
^
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
,
ナ
ル
(
§
易
旦
一
0
旦
)
と

上
と
い
う
'
口
葉
を
初
め
て
耳
に
し
九
の
は
、
十
年
ほ

九
ど
前
の
藤
倉
・
グ
レ
ツ
サ
ー
両
先
生
担
当
の
英
米

法
ゼ
ミ
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
イ
ン
タ

ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
(
昔
一
曾
昆
二
§
一
)
と
い
う
考
暴

と
ど
こ
が
違
・
つ
の
か
、
ど
ぅ
も
よ
く
わ
か
ら
な
か

つ
た
。
そ
れ
以
来
お
り
に
ふ
れ
そ
の
相
違
に
注
意

す
る
よ
、
つ
に
な
り
、
ど
ぅ
も
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
と
い
う
語
が
法
律
学
に
お
け
る
私
の
研
究
関
心

の
一
つ
を
、
適
切
に
表
現
し
て
く
れ
る
語
の
よ
う

に
思
う
よ
う
に
な
っ
九
。

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
語
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
国
と
国
と
の
間
、
す
な
わ
ち
国
際
的
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
語
は
、
ど
ぅ
も
国
と
国
と
の

裁
然
た
る
境
を
む
し
ろ
否
定
し
、
そ
れ
を
越
え
よ

う
と
す
る
志
向
を
係
す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る

語
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
国
際
法
学
に
お
い
て
も

国
際
政
治
学
に
お
い
て
も
、
国
家
と
国
家
の
関
係

が
学
問
的
な
考
察
の
対
象
と
な
る
。
主
役
は
国
家

で
あ
り
、
個
人
は
単
に
国
家
の
構
成
要
素
に
し
か

す
ぎ
な
い
。
し
か
し
傑
社
会
と
い
え
ど
も
人
間

の
社
会
で
あ
り
、
国
籍
の
如
何
を
問
わ
ず
ま
た
国

境
を
越
え
て
生
き
る
個
人
の
問
題
も
ま
た
当
鴛

律
学
の
対
線
と
な
る
。
そ
れ
が
外
国
人
の
人
権
の

問
題
で
あ
り
、
個
人
の
国
家
間
移
動
の
問
題
で
あ

り
、
ま
た
人
権
の
国
際
的
保
障
の
問
題
で
あ
る
。

外
国
人
の
人
権
は
憲
法
学
で
論
じ
ら
れ
、
出
入

国
法
は
行
政
法
学
で

論
じ
ら
れ
、
ま
た
人

権
の
国
際
的
保
障
は

国
際
法
学
で
論
じ
ら

れ
る
。
同
じ
法
律
学

の
中
で
も
一
者
は
別

個
に
取
り
扱
わ
れ

る
。
し
か
し
こ
れ
ら

j宮
全
て
は
、
国
籍
を
問

わ
ず
国
境
を
越
え
る

こ
と
を
古
同
す
る
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
祝
点
で
統
一
し
て

学
が
、
「
外
国
人
に
も
保
障
さ
れ
る
べ
き
人
権
」
を

論
ず
る
こ
と
の
矛
盾
。
出
入
国
法
が
国
内
行
政
法

の
観
点
か
ら
の
み
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
国
の

行
政
登
の
無
拘
束
。
ま
た
条
約
に
よ
る
人
権
の

国
際
的
保
障
は
国
内
法
と
の
密
接
な
関
連
な
く
し

て
は
十
全
に
達
成
さ
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
欠
陥
が
全
て
現
れ
る
問
題
の
一
つ

に
難
民
問
題
が
あ
る
。
難
民
の
人
権
保
障
は
単
に

外
国
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
国
籍
国
の

保
護
を
拒
否
し
て
本
国
を
逃
れ
て
き
た
者
で
あ
る

ゆ
え
に
、
そ
の
人
権
保
障
は
受
け
入
れ
国
の
取
り

扱
い
如
何
に
か
な
り
左
右
さ
れ
る
。
難
民
は
ノ
ン

ル
フ
ー
ル
マ
ン
原
則
と
呼
ぱ
れ
る
、
政
治
●
尓
教
.

