ
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
当
然
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
表
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す
意
味
か
ら
い
っ
て
特
に
「
最
低
条
件
の
さ
え
」
と
密
接
な
関
係
が
う
か
が
え
る

一
方
で
、
そ
の
「
最
低
条
件
の
さ
え
」
と
も
、
ま
た
「
最
終
条
件
の
さ
え
」
と
も
、

上
述
の
大
き
な
違
い
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
、
こ
こ
で
例
外
的
と
し

て
き
た
よ
う
な
用
例
を
「
反
復
の
さ
え
」
と
呼
ん
で
、「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
の

下
位
に
位
置
づ
け
つ
つ
、「
最
低
条
件
」「
最
終
条
件
」
と
は
区
別
し
よ
う
と
思
う

の
で
あ
る

（
注
７
）

。

五

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
課
題
に
最
低
限
の
回
答
を
出
す
準
備
が
整
っ

た
よ
う
に
思
う
。
当
該
文
「
＊
ケ
ー
タ
イ
が
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
ひ
ん
し
ゅ
く
の
雨

嵐
。」
は
、
な
ぜ
非
文
な
の
か
。「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
の
条
件
を
簡
単
に
整
理

す
れ
ば
、

①
　
　
　
仮
定
条
件
句
で
あ
る
。

②
―
１
　
後
件
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
態
を
持
て
な
い
。

②
―
２
　
但
し
、「
反
復
」
の
場
合
は
、
後
件
が
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
も
よ

く
、
過
去
に
確
定
し
た
事
態
も
表
現
で
き
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
当
該
文
は
、
①
は
満
た
す
も
の
の
、
②
―
１
に
抵
触

す
る
。
よ
っ
て
「
最
低
条
件
」「
最
終
条
件
」
の
「
さ
え
」
と
し
て
は
理
解
で
き
な

い
。
か
と
い
っ
て
、
文
脈
上
「
反
復
」
の
解
釈
を
導
く
よ
う
な
語
句
の
支
え
も
な

い
た
め
に
、
②
―
２
の
条
件
に
沿
っ
て
適
格
文
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
当
初
当
該
文
で
表
し
た
か
っ
た
「
携
帯
が
な
る
だ
け
で

、
、
、

…
」
と
い
っ
た

意
味
か
ら
離
れ
て
、「
＊
ケ
ー
タ
イ
が
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
ひ
ん
し
ゅ
く
の
雨
嵐
。」

と
い
う
文
そ
の
も
の
を
適
格
化
す
る
方
法
を
考
え
て
み
れ
ば
、
例
え
ば
、

25

映
画
が
始
ま
っ
て
も
う
三
十
分
も
た
つ
の
に
遅
れ
て
席
に
着
く
。
音

を
立
て
て
ポ
テ
ト
チ
ッ
プ
ス
を
食
べ
る
。
知
っ
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
の

展
開
を
話
す
。
こ
の
上
ケ
ー
タ
イ
が
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
ひ
ん
し
ゅ
く
の

雨
嵐
。

と
い
う
よ
う
に
、「
十
分
条
件
性
」
を
捨
て
て
「
累
加
」
の
文
脈
を
与
え
て
や
る
よ

う
な
こ
と
が
ま
ず
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
文
の
前
件
だ
け
な
ら
、

26

ケ
ー
タ
イ
が
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
、
病
気
の
親
許
に
駆
け
つ
け
た
日
々

で
し
た
。

と
「
反
復
」
の
例
文
に
し
て
み
る
と
、
か
な
り
許
容
度
が
増
す
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
当
該
文
は
一
部
手
を
加
え
れ
ば
適
格
文
ま
で
そ
う
遠
く
な
い
と

こ
ろ
に
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
ま
ま
で
も
「
十
分
条
件
性
」
の
重
要
な
条
件
で
あ
る

①
は
満
た
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
部
分
的
に
条
件
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
が
、
違

和
感
は
あ
り
な
が
ら
も
意
図
だ
け
は
伝
わ
る
よ
う
な
文
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

六

以
上
で
、
本
稿
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
問
題
に
は
一
応
の
回
答
を
出
し
た
つ

も
り
だ
が
、
同
時
に
考
察
の
過
程
で
新
た
な
問
題
が
生
じ
、
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
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に
も
思
う
。
例
え
ば
、「
十
分
条
件
性
」
の
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
な
ぜ

「
反
復
」
だ
け
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
許
し
、
過
去
の
文
を
な
せ
る
の
か
、
と
い

