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「
ど
う
せ
」
と
「
せ
っ
か
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
「
無
駄
」
の
回
避

の
意
義

は
じ
め
に

　
「
ど
う
せ
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
次
の
諸
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
　
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
』
「
ど
う
せ
」
の
項
（
角
川
書
店
、
一
九
七
七
）

　
　
森
本
順
子
『
話
し
手
の
主
観
を
表
す
副
詞
に
つ
い
て
』
一
く
ろ
し
お
出
版
、
一

　
　
　
九
九
四
）

　
　
杉
本
知
之
「
副
詞
「
ど
う
せ
」
の
意
味
と
機
能
」
一
『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀

　
　
　
要
　
人
文
・
社
会
科
学
』
第
三
士
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
）

こ
れ
ら
の
先
行
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
き
た
の
は
、
「
す
で
に
よ
り
基
本
的
な
大

前
提
が
定
め
ら
れ
て
い
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
緒
局
は
そ
の
大
前
提
通
り
に
事
が
落

ち
つ
く
の
だ
と
い
う
発
想
」
一
森
田
一
と
か
、
「
そ
の
文
で
述
べ
る
出
来
事
が
不
可

避
的
に
起
こ
る
と
い
う
観
点
」
（
森
本
一
と
か
、
「
そ
の
結
果
が
あ
ら
か
じ
め
決
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
」
（
杉
本
）
と
い
っ
た
側
面
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
側
面
を

「
ど
う
せ
」
の
「
基
本
的
性
格
」
の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
例
え
ば

　
　
1
　
ど
う
せ
雨
が
降
る
ん
だ
か
ら
、
洗
濯
は
や
め
よ
う
。

星
　
野

圭イ

之

の
よ
う
な
用
法
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
関
心
を
は
ら
い
つ
つ
も
、
「
既
定
性
と
表
裏

一
体
を
な
し
て
い
る
」
「
ど
う
せ
」
の
短
絡
性
の
結
果
、
「
理
由
・
根
拠
を
表
す
文

に
多
用
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
位
置
付
け
を
与
え
る
の
が
、
杉
本
論
文
で
あ
る
。
森

本
論
文
の
「
『
ど
う
せ
』
が
結
合
機
能
に
関
わ
る
場
合
は
、
〈
中
略
〉
理
由
を
示
す

機
能
を
有
す
る
。
」
と
い
っ
た
位
置
付
け
も
、
同
様
の
扱
い
と
理
解
さ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
既
定
性
」
が
「
ど
う
せ
」
の
基
本
的
性
格
で
あ
り
、
「
理
由
・
根
拠
」

の
用
法
は
二
次
的
な
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
寧
ろ

1
の
よ
う
な
用
法
こ
そ
が
「
ど
う
せ
」
の
基
本
的
な
姿
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
、
本
稿
で
試
み
る
主
張
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
私
は
「
ど
う
せ
」
の
既
定
性
と
い
う
こ
と
に
疑
い
を
持
っ
。
確
か
に
、

　
　
2
　
「
ど
う
せ
私
は
失
格
な
の
よ
」
と
、
す
っ
か
り
落
ち
込
ん
で
い
る
。
（
杉

　
　
　
　
本
論
文
よ
り
一

の
よ
う
を
言
い
方
が
「
ど
う
せ
」
に
は
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、

　
　
3
　
ど
う
せ
外
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
宝
く
じ
を
買
う
の
は
や
め
て
お
一
」
う
。

の
よ
う
な
言
い
方
も
、
全
く
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

少
な
く
と
も
、

■9
5
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4
　
ど
う
せ
晴
れ
た
か
ら
、
洗
濯
し
よ
う
。

が
全
き
非
適
格
文
と
な
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
森
本
論
文
は
、

の
「
不
可
避
的
に
起
こ
る
」
と
い
う
こ
と
の
チ
ェ
ッ
ク
と
し
て
、

こ

　
　
a
　
　
一
生
懸
命
練
習
し
た
ら
、
ジ
ョ
ン
は
勝
っ
だ
ろ
う
。

　
　
b
　
＊
一
生
懸
命
練
習
し
た
ら
、
ど
う
せ
ジ
ョ
ン
は
勝
つ
だ
ろ
う
。

　
　
C
　
　
一
生
懸
命
練
習
し
た
ら
、
き
っ
と
ジ
ョ
ン
は
勝
っ
だ
ろ
う
。

　
　
d
　
　
練
習
し
て
も
し
な
く
て
も
、
ど
う
せ
ジ
ョ
ン
は
勝
っ
だ
ろ
う
。

の
、
a
　
c
が
言
え
て
b
な
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
「
『
ど
う
せ
』
は
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
し
、
起
こ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
文
脈
と
は
相
い
れ
な
い
」
、
そ

し
て
d
が
言
え
る
こ
と
か
ら
、
先
の
「
不
可
避
的
に
…
」
と
い
う
結
論
を
導
く
。

し
か
し
、

　
　
b
　
　
一
生
懸
命
練
習
し
た
ら
ど
う
せ
ジ
ョ
ン
は
勝
つ
だ
ろ
う
か
ら
、
僕
た

　
　
　
　
　
ち
は
諦
め
た
方
が
よ
い
。

と
で
も
手
を
加
え
れ
ば
、
容
認
可
能
な
文
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ

も
先
の
3
と
同
じ
く
、
「
ど
う
せ
」
の
既
定
性
に
疑
義
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
1
の
よ
う
に
い
う
と
き
の
降
雨
の
既
定
性
は
、

　
　
雨
が
降
る
ん
だ
か
ら
、
洗
濯
は
や
め
よ
う
。

と
い
う
と
き
の
そ
れ
と
、
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
ど
う

せ
」
の
表
す
事
態
が
既
定
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
事
情
は
逆
で
、
事
態
が
既
定

で
あ
る
と
思
う
人
に
と
っ
て
「
ど
う
せ
」
が
使
い
や
す
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
ど
う
せ
」
が
「
結
合
」
し
て
い
る
二
事

態
の
関
係
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
で
き
る
と
思
わ
れ
る
一
注
－
一
。

　
ま
ず
、
1
の
例
を
も
と
に
「
ど
う
せ
」
の
意
義
モ
デ
ル
を
た
て
る
と
、

　
　
ど
う
せ
A
，
B

と
い
っ
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
A
と
B
と
を
簡
単
に
見
れ
ば
、
A
の
事
態
を

