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Ⅰ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
明
治
一
〇
年
代
か
ら
形
成
さ
れ
始
め
た
初
期
の
図
書
館
利
用
者
公
衆
は
、
階
層
的
に
は
中
産
知
識
人
層
と
そ
の
子
弟
た
る
学
生
、
性
的
に
は
男
性
中
心
の
、
ま

た
距
離
的
に
も
図
書
館
所
在
地
区
の
住
民
を
中
心
と
す
る
か
な
り
限
定
さ
れ
た
層
か
ら
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
三
〇
年
代
後
半
か
ら
こ
の
図
書
館
利
用
者
公
衆
の
拡
大
が
始
ま
る
。
明
治
三
五
年
頃
か
ら
全
国
閲
覧
者
数
の
爆
発
的
な
伸
び
が
観
察
さ

れ
る
が
、
こ
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
図
書
館
が
す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
る
都
市
部
に
お
い
て
利
用
者
層
が
よ
り
下
層
へ
と
拡
大
し
た
こ

と
、
第
二
に
地
方
に
お
い
て
図
書
館
数
が
急
激
に
増
加
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
地
方
郡
部
で
の
利
用
者
数
が
増
大
し
た
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
都
市
下
層
へ
の
図
書
館
利
用
の
拡
大
は
端
的
に
は
商
工
徒
弟
・
職
工
層
の
増
加
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
現
象
は
明
治
三
〇
年
代
後
半
か
ら
四
〇

年
代
に
か
け
て
、
特
に
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
大
都
市
部
の
図
書
館
に
お
い
て
ほ
ぼ
共
通
し
て
観
察
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
諸
新
聞
も
新
し
い
動
き
と
し
て
注
目

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。「
同
館
近
来
の
現
象
と
し
て
見
る
べ
き
は
職
工
体
商
人
体
の
閲
覧
者
増
加
せ
し
事
に
し
て
同
月
中
に
於
て
も
二
〇
〇
名
余
来
館
者
あ
り
た

り
」（
大
橋
図
書
館
、
明
治
三
八
年
）、「
近
来
は
縞
の
羽
織
に
前
垂
掛
の
番
頭
連
又
は
小
僧
を
も
見
受
る
に
至
れ
り
」「
前
だ
れ
掛
し
た
り
、
油
く
さ
き
股
引
は
い

た
も
の
を
近
頃
は
多
く
見
か
け
る
や
う
に
な
つ
た
」（
帝
国
図
書
館
、
明
治
三
九
年
）。
閲
覧
統
計
で
も
「
職
工
」
と
い
う
職
業
分
類
の
登
場
が
み
ら
れ
、
例
え
ば

帝
国
図
書
館
の
明
治
三
九
年
八
月
の
あ
る
一
日
間
の
閲
覧
統
計
に
は
八
名
の
職
工
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
駆
け
た
の
が
東
京
市
立
図
書
館
網

の
登
場
で
あ
っ
た
。
特
に
深
川
図
書
館
は
そ
の
　
　
　
　
的
存
在
で
あ
り
、
荷
上
人
足
船
頭
車
夫
、
工
夫
、
理
髪
師
等
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
々
が
仕
事
着
の
ま

ま
来
館
す
る
様
子
が
新
聞
の
注
目
を
浴
び
て
い
る
。
事
実
大
正
期
に
は
深
川
図
書
館
の
閲
覧
者
の
六
、
七
割
は
労
働
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
日
比
谷
図
書
館
に
設
置
さ
れ
た
児
童
閲
覧
室
も
、
児
童
に
対
す
る
本
格
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
と
し
て
非
常
な
歓
迎
を
受
け
、
殺
到
し
た
児
童
達
で

大
混
雑
を
き
わ
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
東
京
市
立
図
書
館
網
の
登
場
は
、
従
来
か
ら
の
学
生
・
中
産
知
識
人
層
を
主
体
と
す
る
狭
い
図
書
館
利

用
者
「
公
衆
」
か
ら
、
労
働
者
・
都
市
下
層
・
児
童
を
も
包
含
す
る
、
よ
り
広
範
な
図
書
館
利
用
者
「
大
衆
」
の
形
成
へ
と
い
う
新
た
な
発
展
段
階
へ
の
起
動
力

と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
他
方
、
日
露
戦
後
期
に
上
か
ら
の
主
導
で
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
地
方
改
良
運
動
の
一
環
と
し
て
の
図
書
館
設
立
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
地
方
に
お
い
て
も
図

書
館
数
の
大
幅
な
伸
び
が
み
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
設
立
さ
れ
た
図
書
館
が
内
実
を
と
も
な
わ
な
い
形
式
的
な
も
の
に
堕
し
や
す
か
っ
た
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る

Ａ
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こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
割
り
引
く
と
し
て
も
、
閲
覧
者
数
の
増
加
ペ
ー
ス
は
一
定
程
度
評
価
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
　
　
　
、
こ

こ
に
は
じ
め
て
全
国
的
規
模
に
お
い
て
図
書
館
利
用
者
公
衆
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
明
治
一
〇
年
代
か
ら
「
公
衆
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
始
め
た
図
書
館
利
用
者
層
は
、
明
治
四
〇
年
ま
で
に
延
べ
数
に
し
て
年
間
一
〇
〇
万
人
規
模
に
達
し
、
明