っ
た
問
題
で
あ
る
。
個
々
の
用
法
が
現
れ
る
条
件
は
一
通
り
見
る
こ
と
が
で
き
た

に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
は
ど
う
い
う
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
の
か
、
或
い

は
結
ば
れ
て
い
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
全
く
文
字
通
り
の
試
見
で
は

あ
る
が
、
解
釈
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
と
過
去
を
許
す
と
い
う
「
反
復
」
の
二
つ
の
特
徴

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
十
分
条
件
性
」
の
中
で
は
異
質
で
あ
っ
て
も
、「
極
限
提

示
」「
累
加
」
に
お
い
て
は
普
通
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

１
　
　
花
子
や
三
郎
だ
け
で
な
く
、
太
郎
さ
え
来
た
。

（
確
　
　
定
）

27

花
子
や
三
郎
だ
け
で
な
く
、
太
郎
さ
え
来
る
だ
ろ
う
。
（
未

確

定
）

２
　
　
花
子
や
三
郎
だ
け
で
な
く
、
太
郎
さ
え
落
第
し
た
。

（
マ
イ
ナ
ス
）

28

花
子
や
三
郎
だ
け
で
な
く
、
太
郎
さ
え
合
格
し
た
。

（
プ

ラ

ス
）

こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
極
限
提
示
」「
累
加
」
は
、
後
件
が
確
定
か

未
確
定
か
、
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
か
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
か
を
問
わ
な
い
の
で
あ
っ

た
。「
十
分
条
件
性
」
の
下
位
に
分
類
さ
れ
る
「
反
復
の
さ
え
」
は
、
一
方
で
は

「
極
限
提
示
」「
累
加
」
と
共
通
す
る
、
そ
の
意
味
で
中
間
的
な
用
法
で
あ
る
と
言

え
る
。
と
な
る
と
や
は
り
対
立
的
な
の
は
「
極
限
提
示
」「
累
加
」
と
「
十
分
条
件

性
」
で
あ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
結
論
に
な
る
が
、
中
間
に
位
置
す
る
「
反
復
の

さ
え
」
は
、
両
端
の
用
法
を
何
の
対
立
と
見
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
の
手
が
か

り
も
、
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。

29

当
時
は
そ
の
上
パ
ン
さ
え
あ
っ
た
の
で
幸
せ
だ
っ
た
。（
極
限
提
示
）

30

当
時
は
パ
ン
さ
え
あ
れ
ば
幸
せ
だ
っ
た
。

（
反
　
　
復
）

こ
の
「
幸
せ
だ
っ
た
」
は
、
と
も
に
確
定
し
た
過
去
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
も

の
の
、
そ
の
あ
り
方
に
自
ず
か
ら
差
異
も
認
め
ら
れ
る
。
例
30
「
反
復
」
の
方
は
、

言
及
さ
れ
て
い
る
「
当
時
」
と
い
う
時
間
的
範
囲
の
間
、
ず
っ
と
「
幸
せ
だ
っ
た
」

な
ど
と
い
う
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
パ
ン
が
あ
る
と
き
は
幸
せ
だ
っ
た
と
い
う

だ
け
で
、「
当
時
」
幸
せ
な
と
き
と
幸
せ
で
な
い
と
き
と
が
あ
り
得
た
こ
と
を
含
ん

で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
一
方
の
例
29
極
限
提
示
の
場
合
は
、
言
及
さ
れ
る
「
当
時
」

に
つ
い
て
、「
幸
せ
で
な
い
と
き
が
あ
っ
た
」
と
い
う
含
み
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
過
去
文
脈
に
お
け
る
「
極
限
提
示
」「
累
加
」
の
確
定
事

態
は
完
全
に
実
現
し
て
い
る
が
、
反
復
の
そ
れ
は
、
実
現
し
て
い
な
い
場
合
も
含

ん
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

31

パ
ン
さ
え
あ
れ
ば
幸
せ
な
の
に
。

（
最
低
条
件
）

は
、
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
実
現
性
の
有
無
を
、「
さ
え
」
の
用
法
を
概
観

す
る
際
の
観
点
に
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

七

「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
が
仮
定
条
件
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
と
も
す

れ
ば
我
々
は
当
然
の
よ
う
に
受
け
止
め
が
ち
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
Ａ
だ
け

で
Ｂ
が
成
り
立
つ
」
と
い
う
だ
け
な
ら
、
Ｂ
に
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
態
が
来

て
も
よ
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
第
三
節
で
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
こ
れ
も
確
定