活
用
し
た
も
の
が
B
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
事
は
、

　
　
5
　
ど
う
せ
贈
る
な
ら
、
い
い
も
の
に
し
た
い
。

　
　
6
　
ど
う
せ
合
格
す
る
ん
だ
か
ら
、
勉
強
は
や
め
な
よ
。

な
ど
の
類
例
を
見
て
も
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
か
ら
A
と
B
の
関
係
を
詳
し
く
見
て
い
く
前
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
本
当
に
A
・
B
の
二
項
を
モ
デ
ル
に
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
行
論
の
よ
う
に
1
の
よ
う
な
例
を
二
次
的
に
扱
わ
ず
、

寧
ろ
基
本
で
あ
る
と
考
え
る
に
は
、
「
ど
う
せ
A
」
と
い
う
モ
デ
ル
で
は
不
十
分
な

の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
「
ど
う
せ
A
。
」
と
い
っ
た
文
は
、
作
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
7
　
ど
う
せ
雨
が
降
る
。

と
い
う
文
は
、
自
然
な
文
と
感
じ
ら
れ
る
か
。
微
妙
な
ラ
イ
ン
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
1
の
よ
う
な
完
全
な
適
格
文
に
比
べ
て
据
わ
り
の
悪
い
こ
と
は
否
め
な
い
。

で
は
、
こ
の
文
に
ど
う
い
う
修
正
を
加
え
た
ら
、
自
然
な
文
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
8
　
ど
う
せ
雨
が
降
る
ん
だ
。

と
し
て
も
、
依
然
据
わ
り
の
悪
さ
は
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
許
容
度
は
い
く
ら
か
増

－9
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す
の
で
は
な
い
か
。
更
に
、

　
　
9
　
ど
う
せ
雨
が
降
る
ん
だ
。
洗
濯
は
や
め
よ
う
。

と
で
も
す
れ
ば
、
こ
れ
は
立
派
な
適
格
文
で
あ
ろ
う
。
9
は
形
の
上
で
は
二
文
並

置
で
あ
る
が
、
「
ど
う
せ
雨
が
降
る
ん
だ
」
の
文
が
「
洗
濯
は
や
め
よ
う
」
と
い
う

提
案
の
理
由
説
明
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
実
質
的
に
は
1
と
同

じ
表
現
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
9
は
、
文
脈
と
し
て
は
A
と
B
の
問
に

「
A
な
の
で
B
」
と
い
う
順
接
の
関
係
が
働
い
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
適
格
文
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
文
と
し
て
は
「
ど
う
せ
A
．
B
。
」
の

よ
う
に
な
る
が
、
意
義
を
考
え
る
上
で
は
、
「
ど
う
せ
A
，
B
」
と
把
握
す
る
方

が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
7
に
対
し
て
8
の
方
が
い
く
ら
か
許
容
度
が
増
す
と
観
察
し
た
こ
と
に

つ
い
て
も
、
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
に
は
や
は
り
、
「
－
の
だ
」
の
い
わ
ゆ
る
説

明
の
機
能
が
、
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
8
の
よ
う
に
言
わ
れ
れ
ば
、
何

ら
か
の
こ
と
に
対
し
て
の
説
明
の
文
と
受
け
止
め
る
こ
と
に
な
る
。
8
だ
け
で
は

何
に
対
し
て
説
明
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
許
容
度
は
低
い
ま
ま
で

あ
る
が
、
し
か
し
何
か
に
対
し
て
の
説
明
で
あ
る
と
い
う
何
か
が
、
「
洗
濯
は
や
め

よ
う
」
と
い
っ
た
も
の
に
あ
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
具
合
に
、
説
明
の

対
象
を
復
元
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
、
許
容
度
を
回
復
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
論
法
で
い
け
ば
、
必
ず
し
も
文
の
形
が
「
－
の
だ
」
で
あ
る
必
要
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
B
の
「
洗
濯
す
る
の
は
や
め
よ
う
」
の
前
提
と
な
る
文
で

あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
現
に
7
の
後
に
文
を
加
え
て
、

　
　
1
0
　
ど
う
せ
雨
が
降
る
、
洗
濯
は
中
止
だ
1

と
で
も
す
れ
ば
、
許
容
度
は
ほ
ぼ
回
復
す
る
で
あ
ろ
う
一
注
2
一
。
と
い
う
こ
と
は
、

「
ど
う
せ
A
，
B
」
と
い
う
具
合
に
、
B
は
む
し
ろ
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と

に
な
る
。

　
そ
し
て
一
見
単
独
で
適
格
文
に
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る

　
　
u
　
ど
う
せ
雨
が
降
る
だ
ろ
う
。

に
つ
い
て
も
、
同
様
の
理
解
を
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
、
こ
の

文
が
実
際
に
用
い
ら
れ
る
状
況
を
考
え
れ
ば
、
必
ず
何
ら
か
の
問
い
に
対
し
て
の
答

え
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
空
を
見
て
「
雨
が
降
り
そ
う
だ
」
と

つ
ぶ
や
く
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
前
後
に
特
に
何
ら
か
の
状
況
を
想
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
空
を
見
て
「
ど
う
せ
雨
が
降
る
だ
ろ
う
」

と
言
っ
た
ら
、
洗
濯
し
よ
う
か
と
思
案
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
も
想
定
し
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
は
自
問
自
答
の
例
で
あ
る
。
ま
た
、
「
明
日
自
転
車
使
う
？
」

と
聞
か
れ
て
、
「
い
や
、
ど
う
せ
雨
が
降
る
だ
ろ
う
」
と
答
え
る
の
は
、
特
に
違
和

感
が
な
い
。
こ
れ
も
、
「
白
転
車
は
使
わ
な
い
」
と
い
う
B
を
容
易
に
想
定
で
き
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
今
考
え
た
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
て
、
単
に
u
の
よ
う
な
文
を
単

独
で
用
い
る
と
い
う
状
況
は
、
な
か
な
か
想
定
し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。

二

　
こ
こ
で
改
め
て
、
A
・
B
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
先
に
、
「
A
の
事
態

を
活
用
し
た
も
の
が
B
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
簡
単
に
触
れ
た

の
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
、
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1
2
　
ど
う
せ
晴
れ
た
か
ら
、
洗
濯
し
た
。

の
よ
う
な
非
適
格
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
1
2
の
非
適
格
性