人
種
な
ど
を
理
由
と
す
る
迫
害
の
待
ち
受
け
る
地

域
へ
の
強
制
送
還
禁
止
の
原
則
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
が
、
難
民
条
約
上
も
こ
の
原
則
に
大
き
な
制

約
稔
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
受
け
入
れ

国
の
釜
に
危
険
で
あ
る
と
き
に
は
、
ノ
ン
ル
フ

ー
ル
マ
ン
原
則
の
保
護
は
与
え
ら
れ
な
い
の
で
あ

る
0
 
ま
九
難
民
条
約
で
は
難
民
認
定
の
権
限
は
国

家
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
実
質
的
に
難
民
九

る
要
件
を
満
九
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
国
内

法
に
よ
る
難
議
定
を
拒
否
さ
れ
れ
ぱ
、
難
民
条

考
察
さ
れ
て
ょ
い
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
別
個

に
取
り
扱
わ
れ
る
と
き
に
は
見
過
ご
し
が
た
い
欠

陥
も
生
じ
る
。
例
え
ぱ
、
人
六
る
ゆ
え
に
有
す
る

桁
利
で
あ
る
か
ら
人
権
と
呼
ぱ
れ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
Π
国
民
の
み
を
当
然
の
対
球
と
し
九
憲
法

^,軸^.,朋.^帥舮..岫舮^"^..舮一■M.r』●伽■・^1■"^酌^^1^"■,^1"^",デ^^●1^
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約
の
規
定
も
無
に
等
し
い
0

ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
,
ナ
ル
な
視
点
で
難
民
製
を

考
察
す
る
こ
と
と
は
、
国
家
の
視
点
か
ら
纏
の

対
象
と
し
で
難
民
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
個
人

の
視
占
小
か
ら
人
問
の
柘
利
と
し
て
纏
権
を
位
置

付
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
国
際
法
の
現
段
階
で
は

難
民
の
庇
護
は
国
家
が
与
え
る
恩
李
あ
り
、
佰

人
が
主
張
し
う
る
権
利
に
ま
で
は
綴
し
て
い
な

し
か
し
'
、
'
西
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
基
本
法
は
す
で

)
0

しに
一
九
四
允
年
に
纏
を
個
人
の
基
本
権
と
し
て

規
定
し
て
ぃ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
一
九
八
0
年
宗

民
法
の
制
定
以
前
に
は
、
共
産
諸
国
と
中
東
諸
国

か
ら
の
難
則
の
み
を
正
規
の
難
民
と
し
て
受
け
入

れ
て
い
た
が
、
難
民
法
制
定
以
後
こ
の
欝
条

に
つ
ぃ
て
の
、
国
第
の
側
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

選
択
と
地
域
制
限
を
廃
止
し
て
、
個
人
の
置
か
れ

た
状
況
に
基
づ
き
難
民
認
定
を
行
う
制
度
と
な
っ

て
ぃ
る
。
ま
た
外
国
人
の
入
国
決
定
権
限
は
国
家

の
専
権
と
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
屈
家
轟
民

認
定
に
つ
ぃ
て
は
こ
の
決
定
手
続
へ
の
国
連
難
民

高
等
弁
務
官
事
務
所
の
参
加
を
喬
し
て
お
り
、

難
民
認
定
に
当
九
っ
て
の
国
家
の
寮
の
窓
荏

に
歯
止
め
を
か
け
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
0
 
こ

X

X

の
よ
う
に
難
民
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
、
国
家
の

利
益
の
観
点
か
ら
で
な
く
、
個
人
の
生
存
の
観
点

か
ら
行
わ
れ
る
趨
勢
に
あ
る
0

近
年
、
国
際
関
係
の
研
究
の
重
要
性
が
こ
れ
ま

で
以
上
に
指
摘
さ
れ
、
ま
た
日
本
の
国
際
化
が
論

じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
一
方
で
、
国
際
化

の
課
の
不
明
確
性
が
批
判
さ
れ
て
も
い
る
0
 
国

際
関
係
や
国
際
化
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
国
家
の

祝
点
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
,
ナ
ル
な
視
点
だ
け

で
な
く
、
国
境
を
越
え
た
佰
人
の
視
点
で
あ
る
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
,
ナ
ル
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要