治
末
年
ま
で
に
そ
の
数
は
三
〇
〇
万
人
を
越
え
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
次
に
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
明
治
期
の
図
書
館
利
用
者
に
と
っ
て
、

図
書
館
で
の
読
書
体
験
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
そ
の
持
つ
意
味
は
、
各
利
用
者
毎
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
高
等
学
校
や
大
学
の
受
験
生
に
と
っ
て
の
図
書
館
と
、
職
工
や
丁

稚
小
僧
に
と
っ
て
の
図
書
館
と
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
場
は
異
な
っ
て
も
ど
の
利
用
者
に
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
る
の

は
、
図
⑴

書
館
で
の
読
書
体
験
が
近
代
的
な
読
書
習
慣
獲
得
の
訓
練
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
西
洋
か
ら
の
輸
入
制
度
で
あ
る
明
治
期
の
図
書
館
の
読
書
空
間
は
、
明
治
社
会
の
た
だ
中
に
人
為
的
に
創
出
さ
れ
た
「
近
代
読
書
」
の
モ
デ
ル
空
間
で
あ
っ
た
。

そ
の
特
徴
を
分
析
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
、
図
書
館
は
書
物
の
「
多
読
的
」
な
読
書
空
間
で
あ
っ
た
。
明
治
前
期
の
社
会
に
あ
っ
て
は
書
物
の
普
及
が
ま
だ
弱
く

個
人
で
利
用
で
き
る
書
物
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
に
、
人
々
は
特
定
の
限
ら
れ
た
書
物
を
繰
り
返
し
熟
読
す
る
「
読
書
百
遍
」
的
精
読
法
が
　
　
　
　
的

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
図
書
館
で
は
冊
数
制
限
こ
そ
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
利
用
者
は
各
自
の
読
書
興
味
に
応
じ
て
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
多
様
な
書

物
を
好
き
な
だ
け
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
内
外
の
古
典
や
漢
籍
の
み
な
ら
ず
、
日
々
出
版
さ
れ
る
新
作
の
小
説
・
専
門
書
・
参
考
書
・
洋
書
か
ら
、
さ
ら

に
は
新
聞
雑
誌
ま
で
古
今
東
西
の
あ
ら
ゆ
る
出
版
物
を
望
む
ま
ま
に
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
山注

縣
悌
三
郎
が
東
京
図
書
館
で
「
縦

ほ
し
い
ま
まに
群
書
を
渉

し
ょ
う

猟り
ょ
うし
」「
書
籍
館

で
読
ん
だ
書
物
の
数
は
幾
百
千
巻
の
多
き
に
達
し
た
」
と
書
く
と
き
、
彼
は
少
数
の
テ
ク
ス
ト
の
読
書
百
遍
的
世
界
か
ら
、
数
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
多
読
的
読
書

世
界
へ
の
移
行
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
読
的
な
読
み
方
は
、
精
読
的
価
値
観
に
立
つ
当
時
の
識
者
に
と
っ
て
は
甚は

な
はだ
不
真
面
目
な
態
度
に
映
っ

た
。「

東
京
図
書
館
に
出
入
す
る
も
の
に
し
て
或
る
は
物
理
書
を
繙ひ

も
とき
或
る
は
地
理
書
を
閲け

み

し
或
る
は
植
物
書
を
見
或
る
は
歴
史
を
読
み
或
る
は
小
説
を
借
り
或
る

は
心
理
書
を
求
む
る
な
と
僅
々
四
五
時
の
間
に
し
て
数
十
部
の
書
を
借
覧
す
る
も
の
あ
り
て
未
だ
一
定
の
見
識
な
く
慰
み
半
分
に
図
書
館
に
入
る
か
若ご

と

き
も

の
少
な
か
ら
す
と
か
や
」

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
図
書
館
は
規
律
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
た
読
書
空
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な
例
を
帝
国
図
書
館
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

厳
め
し
い
鉄
柵
で
囲
わ
れ
た
帝
国
図
書
館
の
入
口
は
、
人
々
に
監
獄
の
入
口
を
連
想
さ
せ
た
。
館
内
で
は
、
閲
覧
者
の
守
る
べ
き
心
得
と
し
て
入
館
年
齢
・
閲
覧

あ
Ｂ
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券
・
閲
覧
冊
数
・
静
粛
保
持
等
を
内
容
と
す
る
閲
覧
人
心
得
が
、
閲
覧
室
の
壁
に
張
ら
れ
て
そ
の
厳
守
が
励れ

い
こ
う行
さ
れ
て
い
た
。

「
此
館
の
閲
読
者
に
対
す
る
掲
示
の
多
い
に
は
驚
く
、
曰
く
イ
ン
キ
を
持
て
入
る
事
を
禁
ず
る
、
曰
く
階
段
を
静
に
昇
降
す
可
し
、
曰
く
此
辺
り
で
談
話
を
す

る
な
、
曰
く
カ
ー
ド
の
抽
出
開
閉
に
音
を
さ
す
な
、
曰
く
引
出
の
金
具
を
弄

も
て
あ
そぶ

可
ら
ず
、
曰
く
何
、
曰
く
何
と
全
く
応
接
に
遑い

と
ま無

い
程
到
る
所
に
雑
多
の
掲

示
が
あ
る
」

　
さ
ら
に
秩
序
維
持
の
た
め
に
任
命
さ
れ
た
監
視
人
・
看
守
が
絶
え
ず
館
内
を
巡
回
し
て
、
閲
覧
者
の
挙
動
を
監
視
し
て
い
た
。
明
治
三
八
年
の
帝
国
図
書
館
の