に
、
過
去
の
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
直
接
的
に
は
関
係
し
て
い
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
1
3
　
ど
う
せ
雨
が
降
っ
た
ん
だ
か
ら
、
洗
濯
し
な
い
で
正
解
だ
っ
た
じ
ゃ
な

　
　
　
　
い
か
。

と
い
う
文
は
、
十
分
に
適
格
で
あ
る
。
で
は
、
1
2
の
文
は
な
ぜ
言
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
1
2
同
様
に
「
晴
れ
」
が
確
定
し
て
い
る
文
と
し
て
、
次
の
1
4
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
1
4
　
ど
う
せ
晴
れ
る
な
ら
、
休
講
の
日
に
し
て
く
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。

こ
の
文
は
、
晴
れ
た
と
き
に
し
な
言
え
な
い
文
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
は
1
2
と

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
「
休
講
の
日
に
晴
れ
る
」
と
い
う
事
態
を
仮
想
し
て
い

る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
1
4
の
文
が
発
せ
ら
れ
る
実
際
の
状
況
と
は
、
「
講
義
の
あ

る
日
に
晴
れ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
仮
想
さ
れ
て
い
る

「
休
講
の
日
云
々
」
と
は
、
晴
天
を
有
効
に
活
用
で
き
た
は
ず
の
状
況
で
あ
る
。
1
2

は
そ
の
状
況
が
実
現
し
、
有
効
に
活
用
で
き
た
場
合
で
、
こ
れ
が
非
適
格
文
と
な

る
。
1
4
は
晴
天
が
無
駄
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
「
ど
う
せ
」
を

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
現
象
は
、
1
2
の
非
適
格
と
相
ま
っ
て
、
示
唆
的
で

あ
る
。
即
ち
、
「
ど
う
せ
」
は
、
こ
の
「
無
駄
の
回
避
」
を
大
き
な
要
素
と
し
て
持

つ
語
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
1
4
で
は
無
駄
が
結
局
回
避
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
回
避
で
き
た
よ
う

な
状
況
を
仮
想
し
て
い
る
。
1
で
は
無
駄
を
回
避
す
る
こ
と
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
晴
れ
た
お
陰
で
洗
濯
で
き
た
1
2
で
は
何
も
無
駄
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
だ

か
ら
こ
の
文
に
「
ど
う
せ
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
今
ま
で

説
明
し
て
き
た
、
7
↓
8
↓
9
の
順
に
許
容
度
が
増
す
と
か
、
単
独
で
は
u
の
よ

う
に
は
言
え
な
い
と
か
い
っ
た
現
象
も
、
B
が
不
可
欠
の
要
素
だ
か
ら
だ
と
考
え

て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
更
に
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
無
駄
が
不
明
に
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
、
何
ら
か
の
（
時
と
し
て
は
文
の
外
部
に
置
く
形
で
も
）
B
が
必
要
な

の
だ
、
と
理
解
さ
れ
る
。

　
逆
に
い
え
ば
、
回
避
さ
れ
る
べ
き
無
駄
が
白
明
で
、
そ
れ
に
対
す
る
発
言
だ
と

い
う
こ
と
も
了
解
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
必
ず
し
も
B
は
顕
在
す
る
必
要
が
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
章
の
最
後
で
考
え
た
、
「
明
日
自
転
車
使
う
？
」
「
い

や
、
ど
う
せ
雨
が
降
る
だ
ろ
う
。
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
例
で
あ
ろ
う
。
「
白
転
車
使

う
？
」
に
対
し
て
「
い
や
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
使
わ
な
い
」
と
い
う

B
が
明
確
に
問
い
に
対
応
す
る
。
ま
た
、

　
　
1
5
　
え
え
、
え
え
、
ど
う
せ
私
は
ば
か
で
す
よ
。
（
森
田
論
文
よ
り
一

の
よ
う
な
場
合
、
森
田
が
指
摘
す
る
通
り
「
開
き
直
り
」
と
な
る
の
は
、
話
題
の

内
部
に
言
及
さ
れ
て
い
る
無
駄
を
省
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
A
1
1
ど
う
せ
私

は
ば
か
だ
か
ら
、
B
l
ー
こ
の
話
し
合
い
を
す
る
こ
と
が
無
駄
だ
、
と
い
う
こ
と
で

開
き
直
り
が
成
立
す
る
。

　
　
1
6
　
い
え
い
え
、
ど
う
せ
私
な
ん
か
は
平
ど
ま
り
で
す
か
ら
…
。

と
い
う
の
は
、
B
l
I
私
の
昇
任
の
話
な
ん
か
は
す
る
だ
け
無
駄
で
す
よ
、
と
い
う

形
で
の
謙
遜
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
そ
の
話
題
の
続
行
を
無
駄
と
す
る
発
想
で
あ
る

が
、
そ
の
発
送
が
開
き
直
り
や
謙
遜
の
意
図
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
る
か
ら
、
B
が

わ
ざ
わ
ざ
言
明
さ
れ
な
く
と
も
十
分
に
「
ど
う
せ
」
の
文
と
し
て
成
立
す
る
の
だ
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と
考
え
ら
れ
る
。

三

　
っ
ま
り
、
B
と
は
「
ど
う
せ
」
に
よ
っ
て
危
倶
さ
れ
る
無
駄
を
回
避
す
る
方
策

で
あ
っ
た
り
、
回
避
で
き
な
い
と
述
べ
る
文
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
そ
の
無

駄
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
A
の
方
は
何
か
と
考
え

る
に
、
積
極
的
に
価
値
を
見
出
さ
れ
る
事
態
で
は
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
森

本
論
文
に
お
い
て
、

　
　
1
7
　
ど
う
せ
今
日
は
母
の
誕
生
日
だ
。
お
も
し
ろ
い
本
を
買
っ
て
送
り
た
い
。

が
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
同
論
文
で
は
、

暫
定
的
解
釈
と
し
て
、
本
稿
で
B
と
す
る
も
の
は
A
に
対
し
て
「
そ
の
出
来
事
が

許
容
で
き
る
と
い
う
」
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
1
7
に
お
い
て
は
「
た
だ
許
容

で
き
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
な
意
志
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
点
が
問

題
」
と
考
え
る
。
し
か
し

　
　
1
8
　
ど
う
せ
贈
る
な
ら
、
お
も
し
ろ
い
本
を
買
っ
て
送
り
た
い
。

が
特
に
問
題
が
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
積
極
的
な
価
値
を
置
か
れ
て
な
ら