で
あ
る
。
法
律
学
の
分
野
で
も
難
民
問
題
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
"
ナ
ル
な
視
点
か

ら
の
製
觧
決
か
少
し
づ
つ
な
が
ら
進
展
し
て
い

る
も
の
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
西
ド
イ
ツ
や
ア
メ

り
力
で
は
根
殻
弱
な
庇
護
権
主
張
者
に
よ
る
権

利
濫
用
か
深
刻
化
し
て
い
る
。
ま
六
ア
メ
リ
カ
で

は
約
三
百
万
人
と
も
い
わ
れ
る
不
法
説
労
外
国
人

の
取
り
締
ま
り
が
重
大
な
関
宗
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
国
境
を
越
え
九
伯
人
が
、
新
た

に
国
境
の
壁
を
高
く
す
る
要
素
と
な
り
う
る
こ
と

は
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し
現
在
、
法
の
考
察
は

国
内
法
あ
る
い
は
国
際
法
を
問
わ
ず
、
国
家
と
国

家
の
つ
な
が
り
の
視
点
だ
け
で
な
く
、
国
境
を
越

え
九
仙
人
の
視
点
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
も
ま

た
否
め
な
い
0

あ
る
ア
メ
リ
カ
の
法
学
者
は
、
「
法
と
は
現
実
と

理
想
と
の
規
範
に
よ
る
架
橋
で
あ
る
。
」
と
表
現
し

て
い
る
。
法
を
支
配
の
道
具
と
見
る
よ
り
社
会
改

革
の
手
段
と
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
橋
は
数
多
く
架

け
ら
れ
た
ほ
う
が
理
想
に
よ
り
近
づ
き
う
る
0

ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
,
ナ
ル
な
方
向
に
の
び
る
橋
も
ま
た

必
要
で
あ
ろ
う
0

(
女
子
大
学
専
任
誌
師
)

X X
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昔
話
は
面
白
い
。
初
め
て
聞
い
た
と
き
に
は
こ

の
語
り
口
の
速
さ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
驚
い
た
。
昔

話
は
活
字
で
読
む
だ
け
で
は
読
み
方
が
わ
か
ら
な

実
際
に
村
人
奮
る
の
を
聞
く
と
確
か
に
昔

)
0

し話
が
ま
だ
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
実
感
が
あ

る
。
よ
そ
も
の
で
あ
る
我
々
に
老
人
た
ち
が
、
一

生
懸
命
に
思
い
出
し
思
い
出
し
語
ろ
う
と
し
て
く

れ
る
の
に
接
す
る
と
、
素
直
に
あ
り
が
た
い
と
感

じ
る
。
聞
き
手
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
よ
そ
も
の
で

あ
る
我
々
に
で
も
訴
え
よ
う
と
さ
れ
る
も
の
は
何

だ
ろ
う
か
。

祭
り
は
面
白
い
。
祭
り
の
乱
痴
気
騒
ぎ
が
、
警

察
と
消
防
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
は
村
人
の
語
り
草
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
九
、

つ
つ
ま
し
い
村
祭
り
も
よ
い
。
観
光
化
さ
れ
て
い

な
い
村
祭
り
に
出
会
う
と
、
笛
の
音
や
神
輿
の
動

き
や
掛
け
声
だ
け
で
も
、
恥
ず
か
し
い
く
ら
い
に

心
が
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
冬
の
雪
祭
り
も
よ
い
。

夜
通
し
行
わ
れ
る
寒
い
真
冬
の
祭
り
に
付
き
合
っ

て
い
る
と
体
の
感
覚
も
麻
捧
し
て
く
る
。
疲
れ
だ

け
で
は
な
い
。
限
り
な
い
祭
り
の
儀
式
の
反
復
の

せ
い
で
も
あ
る
。
村
で
選
ぱ
れ
た
神
殿
(
こ
う
ど

礼
と
い
う
も
の
を
復
元
し
て
み
ょ
う
と
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