監
視
状
態
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

「
次
に
不
快
に
感
ず
る
の
は
閲
覧
室
は
じ
め
館
内
隅
々
隈
々
を
看
守
が
巡
覧
す
る
こ
と
で
あ
る
。
則
ち
図
書
館
は
図
書
館
の
光
景
で
な
く
て
監
獄
の
光
景
で
あ

る
。
則
ち
図
書
館
の
看
守
人
は
恰あ

た
かも

監
獄
の
看
守
人
の
如
く
、
閲
覧
者
は
恰あ

た
かも

監
獄
の
囚
徒
の
如
き
関
係
を
持
て
居
る
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
、
こ
の
看
守
人
は
書
物
の
盗
難
や
切
り
取
り
・
書
込
汚
損
等
好
ま
し
か
ら
ざ
る
行
動
を
と
っ
た
閲
覧
者
を
摘
発
し
、
掲
示
板
に
そ
の
氏
名
を
掲
げ
て

入
館
禁
止
の
制
裁
を
科
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

「
Ｘ
区
Ｘ
町
学
生
Ｘ
某
。
館
内
に
て
不
徳
義
な
る
行
為
を
な
し
た
る
に
つ
き
、
向
Ｘ
ケ
月
間
登
館
を
拒
絶
す
」

　
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
利
用
者
一
人
一
人
の
身
体
を
通
じ
て
の
「
公
徳
」
の
貫
徹
、
あ
え
て
言
え
ば
「
公
共
心
」
の
喚
起
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
律
空

間
内
で
人
々
は
、
居
眠
り
し
た
場
合
に
は
看
守
人
に
呼
び
起
こ
さ
れ
な
が
ら
、
公
徳
を
守
り
ひ
た
す
ら
読
書
に
励
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
私
生
活
で
の
ま
っ
た

く
自
由
な
読
書
か
ら
、
規
律
に
し
た
が
っ
て
　
　
　
　
的
な
読
書
空
間
で
訓
練
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
読
書
の
領
域
に
お
け
る
自
己
規
律
の
習
慣
を
学

ぶ
よ
う
に
な
る
。

　
第
三
に
、
図
書
館
は
「
黙
読
」
の
支
配
す
る
空
間
で
あ
っ
た
。
明
治
社
会
は
漢
文
素
読
的
伝
統
の
根
強
さ
の
た
め
に
依
然
と
し
て
音
読
的
読
書
慣
行
が
支
配
的

で
あ
り
、
個
人
で
読
書
す
る
際
に
も
声
に
出
し
て
音
読
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
図
書
館
の
空
間
は
音
読
が
厳
し
く
禁
止
さ
れ
た
完
全
な
黙
読
が

支
配
す
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
中
で
読
者
は
　
　
　
　
的
で
美
文
的
な
読
書
で
は
な
く
、
自
己
と
対
話
し
な
が
ら
内
面
的
な
読
書
を
行
な
う
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
っ

た
。

　
第
四
に
、
黙
読
の
貫
徹
の
結
果
と
し
て
、
図
書
館
は
「
孤
独
」
の
空
間
と
な
っ
た
。
明
治
前
期
の
社
会
に
お
い
て
は
読
書
は
現
在
の
よ
う
に
個
人
で
読
む
よ
り

も
、　
　
　
　
家
族
や
友
人
間
あ
る
い
は
地
域
の
「
共
同
体
」
を
通
じ
て
読
ま
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
例
え
ば
新
聞
も
ひ
と
り
で
読
む
よ
り
も
家
庭
内
に
お
い
て

い

ＣＤ

う
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読
み
聞
か
せ
を
通
じ
て
共
同
体
的
に
享
受
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
図
書
館
内
で
は
読
者
は
相
互
に
全
く
無
関
係
の
個
人
で
あ
り
、
孤
独
の
中

で
ひ
と
り
で
読
書
し
て
い
た
。
明
治
末
の
帝
国
図
書
館
を
舞
台
に
し
た
短
篇
小
説
中
で
、
主
人
公
の
青
年
は
閲
覧
室
で
「
此
室
に
居
る
と
、
具
体
的
に
絶
対
孤
独

の
感
が
あ
る
」
と
感
じ
て
い
る
。
図
書
館
は
共
同
体
か
ら
離
れ
て
ひ
と
り
で
孤
独
の
中
で
黙
読
す
る
空
間
で
あ
っ
た
。（
　

①
　

）

　
第
五
に
、
図
書
館
は
「
平
等
」
の
空
間
で
あ
っ
た
。
閲
覧
室
に
お
い
て
は
士
族
・
平
民
の
区
別
は
お
ろ
か
、
子
供
・
学
生
・
大
人
の
別
な
く
、
人
々
は
一
閲
覧

者
と
し
て
全
く
平
等
の
立
場
で
あ
っ
た
。
特
別
閲
覧
室
に
し
て
も
、
そ
れ
は
少
し
高
め
の
閲
覧
料
金
を
出
せ
ば
よ
り
多
く
の
冊
数
が
閲
覧
で
き
る
と
い
う
程
度
に