な
い
の
は
、
A
の
方
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
1
8
の
人
に
と
っ
て
、
A
H
何

か
を
贈
る
と
い
う
事
ば
、
歓
迎
さ
れ
な
い
事
態
な
の
で
あ
る
が
、
出
費
を
我
慢
す
る

以
上
、
っ
ま
ら
な
い
も
の
を
買
う
な
ど
と
い
う
行
為
は
、
迷
惑
な
A
を
完
全
に
無
駄

に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
回
避
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば

　
　
1
9
　
ど
う
せ
降
る
な
ら
積
も
っ
て
ほ
し
い
。

と
い
う
の
は
、
雪
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
言
う
こ
と
で
は
な
い
。

雪
な
ど
迷
惑
で
あ
っ
て
、
せ
め
て
ス
キ
ー
ぐ
ら
い
さ
せ
て
貰
わ
な
い
と
不
便
な
だ

け
で
丸
損
だ
、
と
考
え
る
人
の
発
言
で
あ
る
。
「
ど
う
せ
」
を
使
う
場
合
、
B
に
よ

っ
て
無
駄
を
回
避
し
た
と
こ
ろ
で
明
る
い
状
況
が
待
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

消
極
的
に
受
け
入
れ
た
A
以
上
に
事
態
を
悪
化
さ
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
A
白
体
は
不
問
に
付
す
と
い
う
姿
勢
が
、
先
行
論
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
既
定

性
」
「
不
可
避
的
」
に
あ
た
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

　
　
2
0
　
ど
う
せ
買
う
な
ら
い
い
も
の
に
し
た
い
。

な
ど
の
例
が
、
「
買
わ
な
い
」
と
い
う
選
択
肢
の
な
い
状
況
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い

か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
況
で
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
に
留
め
る
の
が
穏
当
で
は
な
い
か
と
思
う
し
、
よ
り
B

と
の
関
わ
り
か
ら
浮
か
び
上
が
る
、
「
さ
ら
な
る
無
駄
」
の
方
を
重
視
す
べ
き
だ
と

考
え
る
の
は
述
べ
来
た
っ
た
通
り
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
「
ど
う
せ
」
の
意
義
を
把
握
す
る
と
き
、
同
時
に
見
て

お
き
た
い
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
せ
っ
か
く
」
で
あ
る
。

　
雨
が
降
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
洗
濯
の
無
駄
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
「
ど
う

せ
…
」
に
対
し
て
、
「
せ
っ
か
く
」
の
方
は
、

　
　
2
1
　
せ
っ
か
く
晴
れ
た
の
だ
か
ら
洗
濯
し
よ
う
。

の
如
く
、
晴
れ
た
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
、
そ
の
利
点
を
積
極
的
に
活
か
す
こ
と
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を
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
対
照
的
に
見
え
る
が
、
そ
れ
だ
け
が
こ
の
語
を
取

り
上
げ
る
理
由
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
意
味
の
構
造
が
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
せ
っ
か
く
」
も
、

　
　
せ
っ
か
く
A
，
B

の
如
き
モ
デ
ル
で
把
握
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
2
1
が
言
え
る
一
方
で
、

　
　
2
2
　
せ
っ
か
く
晴
れ
た
。

は
不
可
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
「
ど
う
せ
」
の
場
合
と
同
様
の
手
を
加
え
て
、

　
　
2
3
　
せ
っ
か
く
晴
れ
た
ん
だ
。
洗
濯
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。

と
適
格
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
「
1
A
，
B
」
と
い
う
構
造
を
有
す
と
い

う
だ
け
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
語
は

　
　
も
し
晴
れ
な
ら
ば
、
洗
濯
し
よ
う
。

の
よ
う
に
他
に
も
あ
る
。
そ
の
中
で
「
せ
っ
か
く
」
を
「
ど
う
せ
」
と
対
比
し
て

み
よ
う
と
い
う
の
は
、
A
・
B
の
関
係
に
お
い
て
も
、
「
ど
う
せ
」
と
同
じ
よ
う
な

分
析
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
せ
っ
か
く
」
の
A
・
B
の
関
係
を
、
「
A
の
利
点
を
積
極
的
に
活
用
す
る
B
」

と
い
う
先
の
簡
単
な
把
握
で
捉
え
る
と
し
て
、
し
か
し
次
の
2
4
は
成
り
立
つ
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
2
4
　
せ
っ
か
く
晴
れ
た
か
ら
、
洗
濯
し
た
。

非
適
格
と
言
い
切
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
が
、
大
き
な
違
和
感
が
残
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
で
は
A
を
十
分
に
活
か
す
B
と
い
う
条
件
が
満
た
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
間
題
な
く
成
立
す
る
の
は
、

　
　
2
5
　
せ
っ
か
く
晴
れ
た
の
に
、
洗
濯
で
き
な
か
っ
た
。

の
よ
う
に
、
A
を
活
か
せ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
2
5
と
、
先
の
2
1
が
共
に

成
立
す
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
せ
っ
か
く
」
の
重
要
な
要
素
に
気
づ
く
。

つ
ま
り
、
A
は
十
分
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
が
危
機
に
あ
る
こ
と
が
、
前
提
と
な
っ

て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
2
5
は
ま
さ
に
A
の
晴
れ
が
無
駄
に
な
っ
て
い
る
。
A

を
活
か
し
て
し
ま
う
と
2
4
の
例
の
よ
う
に
非
適
格
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
文
を
、

　
　
2
6
　
せ
っ
か
く
晴
れ
た
か
ら
、
忙
し
か
っ
た
が
、
洗
濯
し
た
。

と
改
め
れ
ば
、
十
分
な
適
格
分
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
晴
れ
が
結
局
は
活
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
度
は
無
駄
に
な
り
か
ね
な
い
状
況
が
あ
っ

た
の
を
克
服
し
た
の
だ
、
と
い
う
状
況
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
た
め
の
、
適
格
化

で
あ
ろ
う
。
こ
の
克
服
の
文
脈
が
話
し
手
聞
き
手
双
方
に
了
解
さ
れ
て
い
れ
ば
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
特
に
必
要
と
さ
れ
な
い
は
ず
で
、