盆
踊
り
は
よ
い
。
昔
は
三
日
三
晩
踊
っ
た
と
い

う
。
見
て
い
て
も
仕
方
が
な
い
の
で
踊
る
。
ま
た

同
じ
よ
う
な
旋
律
、
同
じ
よ
う
な
驚
、
同
じ
よ

ん
)
た
ち
が
神
聖
な
も
の
に
高
ま
っ
て
い
く
た
め

に
別
火
で
籠
り
つ
づ
け
た
社
殿
に
、
以
前
、
祭
り

の
終
わ
っ
て
誰
も
い
な
く
な
っ
た
あ
と
行
く
あ
て

も
な
く
泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
山
の
闇
の
中
、

火
の
消
え
か
か
っ
た
い
ろ
り
の
前
で
、
朝
ま
で

寒
く
て
寒
く
て
殆
ど

ね
む
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
夜
の
寒
さ
を
三

ケ
月
に
わ
た
っ
て
日

常
生
活
か
ら
隔
籬
さ

れ
、
清
ま
っ
て
い
く

と
い
う
の
は
た
い
へ

ん
な
こ
と
に
ち
が
い

な
い
。
我
々
は
祭
り

の
秘
せ
ら
れ
た
部
分

に
そ
う
簡
単
に
接
す

る
こ
と
は
で
き
な
い

が

式
次
第
か
ら
儀

、

う
な
所
作
の
く
り
か
え
し
。
踊
り
な
が
ら
山
村
の

道
に
白
い
霧
の
流
れ
て
い
く
の
が
本
当
に
目
に
見

え
る
。
盆
に
迎
え
た
仏
を
、
朝
、
野
辺
送
り
す
る

と
き
に
だ
け
踊
る
踊
り
が
あ
る
。
帰
っ
て
い
く
も

の
を
い
さ
さ
か
で
も
押
し
留
め
よ
う
と
す
る
か
の

よ
う
に
野
辺
送
り
の
行
列
の
前
で
踊
る
踊
り
が
あ

る
。
じ
つ
に
は
げ
し
い
踊
り
で
あ
る
。
ま
る
で
自

分
の
肉
親
が
今
帰
っ
て
行
く
の
に
立
ち
合
っ
て
い

る
か
の
よ
う
な
感
慨
を
覚
え
た
り
も
す
る
。

私
は
、
日
本
の
古
代
文
学
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』

を
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
い
ま
ま
で
自
分

の
関
心
が
散
ら
ぱ
り
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
い
っ
た
い
昔
話
を
聞
い
た
り
、
祭

り
を
見
九
り
す
る
こ
と
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の

か
。
古
代
の
『
源
氏
物
語
に
比
べ
る
と
、
一
般

的
に
は
、
今
伝
え
ら
れ
て
い
る
昔
話
に
し
て
も
、

祭
り
に
し
て
も
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
直
接
的
無
媒
介
に
は
つ
な
が
ら
な
い

古
代
で
あ
れ
、
中
世
で
あ
れ
、
人
が
生
き
る

が
、

と
き
に
超
越
的
な
存
在
や
世
界
を
ぬ
き
に
し
て
生

き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
に
私
の
関
心
の
端
緒
は
あ
る
。
悩
み
は
フ
ィ
ー

ル
ド
に
お
い
て
得
た
資
料
を
ど
の
よ
う
に
モ
デ
ル

^"■,^"1^^4●●^ ^仙^巾^m^'U^"^「^ιD^^」
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化
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
を
読
む
と
い
う
と
き
、
『
源
氏
物