す
ぎ
な
か
っ
た
。
明
治
三
六
年
の
大
橋
図
書
館
の
見
学
記
事
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

「
あ
ど
け
な
い
子
供
の
傍
に
は
、
い
か
め
し
き
美び

髯ぜ
ん

を
蓄
へ
た
紳
士
が
居
る
、
短
い
袴

は
か
ま

長
い
袴は

か
ま、

蓬ほ
う

髪は
つ

の
う
る
さ
ゝ
う
な
の
、
カ
ス
メ
チ
ツ
ク
の
ハ
イ
カ
ラ
先

生
、
何
れ
も
同
じ
椅
子
で
同
じ
机
に
対
し
て
書
籍
と
首
ッ
引
だ
」

　
年
齢
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
ど
け
な
い
子
供
と
い
か
め
し
い
紳
士
と
が
ま
っ
た
く
同
じ
立
場
で
同
じ
椅
子
同
じ
机
で
読
書

し
て
い
る
光
景
は
、
図
書
館
で
の
み
見
ら
れ
る
光
景
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
諸
点
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
留
保
が
と
も
な
う
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
、
図
書
館
で
の
読
書
体
験
を
通
じ
て
人
々
が
学
ん
だ

の
は
近
代
的
な
読
書
習
慣
の
獲
得
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
図
書
館
で
の
読
書
体
験
は
、
利
用
者
を
家
庭
や
地
域
共
同
体
と
い
っ
た
音
読
的
共
同
体
的
な
読
書
へ

の
埋
没
か
ら
解
き
放
ち
、
規
律
に
し
た
が
っ
て
自
ら
の
個
性
的
興
味
に
応
じ
た
個
人
的
読
書
へ
と
進
む
た
め
の
訓
練
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
一
部
の
利

用
者
に
の
み
合
致
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
図
書
館
利
用
者
の
大
多
数
を
占
め
た
学
生
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
雑
誌
記
事
に
よ
れ
ば
、
学
生
は
一
回
の

請
求
冊
数
三
冊
の
う
ち
一
冊
は
必
ず
小
説
等
の
文
学
書
を
借
り
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
の
原
因
は
勉
強
に
疲
れ
た
時
に
小
説
で
息
抜
き
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
勉
強
の
合
間
に
そ
れ
ぞ
れ
好
み
の
小
説
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
中
央
出
版
資
本
の
受
容
者
層
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
明
治
三
八
年
一
二
月
の
大
橋
図
書
館
に
お
い
て
最
も
多
く
閲
覧
さ
れ
た
図
書
は
小
説
で
あ
り
、
当
時
の
批
評
子
は

「
多
数
の
閲
覧
者
は
学
生
に
し
て
、
又
最
も
多
く
読
ま
る
ゝ
書
は
小
説
と
す
れ
ば
、
如
何
に
学
生
が
小
説
熱
に
浮
さ
れ
居
る
か
を
知
る
に
足
る
べ
し
」

と
学
生
の
小
説
熱
を
嘆
い
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。（
　

②
　

）

　
以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
の
図
書
館
利
用
者
公
衆
の
大
多
数
を
占
め
た
の
は
、
中
産
知
識
人
層
と
そ
の
子
弟
た
る
学
生
層
（
生
徒
も
含
む
）
で
あ
っ
た
。（
　

③
　

）

　
読
書
史
的
に
み
た
場
合
、
学
生
を
取
り
巻
く
家
庭
や
生
活
圏
は
ま
だ
近
世
以
来
の
共
同
体
的
な
読
書
文
化
の
影
響
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
明
治
期
の
中
学
校
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や
高
等
学
校
の
学
寮
規
則
に
は
「
黙
読
時
間
」
と
い
う
制
度
が
設
け
ら
れ
、
黙
読
の
励
行
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
学
生
生
徒
の
通
常
の
読
書
習
慣
は
依
然
と
し

て
音
読
的
方
法
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
図
書
館
と
い
う
読
書
の
新
し
い
公
的
装
置
で
訓
練
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
等
は
家
⑵

庭
や
地
域
共
同
体
の
読

書
文
化
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
黙
読
を
基
礎
と
す
る
近
代
的
読
書
習
慣
を
身
に
つ
け
、
中
央
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
受
容
者
層
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
全
国
各
地
の
無
数
の
図
書
館
の
閲
覧
室
で
、
黙
読
と
孤
独
と
規
律
の
中
で
同
じ
参
考
書
、
同
じ
小
説
、
同
じ
雑
誌
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
は
同
じ
中
央

活
字
メ
デ
ィ
ア
の
読
者
と
し
て
一
種
の
仲
間
意
識
、
連
帯
感
を
育
ん
で
い
く
。
彼
等
は
そ
の
後
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
学
校
を
経
て
、
さ
ら
に
一
部
の
者
は
大
都
市
の

上
級
学
校
へ
と
進
み
、
卒
業
後
は
官
界
や
教
育
界
や
実
業
の
世
界
で
中
産
層
を
形
成
し
て
い
く
。
読
書
の
世
界
に
お
い
て
も
、
彼
等
は
全
国
に
わ
た
る
中
産
知
識

人
読
者
層
を
形
成
し
、
何
年
か
の
後
に
は
、
今
度
は
彼
等
の
子
弟
が
図
書
館
で
読
書
の
訓
練
を
始
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
図
書
館
と
い
う
読
書
装
置
は
、