　
　
2
7
　
そ
れ
で
も
、
せ
っ
か
く
晴
れ
た
か
ら
洗
濯
し
た
。

と
い
う
文
は
自
然
で
あ
る
し
、
こ
の
想
定
の
も
と
で
は
、
2
4
も
十
分
に
成
り
立
つ

で
あ
ろ
う
。
2
1
と
て
も
、
A
が
無
駄
に
な
る
な
ら
な
い
は
確
定
し
て
い
な
い
が
、

B
を
し
よ
う
と
提
案
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
A
が
無
駄
に
な
る
状
況
は
回
避

さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
無
駄
に
な
り
か
ね
な
い
よ
う
な
状
況
（
2
ー
の
場
合
で
い

え
ば
、
洗
濯
し
な
い
ま
ま
過
ご
し
て
し
ま
い
そ
う
な
状
況
）
が
あ
る
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
判
断
を
わ
ざ
わ
ざ
示
す
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　
こ
う
考
え
る
と
、
「
せ
っ
か
く
」
は
A
を
有
効
活
用
す
る
B
と
い
う
関
係
を
示
す

語
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
関
係
を
A
が
無
駄
に
な
る
可
能
性
の
範
囲
内
に
規
定

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
「
せ
っ
か
く
」
の
B
も
、
「
ど
う
せ
」
の
B
と
同
様

－o
01■



に
、

A
の
有
効
活
用
の
危
機
を
意
識
さ
せ
る
事
態
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
せ
っ
か
く
」
の
語
を
こ
の
よ
う
な
方
向
で
考
え
る
の
は
、
本
稿
が
最
初
で
は

な
い
。
「
せ
っ
か
く
」
に
つ
い
て
は
次
の
先
行
論
が
あ
る
が
、

　
　
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
2
』
「
せ
っ
か
く
」
の
項
（
角
川
書
店
、
一
九
八
〇
一

　
　
渡
辺
実
「
見
越
し
の
評
価
「
せ
っ
か
く
」
を
め
ぐ
っ
て
1
国
語
学
か
ら
言
語

　
　
　
　
　
学
へ
ー
」
（
『
月
刊
言
語
』
二
月
号
、
一
九
八
○
）

森
田
論
文
で
は
、

　
　
実
現
困
難
な
事
態
、
も
し
く
は
め
っ
た
に
生
じ
な
い
事
態
、
か
け
が
え
の
な

　
　
い
事
態
、
価
値
あ
る
事
態
な
ど
が
実
現
し
て
、
そ
の
事
態
を
有
効
に
利
用
し

　
　
よ
う
と
す
る
と
き
、
も
し
く
は
、
残
念
な
が
ら
利
用
で
き
な
い
と
き
な
ど
に

　
　
用
い
る
。

と
分
析
す
る
。
「
残
念
な
が
ら
」
と
い
う
の
は
、
本
稿
の
「
無
駄
」
と
い
う
把
握
と

同
じ
も
の
と
理
解
で
き
る
が
、
「
事
態
を
有
効
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
」
の
方

に
は
そ
の
よ
う
な
把
握
を
見
出
そ
う
と
し
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
点
が
、
本

稿
の
立
場
と
異
な
る
。

　
渡
辺
論
文
の
把
握
は
複
雑
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
前
半
で
精

綴
化
し
た
記
述
を
、
「
本
当
に
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
前
提
を
置
い
た
上
で
、
吾
々
は

A
一
「
せ
っ
か
く
」
の
直
接
係
る
部
分
・
星
野
）
の
価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
前
提
を
精
密
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し
て
の

内
省
か
ら
遠
ざ
か
る
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。
」
と
、
放
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

我
々
の
言
語
能
力
が
、
ど
の
く
ら
い
の
複
雑
さ
に
堪
え
得
る
か
と
い
う
こ
と
の
明

ら
か
な
知
見
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
よ
う
な
方
向
転
換
を
す
る
必
要
が
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
渡
辺
論
文
の
中
に
そ
の
よ
う
な
論
は
見
ら
れ
な
い
た

め
、
前
半
一
三
章
ま
で
）
と
後
半
で
分
裂
し
て
い
る
と
把
握
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
た
だ
、
そ
の
転
換
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
「
せ
っ
か
く
」
の
A
の
価
値
が
、
B

を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
な
の
か
、
単
独
で
既
に
価
値
あ
る
事
態

な
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
発
す
る
と
理
解
さ
れ
る
。
結
局
渡
辺
論
文
は
、
「
B
が
随

伴
的
に
成
立
す
る
と
い
う
期
待
と
、
そ
の
B
が
ま
だ
実
現
せ
ず
或
い
は
遂
に
実
現

し
な
か
っ
た
現
実
と
を
前
提
と
し
て
、
B
を
随
伴
的
に
成
立
さ
せ
る
可
能
性
を
持

ち
或
い
は
持
っ
て
い
た
は
ず
の
事
態
A
を
、
価
値
あ
り
と
認
め
る
話
者
の
評
価
を

表
す
」
と
い
う
記
述
を
捨
て
、
B
に
関
わ
り
な
く
A
を
価
値
あ
る
事
態
と
認
め
る

に
至
る
。
し
か
し
、
そ
の
A
に
、
更
に
随
伴
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
B
が
、
な

ぜ
「
未
実
現
」
性
を
帯
び
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
遂
に
出
て

こ
な
い
。
逆
に
論
文
前
半
部
の
記
述
で
は
、
B
を
随
伴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

A
は
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
把
握
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
2
4
が
非
適
格
で
あ

る
事
実
に
対
応
し
き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は
A
の
価
値
を
単
独
で
も
あ
る
も
の
な
の
か

否
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
い
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
混
乱
な
の

で
あ
っ
て
、
も
と
も
と
価
値
あ
る
A
を
、
更
に
活
用
す
る
機
会
を
無
駄
に
す
る
か

し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
語
な
の
だ
と
把
握
す
べ
き
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

A
そ
れ
白
体
に
価
値
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
森
田
論
文
の

－
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2
8
　
せ
っ
か
く
海
外
に
飛
ば
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
機
会
に
語
学
で
も
勉

　
　
　
　
強
す
る
か
。

が
言
え
ず
、

　
　
2
9
　
せ
っ
か
く
海
外
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
機
会
に
語
学
を

　
　
　
　
勉
強
し
よ
う
。

が
言
え
る
、
と
い
う
指
摘
か
ら
導
い
た
結
論
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ

の
価
値
一
「
海
外
勤
務
」
や
「
晴
れ
」
）
は
既
に
享
受
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、

無
駄
に
な
り
そ
う
な
の
は
、
更
な
る
利
益
一
「
語
学
の
勉
強
の
機
会
」
「
洗
濯
」
一
で

あ
る
こ
と
は
、
用
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
一
注
3
一
。
ま
た
、
「
B
が
な
ぜ
未
実
現
」
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
実
現
の
場
合
の
方
が
無
駄
が
危
倶
さ
れ
や
す

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
危
倶
を
意
識
さ
せ
る
状
況
で
あ
る
な
ら
ば
B
は

必
ず
し
も
未
実
現
に
限
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
2
4
か
ら
2
7
に
つ
い
て

検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
も
、
「
ど
う
せ
」
と
「
せ
っ
か
く
」
の
類
似
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
ど
う
せ
」
の
A
は
、
そ
れ
自
体
で
否
定
的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
り
、
「
せ

っ
か
く
」
の
A
は
そ
れ
自
体
で
積
極
的
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
る
。
そ
し

て
「
ど
う
せ
」
の
場
合
は
A
以
上
の
無
駄
が
危
倶
さ
れ
て
い
て
、
「
せ
っ
か
く
」
の

場
合
は
A
以
上
の
利
益
を
得
る
機
会
の
消
失
が
危
倶
さ
れ
て
い
る
一
注
4
一
。
単
純
に

い
え
ば
、
A
以
上
の
迷
惑
は
被
り
た
く
な
い
と
考
え
る
↑
「
ど
う
せ
」
一
か
、
A

以
上
の
利
益
を
得
た
い
と
考
え
る
（
1
1
「
せ
っ
か
く
」
一
か
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
の

だ
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
二
例
を
比
較
し
て
も
納
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
　
3
0
　
ど
う
せ
出
席
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
何
か
を
得
て
帰
ろ
う
。

3
1六 せ
っ
か
く
出
席
さ
せ
て
貰
え
る
の
だ
か
ら
、
何
か
を
得
て
帰
ろ
う
。

　
最
後
に
、
「
ど
う
せ
」
「
せ
っ
か
く
」
が
、
「
の
」
や
「
だ
」
を
従
え
る
場
合
に
つ

い
て
見
て
お
く
。
ま
ず
、

　
　
3
2
　
せ
っ
か
く
で
す
が
、
頂
け
ま
せ
ん
。

と
い
う
言
い
方
で
あ
る
が
、
こ
の
形
で
も
あ
く
ま
で
無
駄
と
い
う
文
脈
が
よ
く
似

合
う
。
こ
の
場
合
は
、
何
か
を
く
れ
る
と
い
う
相
手
の
厚
意
を
無
駄
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
生
言
う
文
で
あ
る
。
こ
れ
と
、
次
の
3
3
を
比
べ
て
み
る
。

　
　
3
3
　
せ
っ
か
く
彼
は
く
れ
る
と
言
っ
た
が
、
貰
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

こ
の
3
3
は
、
「
せ
っ
か
く
A
だ
が
、
B
」
と
い
っ
た
モ
デ
ル
で
把
握
さ
れ
る
が
、
こ

れ
を
基
準
に
考
え
る
と
、
3
2
に
お
い
て
は
、
こ
の
A
が
「
せ
っ
か
く
」
と
一
体
化

し
て
「
せ
っ
か
く
だ
が
」
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
一
注
5
一
。
「
頂
け
ま

せ
ん
」
が
、
「
せ
っ
か
く
」
の
「
無
駄
」
を
意
識
さ
せ
る
事
態
B
に
相
当
す
る
こ

と
、
相
手
に
厚
意
を
示
さ
れ
た
こ
と
白
体
に
は
謝
意
を
示
し
つ
つ
、
実
際
に
物
を

受
け
取
る
と
い
う
実
利
ま
で
は
得
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
せ
っ

か
く
A
，
B
」
の
全
て
の
要
素
が
こ
の
3
2
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、

モ
デ
ル
を
た
て
れ
ば
、

　
　
せ
っ
か
く
だ
が
、
B

と
い
っ
た
も
の
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に

　
　
3
4
　
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
頂
き
ま
す
。
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と
い
う
文
に
っ
い
て
考
え
れ
ば
、
や
は
り
こ
れ
も
、
2
4
・
2
5
・
2
6
・
2
7
に
つ
い
て

考
え
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
て
、

　
　
せ
っ
か
く
な
の
で
、
B

と
い
っ
た
形
で
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
本
心
は
最
初
か
ら
貰
う
つ
も
り
で
い
て

も
、
「
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
厚
意
を
示
さ
れ
た
こ
と

に
謝
し
、
し
か
し
更
に
物
を
貰
う
と
い
う
利
益
ま
で
受
け
取
る
こ
と
は
一
度
危
機
に

瀕
し
た
の
だ
一
な
ぜ
な
ら
貰
わ
な
い
こ
と
も
考
え
た
か
ら
で
あ
る
一
、
し
か
し
一
あ
な

た
の
厚
意
を
無
駄
に
す
る
の
は
申
し
訳
な
い
の
で
一
そ
こ
を
克
服
し
て
頂
く
こ
と
に

し
ま
し
た
、
と
い
う
過
程
を
全
て
言
っ
た
も
同
然
の
、
誠
に
便
利
な
用
法
で
あ
る
。

　
「
せ
っ
か
く
の
」
と
い
っ
た
連
体
用
法
も
、
「
せ
っ
か
く
A
，
B
」
の
影
響
下
に

あ
る
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
「
せ
っ
か
く
の
本
」
と
い
え
ば
、

　
　
3
5
　
せ
っ
か
く
の
本
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。

と
無
駄
に
す
る
か
、

　
　
3
6
　
せ
っ
か
く
の
本
だ
か
ら
、
大
事
に
し
た
。

と
無
駄
を
回
避
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
、

　
　
3
7
　
こ
れ
は
せ
っ
か
く
の
本
だ
。

は
言
え
な
い
。
ま
た
3
6
が
言
え
る
一
方
で
、

　
　
3
8
　
せ
っ
か
く
の
本
を
大
事
に
し
た
。

は
極
め
て
許
容
し
に
く
く
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
3
6
で
は
大
事
に
す
る
理

由
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
事
に
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
た
こ
と