語
』
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
古
代
文
学

を
対
象
に
す
る
と
き
に
や
っ
か
い
な
の
は
こ
こ
か

ら
始
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
藤
原

定
家
系
統
の
写
本
が
現
存
の
『
源
氏
物
語
』
の
伝

本
の
中
で
は
最
も
文
学
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
評

価
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
詳
細
な
諸
本
研
究

が
進
む
に
つ
れ
、
定
家
本
が
必
ず
し
も
絶
対
的
な

価
値
を
も
つ
本
文
と
は
い
え
な
い
と
い
う
よ
う
に

相
対
化
さ
れ
る
傾
向
も
あ
ら
わ
れ
九
。
現
在
、
我

々
が
活
字
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
は
古
く
と
も
室

町
時
代
を
遡
る
底
本
が
少
な
い
。
『
竹
取
物
語
』

の
写
本
な
ど
は
江
戸
時
代
を
湖
る
こ
と
が
少
な
い

と
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
古
く
か
ら
源
氏

物
語
は
五
四
巻
だ
っ
た
か
ど
ぅ
か
、
名
前
だ
け
が

残
っ
て
失
わ
れ
た
巻
や
入
れ
替
わ
っ
た
巻
が
あ
る

と
論
じ
ら
れ
た
り
、
現
在
の
配
列
が
当
初
か
ら
の

ま
ま
で
あ
っ
た
か
ど
ぅ
か
も
問
題
だ
と
す
る
人
も

い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
茶
道
、
輩
道
の
掛
軸
や
色
紙

と
し
て
切
断
さ
れ
た
も
の
や
手
鑑
な
ど
に
納
め
ら

れ
た
も
の
の
中
に
は
、
現
存
の
伝
本
の
表
現
と
著

し
く
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
古
い
源
氏
物
語
の
写

本
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
可
能
性
と
、
鎌
倉
・
室

町
時
代
の
源
氏
物
語
受
容
の
多
様
性
を
尓
す
も
の

と
し
て
注
目
さ
れ
、
文
献
学
的
に
は
ひ
と
す
じ
で

は
い
か
な
い
。

結
局
、
現
存
の
『
源
氏
物
語
』
は
平
安
時
代
の

『
源
氏
物
語
』
そ
の
も
の
か
ど
ぅ
か
は
厳
密
に
は

な
ん
と
も
い
え
な
い
。
伝
え
ら
れ
る
家
の
相
伝
と

し
て
物
語
が
厳
粛
丁
重
に
享
受
さ
れ
秘
さ
れ
る
の

は
後
代
の
こ
と
で
、
物
語
が
い
き
い
き
と
生
き
て

い
た
時
代
に
は
、
い
わ
ぱ
物
語
そ
れ
自
体
の
表
現

に
は
あ
る
程
度
の
幅
が
許
さ
れ
て
い
九
と
考
え
ら

れ
、
そ
の
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
の
本
性
と
深
く

関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

我
々
の
現
在
と
数
百
年
の
隔
た
り
が
あ
り
つ

つ
、
隔
た
り
が
あ
る
ゆ
え
に
、
古
代
文
学
と
し
て

の
『
源
氏
物
語
』
を
ど
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
の
で
あ
る
0

『
源
氏
物
語
』
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と

い
う
こ
と
は
読
む
人
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
私
に

と
っ
て
の
魅
力
は
こ
の
物
語
の
も
つ
厚
み
で
あ

る
。
単
な
る
恋
愛
の
物
語
で
も
な
い
。
か
と
い
っ

て
近
代
の
も
の
で
あ
る
小
説
と
し
て
は
と
ぅ
て
い

誇
な
い
。
人
が
、
人
よ
り
も
超
越
的
な
世
界
と

.
=
ー
、
=
ー
=
一
1
一
=
1
一
=
ー
=
』
1
一
=
ー
=
一
1
一
=
1
一
=
ー
=
ー
、
=
1
一
=
1
一
=
ー
=
一
1
=
一
1
一
=
1
三
1
一
=
1
一
=
ー
=
一
1
、
=
1
一
=
ー
、
=
1
一
一
=
゛