中
産
知
識
人
読
者
層
の
世
代
を
越
え
た
再
生
産
装
置
と
し
て
機
能
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
産
知
識
人
読
者
が
形
成
途
上
の
読
書
国
民
の
中
核
と
な
り
、
そ
の
後

大
正
期
以
降
の
大
衆
的
読
者
層
成
長
を
促
す
先
駆
け
と
な
っ
た
。（
　

④
　

）

　
東
京
師
範
学
校
に
入
学
後
、
隣
接
す
る
東
京
書
籍
館
で
読
書
三
昧
の
生
活
を
送
っ
た
山
縣
悌
三
郎
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
彼
は
図
書
館
の
効
用
を
身
を

以
て
体
験
し
、
図
書
館
で
の
読
書
に
よ
っ
て
ひ
と
り
の
読
書
人
へ
と
成
長
で
き
た
こ
と
の
感
謝
を
、
後
続
す
る
世
代
の
学
生
達
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
。（
　

⑤
　

）

「
書
籍
館
で
読
ん
だ
書
物
の
数
は
幾
百
千
巻
の
多
き
に
達
し
た
。
フ
ー
ド
の
大
博
物
書
や
ペ
ル
リ
の
日
本
往
訪
記
な
ど
と
い
ふ
大
部
の
書
籍
を
も
、
此
時
皆
通

読
し
て
し
ま
つ
た
。
私
は
図
書
館
に
出
入
す
る
青
年
諸
君
に
対
し
深
き
同
情
を
有
つ
て
ゐ
る
の
は
、
右
に
陳の

べ
た
自
分
の
境
遇
か
ら
起
つ
た
の
で
あ
る
。
故

に
私
が
日
比
谷
公
園
の
市
立
図
書
館
を
初
め
其
他
各
地
の
図
書
館
へ
、
こ
れ
ま
で
毎
月
少
な
か
ら
ざ
る
書
籍
を
寄
附
し
来
つ
た
の
も
、
全
く
右
の
次
第
か
ら

で
あ
る
」

　
こ
の
よ
う
に
、
図
書
館
で
の
読
書
体
験
を
通
じ
て
訓
練
さ
れ
た
利
用
者
公
衆
は
、
図
書
館
を
離
れ
て
も
活
字
の
世
界
を
自
ら
の
力
で
享
受
で
き
る
自
立
し
た
読

者
へ
と
成
長
し
、　
　
　
　
、
今
度
は
後
続
す
る
世
代
を
新
た
な
読
者
と
し
て
育
成
し
て
い
っ
た
。
近
代
日
本
の
図
書
館
が
生
み
出
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な

読
書
国
民
の
中
核
と
な
る
図
書
館
利
用
者
公
衆
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

（
出
典
　
永
嶺
重
敏
『〈
読
書
国
民
〉
の
誕
生
』　
な
お
、
問
題
作
成
上
、
一
部
改
変
し
て
あ
る
。）

注
　�

山
縣
悌
三
郎
＝
一
八
五
九
年
～
一
九
四
〇
年
。
教
育
者
、
社
会
教
育
家
。
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
、
東
京
の
自
宅
に
図
書
館
を
開
設
。
苦
学
生
に

蔵
書
を
無
料
で
貸
し
出
し
た
。

え
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問
１
　
空
欄
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

あ
　
①
　
な
ぜ
な
ら
　
　
　
　
②
　
す
な
わ
ち
　
　
　
　
③
　
と
こ
ろ
が
　
　
　
　
④
　
た
と
え
ば�

ア

い
　
①
　
そ
し
て
　
　
　
　
　
②
　
だ
が
　
　
　
　
　
　
③
　
よ
う
す
る
に
　
　
　
④
　
も
し�

イ

う
　
①
　
ゆ
え
に
　
　
　
　
　
②
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
③
　
つ
ま
り
　
　
　
　
　
④
　
む
し
ろ�

ウ

え
　
①
　
し
か
し
　
　
　
　
　
②
　
あ
る
い
は
　
　
　
　
③
　
さ
ら
に
　
　
　
　
　
④
　
き
わ
め
て�

エ

問
２
　
空
欄
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

Ａ
　
①
　
象
徴
　
　
　
　
　
　
②
　
文
化
　
　
　
　
　
　
③
　
末
端
　
　
　
　
　
　
④
　
公
共�

オ

Ｂ
　
①
　
道
義
　
　
　
　
　
　
②
　
限
定
　
　
　
　
　
　
③
　
融
和
　
　
　
　
　
　
④
　
支
配�

カ

Ｃ
　
①
　
平
均
　
　
　
　
　
　
②
　
多
義
　
　
　
　
　
　
③
　
禁
欲
　
　
　
　
　
　
④
　
恒
常�

キ

Ｄ
　
①
　
吟
遊
　
　
　
　
　
　
②
　
前
衛
　
　
　
　
　
　
③
　
朗
誦
　
　
　
　
　
　
④
　
文
芸�

ク

問
３
　
本
文
中
、
次
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。（
　

①
　

）
～
（
　

⑤
　

）
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

ケ

�

こ
の
こ
と
は
、
明
治
期
の
図
書
館
が
中
産
知
識
人
読
者
の
再
生
産
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