を
意
識
さ
せ
る
の
に
対
し
、
3
8
で
は
そ
れ
が
な
い
為
に
、
「
大
事
に
し
て
は
行
け

な
い
の
か
」
と
問
い
返
し
た
く
な
る
よ
う
な
不
自
然
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
か

ら
だ
と
理
解
で
き
る
。

　
さ
て
、
「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
／
だ
が
」
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
が
、
「
せ
っ
か
く

な
ら
」
と
い
う
言
い
方
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

　
　
3
9
　
せ
っ
か
く
晴
れ
る
な
ら
洗
濯
し
よ
う
。

と
い
う
言
い
方
が
な
い
こ
と
と
、
や
は
り
対
応
し
て
い
る
。
「
ど
う
せ
」
の
場
合
は
、

　
　
4
0
　
ど
う
せ
だ
か
ら
洗
濯
し
て
し
ま
お
う
よ
。

　
　
4
ー
　
ど
う
せ
な
ら
洗
濯
し
て
し
ま
お
う
よ
。

の
よ
う
に
両
方
の
形
を
持
つ
が
、
こ
れ
も

　
　
4
2
　
ど
う
せ
や
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
か
ら
洗
濯
し
て
し
ま
お
う
よ
。

　
　
4
3
　
ど
う
せ
や
る
こ
と
に
な
る
な
ら
洗
濯
し
て
し
ま
お
う
よ
。

の
如
く
、
「
ど
う
せ
」
の
側
で
も
両
方
を
持
っ
こ
と
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
4
0
．
4
1
を
、

　
　
ど
う
せ
だ
か
ら
／
な
ら
、
B

の
よ
う
に
把
握
す
べ
き
こ
と
は
、
も
う
繰
り
返
す
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
せ
っ
か
く
」
の
側
が
、
「
せ
っ
か
く
の
本
／
人
／
天
気
…
」
の
よ
う
に
、
自
由

に
連
体
関
係
を
緒
ぶ
の
に
対
し
て
、
「
ど
う
せ
」
の
方
は
、
「
ど
う
せ
の
事
に
」
く

ら
い
し
か
言
い
よ
う
が
な
く
、
実
質
的
に
連
体
法
を
持
た
な
い
な
ど
、
「
せ
っ
か

く
」
と
「
ど
う
せ
」
は
必
ず
し
も
パ
ラ
レ
ル
に
振
る
舞
う
も
の
で
は
な
い
が
、
「
ど

う
せ
」
の
一
統
、
「
せ
っ
か
く
」
の
一
統
の
内
部
で
は
、
互
い
に
対
応
し
合
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
最
も
重
視
し
た
い
の
は
、
「
ど
う
せ
」
に
お
い
て
も
「
せ
っ
か
く
」
に
お

い
て
も
、
「
ど
う
せ
だ
」
「
せ
っ
か
く
だ
」
の
よ
う
な
終
止
用
法
を
、
基
本
的
に
持

た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
ろ
う
じ
て
、
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側
せ
っ
か
く
だ
。
貰
っ
て
お
こ
う
。

　
　
4
5
　
せ
っ
か
く
で
し
た
ね
え
。

の
よ
う
な
言
い
方
が
あ
る
が
、
4
4
は
「
貰
っ
て
お
こ
う
」
、
4
5
は
更
に
主
体
的
な

同
情
・
惜
し
み
情
緒
と
い
っ
た
、
B
相
当
の
も
の
の
存
在
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て

い
る
特
例
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
今
ま
で
の
考
察
に
加
え
て
、

　
　
4
6
　
洗
濯
で
き
な
か
っ
た
の
は
／
で
き
な
く
て
、
せ
っ
か
く
だ
。

の
よ
う
な
言
い
方
が
、
ま
ず
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
ど
う
せ
」
に
関
し
て
は
、

　
　
4
7
ど
う
せ
だ
。
貰
っ
て
や
ろ
う
。

は
、
許
容
度
が
劣
り
つ
つ
も
言
え
る
の
に
対
し
、

　
　
4
8
　
ど
う
せ
だ
っ
た
な
。
／
ど
う
せ
で
し
た
ね
。

は
全
く
の
不
可
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
も
、
「
ど
う
せ
」
と
「
せ
っ
か
く
」
は
足
並

み
を
揃
え
な
い
が
、
な
ぜ
4
7
が
許
容
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
せ

っ
か
く
だ
」
と
同
様
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
次
の
よ
う
な
文
は
「
ど
う

せ
」
に
お
い
て
も
あ
り
得
な
い
。

　
　
4
9
　
洗
濯
す
る
の
は
ど
う
せ
だ
。

　
こ
の
、
終
止
用
法
を
基
本
的
に
持
た
な
い
こ
と
と
、
接
続
法
を
持
つ
こ
と
、
連

体
用
法
で
の
振
る
舞
い
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ
ら
の
用
法
に
お
い
て
も
な
お
、

「
せ
っ
か
く
A
，
B
」
「
ど
う
せ
A
，
B
」
と
い
う
意
味
の
構
造
が
存
在
す
る
こ
と

が
分
か
る
。

　
こ
こ
で
比
較
の
た
め
に
「
や
っ
ぱ
り
」
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
語
は

　
　
5
0
　
寝
て
い
る
か
と
見
て
み
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
寝
て
い
た
。

　
　
5
1
　
寝
て
い
る
か
と
見
て
み
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
起
き
て
い
た
。

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
、
モ
デ
ル
は

　
　
A
か
と
思
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
A
／
一
A
だ
っ
た
。

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
A
か
と
思
っ
た
ら
」
と
い
う
項
が
意
味
の
把
握
の
上

で
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

　
　
5
2
　
や
っ
ぱ
り
日
本
の
首
都
は
東
京
だ
。

の
よ
う
な
文
で
も
、
「
首
都
1
－
東
京
」
と
い
う
こ
と
が
何
か
の
刺
激
を
も
と
に
改
め

て
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
は
、
成
立
し
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
や

つ
ぱ
り
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
5
3
　
や
っ
ぱ
り
ね
。

　
　
5
4
　
来
る
と
は
思
っ
て
い
た
が
、
や
っ
ぱ
り
だ
。

の
よ
う
に
は
言
え
る
が
、

　
　
5
5
　
や
っ
ぱ
り
な
の
に
／
な
ら
／
だ
か
ら
、
来
て
い
た
。

な
ど
と
は
言
え
ず
、
基
本
的
に
終
止
用
法
し
か
な
い
。
こ
の
点
で
「
ど
う
せ
」
「
せ

っ
か
く
」
と
好
対
照
を
為
す
の
だ
が
、
こ
れ
は
「
や
っ
ぱ
り
」
の
語
性
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
っ
ま
り
、