条
件
で
も
よ
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。「
Ａ
だ
け
で
Ｂ
が
成
り
立
っ
た
」
と
い
う
事
柄
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も
世
の
中
に
は
あ
る
し
、
そ
れ
を
表
現
す
る
言
語
も
我
々
は
持
っ
て
い
る

（
注
８
）

以

上
、

５
　
　
太
郎
さ
え
来
た
の
で
、
万
事
う
ま
く
い
っ
た
。

と
い
う
文
が
確
定
条
件
で
あ
る
が
故
に
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」
と
し
て
は
成
り

立
た
ず
、
仮
定
条
件
句
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
さ
え
」
と
い
う

言
葉
の
責
任
で
あ
る
。
従
っ
て
「
十
分
条
件
性
」
の
用
法
に
お
い
て
「
さ
え
」
が

仮
定
条
件
句
を
要
求
し
未
実
現
の
事
態
の
み
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
自
体
が

特
徴
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

存
在
す
る
事
態
に
気
づ
く
こ
と
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
或
る
事
態
が
無、

い、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
に
は
、
普
通
何
か
の
き
っ
か
け
を
必
要
と
す
る
。「
さ

え
」
は
、
こ
の
き
っ
か
け
を
も
自
身
の
意
味
の
構
造
の
中
に
含
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
何
か
（
＝
Ｂ
）
が
、
あ
と
一
つ
の
要
素
（
＝
Ａ
）
の
実
現
に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
い
う
と
き
は
、
Ａ
の
不
在
が
Ｂ
の
未
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
が
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
経
路
を
通
っ
て
Ａ
の
不
在
を
自
覚
す
る

の
が
「（
条
件
十
分
性
の
）
さ
え
」
の
特
徴
と
お
ぼ
し
く
、

14

＊
太
郎
さ
え
来
て
ほ
し
い
。

の
よ
う
に
単
純
に
願
望
の
形
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
と
思
わ

れ
る
。
Ａ
が
無
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
た
め
の
き
っ
か
け
が
、
Ｂ
の
未
実
現
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
未
実
現
の
Ｂ
に
し
て
も
、
何
か
が
実
現
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

を
意
識
す
る
の
は
、
つ
ま
り
は
存
在
し
な
い
事
態
を
想
像
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
も
き
っ
か
け
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
願
望
さ
れ

得
る
事
態
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
無
い
事
態
を
想
像
す
る
の

は
、
そ
れ
を
専
ら
願
望
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
人
間
の
常
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ

と
が
言
語
上
に
定
着
し
て
、
普
通
願
望
さ
れ
得
な
い
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
事
態

は
「
さ
え
」
が
受
け
付
け
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
Ｂ
と
い
う
事
態
を
希
望
し
て
い
る
の
に
、
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
そ
れ
が
成

立
し
な
い
。
そ
し
て
Ｂ
の
成
立
に
必
要
な
Ａ
は
、
些
細
な
こ
と
／
あ
と
一
つ
の
手

順
に
過
ぎ
な
い
。」
こ
う
し
て
「
十
分
条
件
性
の
さ
え
」（「
反
復
」
を
除
く
）
は
、

「
Ａ
の
不
在
」
に
到
達
す
る
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
方
で
「
極
限
提
示
」「
累
加
」
の
用
法
で
は
、
未
実
現
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
態
が
過
剰
な
ま
で
に
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
「
不

在
性
」
の
観
点
は
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
沼
田
（
一
九
八
六
、
一
九
八
九
）

が
こ
の
「
さ
え
」
の
用
法
を
「
意
外
」
と
名
づ
け
、
菊
地
（
一
九
九
九
）
が
「〈〝

Ｘ
―
Ｙ
〞
と
い
う
結
び
つ
き
が
起
こ
る
必
然
性
が
小
さ
い
〉」
と
い
う
含
み
に
言
及

す
る
よ
う
に
、「
太
郎
さ
え
や
っ
て
き
た
」
と
い
う
場
合
に
は
、「
太
郎
が
来
る
」

こ
と
は
一
番
最
後
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
、
或
い
は
本
来
実
現
し
そ
う
に
な
い
と
思

わ
れ
て
い
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
予
想
外
に
実
現
し
た
時
に
こ
そ
「
さ
え
」

を
用
い
る
の
だ
か
ら
、「
極
限
提
示
」「
累
加
」
の
用
法
で
は
却
っ
て
事
態
の
実
現

可
能
性
の
低
さ
を
自
覚
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
太
郎
」

は
「
い
る
は
ず
の
な
い
人
」
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
現
れ
た
こ
と
が
本
来

の
「
不
在
性
」
を
自
覚
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
反
復
」
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
例
30
の
「
パ
ン
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
幸
せ
」