あ

え

Ａ

Ｄ
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問
４
　
　
　
　�

線
⑴
「
図
書
館
で
の
読
書
体
験
が
近
代
的
な
読
書
習
慣
獲
得
の
訓
練
を
意
味
し
て
い
た
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

コ

①
　
図
書
館
で
は
閲
覧
者
と
し
て
の
人
々
の
平
等
が
保
た
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
た
が
、
貧
富
の
差
は
克
服
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
気
づ
か
さ
れ
、
近
代
化

へ
の
意
欲
を
か
き
立
て
ら
れ
た
。

②
　「
孤
独
」
な
空
間
で
あ
る
図
書
館
で
黙
読
を
貫
徹
し
た
結
果
、
家
族
・
友
人
・
地
域
な
ど
の
共
同
体
的
な
読
書
習
慣
の
よ
さ
が
再
発
見
さ
れ
た
。

③
　
私
生
活
で
の
ま
っ
た
く
自
由
な
読
書
と
は
異
な
り
、
公
共
の
場
で
あ
る
図
書
館
で
は
人
々
は
「
公
共
心
」
を
喚
起
さ
れ
、
自
己
規
律
を
身
に
つ
け
て
い
っ

た
。

④
　「
黙
読
」
が
支
配
的
な
空
間
で
あ
る
図
書
館
で
は
、
人
々
は
漢
文
素
読
的
な
伝
統
の
後
進
性
を
痛
感
し
、
西
洋
的
な
習
俗
の
摂
取
に
拍
車
が
か
か
っ
た
。

問
５
　
　
　
　�

線
⑵
「
家
庭
や
地
域
共
同
体
の
読
書
文
化
」
の
説
明
と
し
て
、
最
も
不
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

�

サ

①
　
夕
食
後
に
は
家
族
の
た
め
に
父
親
が
新
聞
を
音
読
し
た
。

②
　
地
域
の
老
人
や
僧
侶
な
ど
が
古
文
書
を
読
み
上
げ
た
。

③
　
子
ど
も
を
寝
つ
か
せ
る
時
に
、
乳
母
や
母
親
、
あ
る
い
は
兄
や
姉
が
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
た
。

④
　
都
市
部
に
図
書
館
が
で
き
る
と
、
商
工
徒
弟
・
職
工
層
も
本
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。
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問
６
　
本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

シ

①
　
図
書
館
で
の
読
書
体
験
を
通
じ
て
人
々
は
近
代
的
な
読
書
習
慣
を
獲
得
し
、
学
生
が
勉
強
の
合
間
に
小
説
を
読
む
傾
向
は
弱
ま
っ
た
。

②
　
山
縣
悌
三
郎
の
事
例
に
あ
る
よ
う
な
、
後
続
世
代
の
学
生
た
ち
を
視
野
に
入
れ
た
書
籍
の
寄
付
は
、
中
産
知
識
人
層
の
再
生
装
置
と
し
て
の
図
書
館
の

機
能
不
全
を
露
呈
し
て
い
る
。

③
　
明
治
期
の
図
書
館
の
利
用
者
公
衆
は
中
産
知
識
人
層
と
そ
の
子
弟
が
大
半
を
占
め
、
彼
ら
は
全
国
に
流
通
す
る
同
じ
出
版
物
の
受
容
層
と
な
っ
て
い
っ

た
。

④
　
明
治
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
東
京
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
部
の
図
書
館
で
は
、
商
工
徒
弟
・
職
工
に
ま
で
利
用
者
層
が
拡
大
さ
れ
た
が
、
児
童
が
そ
れ

に
含
ま
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
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Ⅱ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
差
別
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
中
の
悪
意
に
基
づ
く
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
心
に
住
ま
う
悪
意
を
こ
と
ご
と
く
消
去
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
ま
で
あ
ら
ゆ
る
宗
教
家
は
そ
う
教
え
て
き
た
し
、
哲
学
者
の
中
に
も
そ
う
説
い
て
き
た
者
が
少
な
く
な
い
。

　
わ
れ
わ
れ
は
他
人
を
騙だ

ま

し
、
貶お

と
しめ

、
他
人
に
危
害
を
加
え
、
破
滅
さ
せ
る
。
純
粋
に
（
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
）
気
に
入
ら
な
い
他
人
に
禍

わ
ざ
わ
いを

も
た
ら
そ
う
と
企た

く
ら

む
場
合
も
あ
る
。
正
義
を
全
う
す
る
た
め
、
国
家
や
家
族
を
守
る
た
め
、
な
ど
の
美
名
の
も
と
に
そ
う
す
る
場
合
も
あ
る
。
復ふ

く

讐し
ゆ
う

の
場
合
も
あ
り
、
自
分
の
身
や

地
位
を
守
る
場
合
も
あ
る
。

　
外
形
的
に
他
人
に
危
害
を
加
え
る
行
為
の
う
ち
、
動
機
に
よ
っ
て
正
し
い
行
為
と
誤
っ
た
行
為
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
有
効
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
念
的
に

は
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、　
　
　
　
に
は
外
形
的
に
他
人
に
危
害
を
加
え
る
行
為
の
内
的
動
機
を
抉え

ぐ

り
出
す
こ
と
は
虚む

な

し
い
で
あ
ろ
う
。
当
人
に
も
不
明
な
要

因
が
残
る
で
あ
ろ
う
。
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
動
機
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
危
害
を
加
え
る
存
在
者
な
の
だ
。
他
人
を
苦
し
め
よ
う
と
し
、
そ
の
苦
し
み
を