　
　
A
か
と
思
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
A
／
一
A
だ
。

　
　
ど
う
せ
A
，
B
　
　
　
せ
っ
か
く
A
，
B

の
よ
う
な
意
味
構
造
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
構
造
と
し
て

は
、
「
や
っ
ぱ
り
」
は
「
A
か
と
思
っ
た
ら
」
の
部
分
を
、
「
ど
う
せ
」
「
せ
っ
か

く
」
は
B
の
部
分
を
、
捨
象
す
る
こ
と
な
く
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
も
、
第
一
章
で
論
じ
た
、
「
ど
う
せ
A
，
B
」
一
そ
し
て
「
せ
っ
か
く

A
，
B
」
も
一
が
こ
の
語
の
意
義
の
基
本
的
構
造
な
の
だ
と
い
う
考
え
を
主
張
す
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る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
う

注
1

34
　
杉
本
論
文
で
は
、
「
既
定
性
」
と
と
も
に
、
「
短
絡
性
」
「
見
く
び
り
の
ム
ー

ド
」
を
「
ど
う
せ
」
の
「
基
本
的
性
格
」
に
数
え
る
。
「
見
く
び
り
の
ム
ー

ド
」
に
っ
い
て
は
「
ほ
と
ん
ど
消
滅
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
述
べ
る
が
、
「
短

絡
性
」
に
っ
い
て
も
、
「
ど
う
せ
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
ー
の
例
文
で
の

雨
が
降
る
か
ら
洗
濯
し
て
も
乾
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
判
断
が
短
絡
的

と
は
必
ず
し
も
思
わ
れ
な
い
。
三
者
と
も
、
そ
う
い
う
例
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。

　
森
本
論
文
で
は
、
「
の
だ
」
が
つ
く
と
許
容
度
が
増
す
と
い
う
現
象
に
つ
い

て
、
「
理
由
の
表
現
で
『
ど
う
せ
』
を
も
つ
文
は
、
明
示
的
に
理
由
の
意
味
を

示
す
ほ
か
の
表
現
か
ら
の
支
え
が
な
い
と
不
完
全
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
ろ

う
。
」
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る
が
、
本
稿
と
同
じ
よ
う
な
把
握
で
あ
る
と
理

解
す
る
。

　
森
田
論
文
で
は
、
「
せ
っ
か
く
イ
ギ
リ
ス
ま
で
行
く
ん
だ
か
ら
、
つ
い
で
に

フ
ラ
ン
ス
に
も
寄
っ
て
こ
よ
う
」
と
い
う
例
を
挙
げ
た
上
で
、
「
つ
い
で
に
も

う
一
つ
の
成
果
を
ね
ら
う
場
合
も
あ
る
。
」
と
、
部
分
的
記
述
に
留
め
る
。

　
こ
の
意
味
で
、
渡
辺
論
文
が
、
「
せ
っ
か
く
パ
リ
ま
で
行
っ
た
の
で
す
か
ら

ね
、
ロ
ー
マ
ま
で
足
を
の
ば
し
て
き
ま
し
た
よ
。
」
に
っ
い
て

　
　
「
A
だ
」
の
後
に
、
「
た
だ
帰
り
た
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
」
が
言
外
に

　
　
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
B
だ
」
に
相
当
し
、
そ
の
具
体
と
し
て
、
「
ロ
ー
マ

　
　
ま
で
云
々
」
が
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
。

　
と
観
察
す
る
こ
と
は
、
支
持
さ
れ
る
。

5
　
既
に
、
渡
辺
論
文
に
「
圧
縮
表
現
」
と
位
置
付
け
る
同
様
の
把
握
が
あ
る
。

〔
付
記
〕
　
成
稿
後
に
、
渡
辺
実
『
さ
す
が
！
日
本
語
』
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
一
）

　
　
の
「
せ
っ
か
く
」
「
ど
う
せ
」
の
項
を
読
む
機
会
を
得
た
。
十
分
な
時
間
を
持

　
　
て
な
い
の
で
、
本
稿
の
立
場
か
ら
の
言
及
は
差
し
控
え
た
い
が
、
「
せ
っ
か

　
　
く
」
に
つ
い
て
は
、
「
そ
れ
自
身
が
話
手
に
と
っ
て
価
値
の
あ
る
P
が
実
現
し

　
　
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
伴
っ
て
実
現
し
て
P
の
価
値
を
完
全
な
も
の
に
す
る

　
　
こ
と
の
期
待
さ
れ
る
Q
が
、
ま
だ
実
現
せ
ず
、
あ
る
い
は
つ
い
に
実
現
せ
ず

　
　
じ
ま
い
と
な
り
、
P
の
価
値
が
不
完
全
に
終
る
こ
と
へ
の
、
惜
し
み
の
気
持

　
　
ち
」
、
「
ど
う
せ
」
に
っ
い
て
は
、
「
P
に
立
っ
事
柄
に
関
し
て
、
仮
に
非
P
を

　
　
頭
に
思
い
描
い
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
P
を
も
は

　
　
や
動
か
し
難
い
確
実
な
事
柄
だ
と
評
価
す
る
」
、
「
Q
に
は
P
の
範
囲
に
お
さ

　
　
ま
る
選
択
肢
の
う
ち
、
話
手
に
と
っ
て
ベ
タ
ー
と
思
わ
れ
る
も
の
が
立
つ
」

と
い
う
説
明
が
あ
る
。
「
せ
っ
か
く
」
に
関
し
て
は
、
前
掲
論
文
の
前
半
の
記

述
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
理
解
し
た
。
「
せ
っ
か
く
」
と
「
ど
う
せ
」
の
構
造

の
類
似
、
と
い
う
観
点
は
特
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

本
稿
は
、
本
学
の
二
〇
〇
〇
年
度
「
日
本
語
学
特
講
1
」
の
講
義
内
容
に
基

づ
く
。
4
4
は
受
講
学
生
の
作
例
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ほ
し
の
　
よ
し
ゆ
き
／
本
学
講
師
）
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