は
実
際
に
実
現
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
常
に
幸
せ
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
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の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
幸
せ
に
は
、
パ
ン
が
な
い
場
合
の
「
幸
せ
で
な

い
」
事
態
の
存
在
が
表
裏
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
特
徴
的
な
の
は
幸
せ

な
時
の
方
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
条
件
句
に
よ
っ
て
最
低
条
件
が
表
現
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。「
反
復
」
の
場
合
に
も
、
実
現
し
な
か
っ
た
事
態
を
自
覚
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
実
現
し
た
事
態
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
と
思
う
。

要
す
る
に
、「
あ
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
か
、「
こ
う
い
う
も
の
が
あ

っ
た
ら
」
と
か
い
っ
た
、「
無
い
も
の
」
に
つ
い
て
の
自
覚
が
、「
さ
え
」
の
そ
れ

ぞ
れ
の
用
法
に
は
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。「
極
限
提
示
」「
累

加
」「
最
低
条
件
」「
最
終
条
件
」「
反
復
」
と
、
本
稿
で
は
「
さ
え
」
に
二
大
別
五

つ
の
用
法
を
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
こ
の
「
不
在
の
自
覚
」

を
通
じ
て
事
態
を
眺
め
た
時
の
、
色
々
な
実
現
の
し
か
た
な
の
だ
と
考
え
た
い
。

た
だ
、
こ
の
場
合
に
特
に
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
「
不
在
」
自

体
を
表
現
す
る
の
が
「
さ
え
」
だ
と
主
張
し
た
い
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
太
郎
さ
え
来
た
」
と
い
う
の
は
、「
太
郎
は
来
な
い
は
ず
だ
っ
た
」
と
い
う

こ
と
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
表
現
さ
れ
る
意
味
は
飽
く
ま

で
も
「
極
限
提
示
」
等
で
あ
る
。「
不
在
の
自
覚
」
は
、
そ
の
意
味
を
表
現
す
る
前

提
に
あ
る
、
種
々
の
「
さ
え
」
を
用
い
て
我
々
が
事
態
を
眺
め
る
時
の
い
わ
ば

「
観
点
」
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
も
の
を
見
出
す
こ
と
自
体
の
是
非
、
ま
た
「
さ
え
」
個
別
の
記
述

と
し
て
果
た
し
て
本
稿
の
「
不
在
性
の
自
覚
」
と
い
う
の
が
適
切
か
等
、
さ
ら
に

検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
あ
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
「
さ
え
」
の
並

び
に
あ
る
他
の
い
わ
ゆ
る
「
と
り
た
て
詞
」
の
場
合
も
踏
ま
え
て
見
定
め
て
い
く

べ
き
問
題
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

引
用
文
献

菊
池
康
人
（
一
九
九
九
）

サ
エ
と
デ
サ
エ
　
『
日
本
語
科
学
』
６
　
国
立
国

語
研
究
所
　
『
日
本
語
科
学
』
編
集
委
員
会
編
　
図
書
刊
行
会

丹
羽
哲
也
（
一
九
九
五
）

「
さ
え
」「
で
も
」「
だ
っ
て
」
に
つ
い
て
『
人
文

研
究
』
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要
第
四
七
巻
第
七
分
冊

沼
田
善
子
（
一
九
八
六
）

と
り
た
て
詞
　
『
い
わ
ゆ
る
日
本
語
助
詞
の
研
究
』

奥
津
敬
一
郎
・
沼
田
善
子
・
杉
本
武
　
凡
人
社

沼
田
善
子
（
一
九
八
九
）

と
り
た
て
詞
と
ム
ー
ド
　
『
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ

ィ
』

仁
田
義
雄
・
益
岡
隆
志
編
　
く
ろ
し
お
出
版

な
お
、
考
察
の
際
に
参
照
し
た
用
例
の
検
索
に
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
青

空
文
庫
」（http://w

w
w
.aozora.gr.jp/index.htm

l

）
の
恩
恵
を
受
け
た
。

注
１
　
沼
田
善
子
の
諸
論
の
術
語
。
本
稿
の
例
文
１
で
言
え
ば
、「
太
郎
」
が
「
自

者
」、「
花
子
や
三
郎
」
が
「
他
者
」
と
い
う
よ
う
に
、「
さ
え
」（
等
の
「
と

り
た
て
詞
」）
に
よ
っ
て
と
り
た
て
ら
れ
る
要
素
が
「
自
者
」、
自
者
と
対
照

さ
れ
る
要
素
が
「
他
者
」
で
あ
る
。

２
　
こ
の
回
の
「
日
本
語
の
表
現
Ⅰ
」
の
課
題
は
、「
存
外
…
…
で
あ
る
」
と
い

う
一
文
を
用
い
て
、
意
外
性
を
観
点
に
文
章
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
由
で
あ