喜
び
、
他
人
を
破
滅
さ
せ
よ
う
と
し
、
そ
の
破
滅
を
祝
う
存
在
者
な
の
で
あ
る
。

　
フ
ロ
イ
ト
は
『
文
化
に
お
け
る
不
安
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
「
攻
撃
衝
動
」
を
エ
ロ
ス
と
並
ぶ
人
間
存
在
の
自
然
本
性
と
み
な
し
た
。
子
供
は
攻
撃
す
る
こ

と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
権
威
（
例
え
ば
父
親
）
を
「
同
一
化
」
を
経
て
自
己
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
困
難
な
状
況
か
ら
脱
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
「
罪
責
感
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
間
は
攻
撃
衝
動
を
抑
え
る
代
わ
り
に
、
生
涯
を
通
じ
て
罪
責
感
と
闘
い
続
け
る
。「
文
化
」
は
、
自
他
を
攻

撃
し
破
壊
し
、
他
人
を
排
除
し
抹
殺
し
、
他
人
に
嘘
を
つ
き
騙
し
た
ぶ
ら
か
し
利
用
す
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
集
団
を
尊
敬
し
別
の
集
団
を
軽
蔑
す
る
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
線
上
に
動
物
行
動
学
者
の
Ｋ
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
や
、
精
神
病
理
学
者
の
Ａ
・
ス
ト
ー
が
位
置
す
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
人
間
の
み
が
文
化
を
有
す
る
が
、
そ

れ
を
人
間
の
み
が
「
種
内
攻
撃
」
を
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
る
。
地
上
の
動
物
が
「
高
級
」
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
集
団
や
個
体
の
差
異
に
敏
感
に
な
り
、
あ
る
集

団
や
個
体
を
好
み
、
別
の
集
団
や
個
体
を
嫌
う
の
で
あ
る
。
あ
る
集
団
や
個
体
は
味
方
で
あ
り
、
あ
る
集
団
や
個
体
は
敵
な
の
だ
。
こ
う
し
た
濃
淡
の
あ
る
差
異

の
体
系
が
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
文
化
は
芽
生
え
生
育
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
い
か
な
る
敵
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
い
か
な
る
味
方
も
存
在

し
な
い
の
だ
か
ら
、
一
致
団
結
し
て
敵
に
立
ち
向
か
い
味
方
を
守
る
と
い
う
勇
敢
な
行
為
、
集
団
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
感
動
的
な
行
為
も
消
え

Ａ
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去
る
。
友
情
も
恋
愛
も
家
族
愛
も
…
…
そ
れ
を
妬ね

た

み
破
壊
し
よ
う
と
す
る
敵
が
い
て
こ
そ
大
切
な
絆き

ず
なな

の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
攻
撃
心
を
、
動
物
行
動
学
や
精
神
病
理
学
の
成
果
か
ら
無
批
判
的
に
受
容
し
肯
定
す
る
の
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
、
こ
れ
を
無
批
判
的
に
排

除
し
否
定
す
る
の
も
や
は
り
危
険
な
の
だ
。
差
別
感
情
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
否
定
し
よ
う
も
な
く
認
め
ら
れ
る
こ
う
し
た
広
い
意
味

で
の
攻
撃
＝
悪
意
を
一
掃
す
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
あ
ら
ゆ
る
悪
意
と
そ
の
発
露
が
根
絶
さ
れ
た
理
想
社
会
を
掲
げ
て
現
状
を
嘆
く
の
で
は
な
く
、
自
他
の
心
に
住
ま
う
悪
意
と
闘
い
続
け
る
こ
と
、
そ
の
暴
走
を

許
さ
ず
そ
れ
を
し
っ
か
り
制
御
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
努
力
の
う
ち
に
こ
そ
生
き
る
価
値
を
見
つ
け
る
べ
き
な
の
だ
。
人
間
の
悪
意
を
一
律
に
抹
殺
す
る
こ
と
を

目
標
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、　
　
　
　
こ
そ
人
生
の
豊
か
さ
が
あ
る
。
そ
れ
を
い
か
に
対
処
す
る
か
が
そ
の
人
の
価
値
を
決
め
る
の
で

あ
る
。

　
自
分
の
う
ち
に
潜
む
攻
撃
心
を
圧
殺
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
こ
と
で
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
む
し
ろ
差
別
感
情
に
伴
う
攻
撃
心
や
悪
意
を
保
持
し
た
ま
ま
、
自
己
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
に
、
剝む

き
出
し
の
攻
撃
心
や
悪

意
よ
り
は
る
か
に
悪
質
な
、
巧
妙
に
隠
さ
れ
た
攻
撃
心
が
育
っ
て
い
く
。
こ
こ
に
は
、
差
別
を
し
て
い
な
い
と
言
い
な
が
ら
紛
れ
も
な
い
差
別
を
し
て
い
る
と
い

う
狡ず

る

さ
が
悪
臭
を
放
っ
て
い
る
。

　
人
間
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
狡
い
が
、
差
別
問
題
は
こ
れ
が
露
出
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
最
た
る
も
の
は
、「
区
別
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
差
別
は
な
い
」