の
関
係
に
お
い
て
生
き
て
お
り
、
そ
の
関
係
を
伝

え
る
こ
と
に
物
語
と
儀
礼
と
は
同
一
性
を
有
す

る
。
『
源
氏
物
語
』
は
古
代
と
中
世
と
の
問
に
あ

つ
て
、
な
お
奧
深
い
古
代
を
抱
え
つ
つ
、
こ
れ
を

突
き
抜
け
よ
う
と
す
る
蠢
き
も
あ
る
。
い
っ
た
い

)し

こ
の
物
語
を
根
底
か
ら
動
か
し
て
い
る
力
は
何

か
。
物
語
の
生
成
の
現
場
に
ど
ぅ
や
っ
て
立
ち
会

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
表
現
の
一
字
一
句
に
こ

だ
わ
り
つ
つ
、
な
お
『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
ど

こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
構
造
と
い
う
こ

と
を
高
葉
の
学
に
お
い
て
取
り
出
す
こ
と
が
で
き

る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

田

(
大
学
文
学
部
助
教
授
)

X

XX

X
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書
店
の
カ
タ
ロ
グ
を
請
求
す
る
際
、
関
心
の
分

野
を
申
告
し
ろ
と
言
わ
れ
る
と
私
は
こ
う
答
え
る

こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
広
い
関
心
を
有

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
か
し
当
然
の
こ
と

な
が
ら
ど
の
分
野
に
お
い
て
も
素
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
事
実
、
短
く
は
な
か
っ

た
学
生
生
活
の
中
で
本
格
的
な
訓
練
を
受
け
た
の

は
(
そ
れ
も
実
は
い
さ
さ
か
怪
し
げ
な
の
だ
が
)
、

大
学
の
機
構
上
美
学
科
に
所
属
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
関
係
で
、
せ
い
ぜ
い
美
学
の
一
部
の
域
を
出
な

そ
の
代
わ
り
、
首
を
突
っ
込
ん
だ
授
業
は
多

)
0

し

哲
学
系
の
学
科
は
も
と
よ
り
、
西
洋
古
典
学

)
0

し科
、
イ
タ
リ
ア
文
学
科
、
果
て
は
音
楽
学
の
研
究

態
勢
の
充
実
し
た
よ
そ
の
大
学
に
ま
で
顔
を
出
し

九
し
、
留
学
先
で
は
ラ
テ
ン
語
古
文
書
学
の
演
習

に
参
加
も
し
た
。

さ
て
、
私
の
研
究
テ
ー
マ
は
何
か
と
い
う
と
、

こ
れ
ら
の
分
野
が
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
、
推
理
小

説
よ
ろ
し
く
た
だ
ひ
と
つ
の
解
が
与
え
ら
れ
る
。

二
年
ほ
ど
前
か
ら
私
は
、
十
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
の

古
典
学
者
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
メ
イ
と
い
う
人
物
の
著

し
た
辻
郭
ミ
糺
"
.
仏
裁
§
籍
.
、
訳
し
て
『
古
代
旋
法

論
』
な
る
ラ
テ
ン
語
の
音
楽
理
論
書
と
付
き
合
っ

て
い
る
。
こ
の
作
品
が
未
刊
で
、
自
筆
本
と
い
く

つ
か
の
写
本
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
一
言
え

こ
こ
ろ

ぱ
そ
の
意
が
お
わ
か
り
い
九
だ
け
る
だ
ろ
う
。
テ

ー
マ
が
か
く
の
如
く
特
殊
か
つ
限
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
関
わ
る
多
く
の
分
野
そ
れ
ぞ
れ
に

お
け
る
知
識
の
密
度

の
問
題
は
し
ぱ
ら
く

問
わ
ず
に
お
い
て
い

た
だ
き
た
い
。

イ
タ
リ
ア
.
ル
ネ

サ
ン
ス
に
お
け
る
人

文
主
義
の
研
究
は
近

年
大
幅
に
進
捗
し
て

い
る
と
は
い
え
、
少

し
で
も
特
殊
な
研
究

に
関
わ
ろ
う
と
す
れ

ぱ
ま
ず
写
本
の
研
究

か
ら
出
発
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
、
と
い
う
状
況
は
依
然
変
わ
っ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
偉
大
な
ル
ネ
サ
ン
ス
学
者