る
。
即
ち
当
該
文
が
書
か
れ
た
文
脈
は
、「
携
帯
電
話
は
便
利
な
よ
う
で
い
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て
、
存
外
不
便
な
と
こ
ろ
も
あ
る
」
と
い
っ
た
も
の
。

ま
た
、「
ひ
ん
し
ゅ
く
の
雨
霰、
」
で
は
な
く
「
雨
嵐、
」
で
あ
る
の
も
、
当
該

文
が
体
言
止
め
で
あ
っ
た
り
前
半
が
五
七
調
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
同
様
に
、

学
生
が
表
現
上
の
工
夫
を
試
み
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

３
　
ま
た
、
こ
の
例
８
が
適
格
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
文
の
非
文
性
が
、

「
鳴
り
さ
え
す
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
「
さ
え
」
が
述
語
を
分
割
し
て
い
る
こ

と
と
は
無
縁
で
あ
る
こ
と
も
分
か
る
。
用
例
８
を
「
学
校
に
さ
え
行
け
る
な

ら
、
喜
ん
で
働
き
ま
す
。」
と
い
っ
て
も
、
ま
た
当
該
文
を
「
ケ
ー
タ
イ
さ
え

鳴
れ
ば
ひ
ん
し
ゅ
く
の
雨
嵐
。」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
格
性
／
非
適

格
性
は
変
わ
ら
な
い
。

４
　
「
＊
」
は
、
非
適
格
文
と
判
断
し
た
こ
と
を
表
す
。

５
　
例
22
は
「
さ
え
」
の
句
が
従
属
節
に
収
ま
っ
て
い
る
が
、

死
ん
だ
祖
母
は
私
の
顔
さ
え
見
れ
ば
小
言
を
い
っ
た
。

の
よ
う
に
主
節
に
置
い
て
も
同
様
に
成
り
立
つ
。

６
　
例
文
の
前
の
「
？
」
は
、
適
格
性
に
疑
問
が
あ
る
（
或
い
は
、
文
と
し
て

の
許
容
度
が
低
い
）
と
判
断
し
た
こ
と
を
表
す
。

７
　
こ
こ
に
至
っ
て
用
例
を
見
直
せ
ば
、

彼
は
暇
さ
え
あ
れ
ば
勉
強
し
て
い
る
。

の
よ
う
に
プ
ラ
ス
、
又
は
中
立
イ
メ
ー
ジ
の
後
件
を
持
つ
も
の
も
、「
反
復
の

さ
え
」
と
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。「
反
復
の
さ
え
」
は
、
飽
く

ま
で
も
「
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
後
件
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
っ

て
、「
後
件
が
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
は
な
い
。

な
お
、
実
際
の
用
例
と
し
て
は
、「
最
低
条
件
」「
反
復
」
ど
ち
ら
に
も
解

せ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
私
は
パ
ン
さ
え
あ
れ
ば
幸
せ
な
の
だ
。」
と
言

う
文
は
、「
私
は
パ
ン
さ
え
あ
れ
ば
幸
せ
だ
っ
た
。」
と
過
去
に
も
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
、「
反
復
の
さ
え
」
と
理
解
し
て
問
題
な
い
が
、
一
方
で

現
在
の
反
復
で
は
な
く
、
例
10
と
同
じ
よ
う
に
、
現
状
に
お
い
て
欠
落
し
て

い
る
パ
ン
を
希
望
す
る
こ
と
を
表
現
し
た
い
場
合
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
時

と
し
て
こ
う
し
た
両
義
性
を
持
つ
こ
と
は
、「
反
復
」「
最
低
条
件
」
そ
れ
ぞ

れ
の
「
さ
え
」
が
共
通
点
を
持
つ
か
ら
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

８
　
例
え
ば
、「
太
郎
ひ
と
り
の
お
陰
で
万
事
う
ま
く
い
っ
た
。」
の
よ
う
な
文

が
日
本
語
と
し
て
言
え
る
と
い
う
こ
と
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
本
学
の
二
〇
〇
〇
年
度
「
日
本
語
学
特
講
Ⅰ
」
の
講
義

内
容
の
一
部
に
基
づ
く
。

（
ほ
し
の
　
よ
し
ゆ
き
／
本
学
講
師
）
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