P
 
・
 
0
 
・
ク
リ
ス
テ
ラ
が
数
十
年
に
わ
た
っ
て
、

イ
タ
リ
ア
人
文
主
義
関
係
写
本
の
所
在
状
況
を
欧

米
各
地
の
図
書
館
ご
と
に
報
告
し
た
労
作
~
ミ

ミ
§
(
一
Φ
密
,
)
は
、
そ
の
線
徴
的
存
在
と
も

い
え
よ
う
。

メ
イ
に
取
り
か
か
る
前
、
私
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ

の
音
楽
理
論
を
勉
強
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
テ
ク

ス
ト
が
ほ
ぼ
完
備
し
て
い
る
。
つ
ま
り
た
と
え
編

者
の
採
っ
た
写
本
の
読
み
に
承
服
し
な
い
場
合
で

も
、
他
の
可
能
性
が
原
則
的
に
 
N
弓
曾
円
Z
功
0
二
・

牙
仁
m
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
ち
い
ち
写
本

に
ま
で
立
ち
返
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
な
い
。
そ

の
後
私
は
古
代
音
楽
理
論
の
継
承
の
ひ
と
つ
の
形

と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
音

楽
上
の
人
文
主
義
の
研
究
を
思
い
立
っ
九
。
そ
の

途
端
、
今
述
べ
た
よ
う
な
理
由
で
否
応
な
く
写
本

研
究
へ
と
誘
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

咋
一
九
八
六
年
三
月
、
ヴ
プ
チ
カ
ン
図
書
館
に

所
蔵
さ
れ
る
メ
イ
の
自
筆
本
に
対
面
し
た
。
そ
れ

ま
で
の
半
年
余
り
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
そ
れ

を
現
像
し
九
コ
。
ヒ
ー
を
通
し
て
し
か
知
ら
な
か
っ

九
相
手
の
、
今
度
は
現
物
を
前
に
し
た
の
で
あ

る
。
す
で
に
「
解
読
L
 
の
作
業
は
終
っ
て
お
り
、

タ
イ
プ
に
よ
る
「
写
し
し
も
で
き
上
が
っ
て
い
た

か
ら
、
若
干
の
不
明
な
点
を
除
い
て
内
容
は
一
字

一
句
知
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
複
製
と

^"^"^M-"川^Ⅲ,^Ⅱリ.ー",^"^肌υ・一川・一Ⅱ.r一Ⅱ.^"伊一W^"N^肌,^手ム^^九」
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は
、
そ
の
精
度
が
高
ま
れ
ぱ
高
ま
る
ほ
ど
、
そ
れ

が
本
物
で
な
い
と
い
う
、
存
在
の
あ
り
方
そ
の
も

の
の
差
が
現
わ
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
0
 
こ

の
時
自
筆
本
の
現
物
が
ど
ん
な
に
存
在
の
重
み
を

も
っ
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
。
た
だ
し
そ
の
思
い

入
れ
の
大
き
さ
に
反
し
て
、
図
轡
館
で
の
実
際
の

作
業
は
単
純
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
本
の
大
き

す
か
し

さ
を
物
差
で
測
り
、
紙
の
透
模
様
を
光
に
か
ざ
し

て
見
な
が
ら
ス
ケ
ッ
チ
し
、
紙
の
綴
じ
方
を
確
か

め
、
補
筆
の
イ
ン
ク
の
具
合
を
見
究
め
る
等
々
。

私
の
研
究
の
当
面
の
目
的
は
『
古
代
旋
法
論
』

を
活
字
の
形
で
刊
行
す
る
こ
と
に
あ
る
。
自
筆
本

が
現
存
す
る
以
上
、
こ
れ
を
活
字
化
す
る
だ
け
で

も
意
味
な
し
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ぱ

近
年
の
バ
ッ
ハ
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
自
筆
と
い

え
ど
も
結
局
は
ひ
と
つ
の
拠
り
所
で
し
か
な
い
0

し
た
が
っ
て
私
の
目
指
す
テ
ク
ス
ト
は
多
か
れ
少

な
か
れ
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
で
あ
る
。
具
体
的
忙
ど
ん

」
な
こ
と
を
す
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
内
容
上
、
語

法
上
の
チ
ェ
ッ
ク
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
修
正
案

の
提
示
。
(
本
人
が
思
い
違
い
、
構
文
上
の
ミ
ス
、

書
き
損
じ
な
ど
を
し
な
い
と
い
う
経
は
ど
こ
に

も
な
い
。
)
作
品
中
引
用
な
い
し
園
及
さ
れ
た
他

作
品
(
主
と
し
て
古
典
)
の
箇
所
の
同
定
、
自
筆

本
そ
の
も
の
の
調
査
と
メ
イ
の
手
紙
を
通
し
て
作

品
成
立
の
過
程
を
辿
る
こ
と
、
そ
し
て
写
本
に
つ

い
て
は
内
的
・
外
的
な
手
掛
り
か
ら
製
作
の
年
代

と
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
ー
ど
れ
も
退
屈

そ
う
に
見
え
る
が
、
本
人
に
は
結
構
ス
リ
ル
も
あ

つ
て
楽
し
い
仕
事
だ
0

と
こ
ろ
で
こ
の
作
品
の
音
楽
史
的
孫
は
、
゛
＼

ロ
ッ
ク
様
式
と
の
つ
な
が
り
に
あ
る
。
メ
イ
は

『
古
代
旋
法
論
』
の
中
で
大
き
く
.
=
つ
て
二
つ
の

誤
解
を
犯
し
た
。
古
代
の
ト
ノ
ス
(
旋
法
)
理
論

の
解
釈
と
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
上
演
形
態
と
に
つ

い
て
で
あ
る
。
前
者
は
モ
ノ
デ
ィ
(
単
旋
律
の
歌
)

の
理
念
を
導
き
、
後
者
は
終
始
歌
わ
れ
る
近
代
オ

ペ
ラ
の
様
式
に
寄
与
し
た
。
ど
ち
ら
も
バ
ロ
ッ
ク

様
式
の
表
徴
と
し
て
枢
要
な
も
の
で
あ
る
。
お
も

し
ろ
い
と
思
う
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
偶
然

的
で
し
か
な
く
、
し
か
も
さ
し
て
玉
大
そ
う
に
も

見
え
な
い
こ
の
二
つ
の
誤
解
が
、
音
楽
史
上
こ
れ

、

、
、

、

ほ
ど
重
要
な
役
割
を
図
ら
ず
も
演
じ
て
し
ま
っ
た

こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
0
 
最

近
書
い
磊
文
で
も
言
っ
た
こ
と
だ
が
、
歴
史
の

状
況
が
ま
さ
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
態
勢
に
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
歴

史
の
流
れ
に
選
び
取
ら
れ
九
誤
解
な
の
で
あ
っ

て
、
大
き
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
も
必
ず
し
も
不

思
議
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
も
う
一
度
翻

つ
て
見
る
に
、
あ
る
器
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
に

は
そ
の
立
論
が
支
籬
滅
裂
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

一
定
の
説
得
力
を
持
つ
に
充
分
な
体
裁
を
整
え
て

い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
点
『
古
代
旋
法

論
』
は
文
献
学
的
研
究
と
し
て
優
れ
て
い
て
、
こ

の
条
件
を
立
派
に
満
九
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
は
多
く
の
方
々
の
有
難
い
御
厚
意
の

上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
二
年
近
く
の
ド
イ
ツ
留

学
を
直
接
に
可
能
に
し
て
下
さ
っ
た
二
人
の
恩
師

と
女
子
大
学
の
諸
先
生
、
奨
学
金
を
与
え
て
く
れ

た
ド
イ
ツ
学
璽
流
会
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
に

入
館
の
便
宜
を
は
か
っ
て
く
れ
九
口
ー
マ
の
あ
る

神
学
教
授
、
末
出
版
原
稿
の
閲
覧
を
快
く
許
可
し

て
く
れ
た
ロ
ン
ド
ン
の
乏
曾
ず
昇
伽
一
誘
碁
三
ゆ
、

貴
玉
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
九
イ
タ
リ
ア
の
図

書
館
員
・
・
:
・
・
。
「
私
の
研
究
L
 
は
決
し
て
私
一
人

で
で
き
る
研
究
で
は
な
い
。

津
上
英
輔
(
女
子
大
学
研
究
助
手
1
音
楽
学
)
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