と
い
う
主
張
で
あ
ろ
う
。（
　

①
　

）

　
性
差
別
に
関
し
て
中
河
伸
俊
は
、（
も
っ
て
回
っ
た
言
い
方
だ
が
）
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
少
な
く
と
も
「
先
進
産
業
社
会
」
で
は
、
現
実
の
不
平
等
や
支
配
の
制
度
的
な
根
強
さ
と
は
対
照
的
に
、
理
念
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
の
要
求
を
め
ぐ

る
勝
負
は
つ
い
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、　
　
　
　
、
近
代
の
物
差
し
を
あ
て
て
女
性
／
男
性
関
係
を
測
る
か
ぎ
り
、
多
く
の
男
性
は
、
経

済
財
や
地
位
、
権
力
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
有
利
な
制
度
的
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず

自
分
が
「
足
を
踏
ん
で
い
る
」
側
に
い
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
渡
辺
恒
夫
編
『
男
性
学
の
挑
戦
』
新
曜
社
）

あ

Ｂ

い
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あ
る
区
別
Ｄ
に
お
い
て
、
現
に
得
を
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

側
の
者
は
、
Ｄ
が
た
だ
の
区
別
で
あ
る
こ
と
を
―
―
た
と
え
そ
う
確
信
し
て
も
―
―
認
め
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
提
案
で
あ
る
。
既
存
の
区
別
に
よ
っ
て
結
果
と
し
て
利
益
を
得
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

者
は
、
負
い
目
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
無
理
に
で
も
う
し
ろ
め
た
い
思
い
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
障
害
者
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
「
感
謝
す
る
」
の
で
は
な
く
、
障
害
者
に
対
し
て
負
い
目
を
抱
く
態

度
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
、
た
ま
た
ま
美
人
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
、
た
ま
た
ま
秀
才
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
正
真
正
銘
の
負
い
目

と
し
て
捉と

ら

え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
　

②
　

）

　
あ
ら
ゆ
る
提
案
と
同
じ
く
、
そ
の
根
拠
は
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
最
終
的
に
は
原
理
原
則
、
例
え
ば
「
人
間
は
平
等
だ
か
ら
」
と
い
う
抽
象
的
原
理
に

基
づ
く
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
、
何
度
考
え
て
も
全
身
で
「
そ
う
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
成
功
し
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
の
「
原
因
」
を
尋
ね
れ
ば
、
知
的
・
肉
体
的
に
恵
ま
れ
た
資
質
、
恵
ま
れ
た
環
境
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま

な
　
　
　
　
出
会
い
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
相
当
部
分
が
当
人
の
慧け

い
が
ん眼

や
努
力
に
帰
す
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
能
力
そ

の
も
の
に
遺
伝
形
質
が
参
与
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。（
　

③
　

）

　
そ
の
場
合
、
―
―
こ
こ
を
強
調
し
た
い
―
―
当
人
が
謙
虚
で
あ
る
だ
け
で
は
、
こ
の
こ
と
が
提
起
す
る
問
題
（
人
生
の
理
不
尽
そ
の
も
の
で
あ
る
問
題
）
の
解

決
に
は
な
ら
な
い
。
優
れ
た
資
質
を
も
つ
者
、　
　
　
　
賞
賛
す
べ
き
業
績
を
上
げ
た
人
が
謙
虚
で
あ
る
こ
と
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
は
な
い
。
彼
（
女
）
は
す
で
に
多

く
の
人
々
に
よ
っ
て
賛
美
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
え
傲ご

う
ま
ん慢

に
な
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々
が
謙
虚
で
あ
る
こ
と
は
、（
い
わ
ゆ

る
）
劣
っ
た
形
質
を
も
つ
者
、
仕
事
の
上
で
失
敗
し
た
者
、
人
生
に
お
い
て
幸
運
か
ら
見
放
さ
れ
た
者
が
、
卑
屈
に
な
ら
ず
、
自
殺
せ
ず
、
犯
罪
に
走
ら
ず
に
生

き
抜
く
こ
と
に
比
べ
て
無
限
に
容
易
で
あ
る
。（
　

④
　

）

　
だ
か
ら
、
優
れ
た
資
質
を
も
つ
者
や
仕
事
上
の
成
功
者
は
、
―
―
謙
虚
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
―
―
そ
う
い
う
「
星
の
も
と
」
に
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ

た
膨ぼ

う
だ
い大
な
数
の
人
々
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
劣
悪
な
資
質
の
も
と
に
生
ま
れ
た
人
々
や
不
運
に
あ
え
ぐ
人
々
に
対
し
て
負
い
目
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。（
　

⑤
　

）

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
最
終
的
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
最
終
的
解
決
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
感
情
か
ら
眼
を
逸
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
こ

に
視
点
を
固
定
し
て
無
理
に
で
も
自
分
の
う
ち
に
う
ご
め
く
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
捉
え
な
お
し
て
み
る
こ
と
、
こ
う
し
た
態
度
か
ら
こ
そ
差
別
問
題
解
決
の
糸
口

が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
態
度
は
、「
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
　
　
　
　
・
非
反
省
的
に
使
用
す
る
態
度
か
ら
の
決
別
と
言
い
な
お
し
て
も
よ
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉

う

Ｃ

え

Ｄ
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を
使
え
ば
、
各
人
が
自
然
的
態
度
か
ら
「
現
象
学
的
還
元
」
を
遂
行
し
て
、
そ
こ
に
開
か
れ
る
新
た
な
世
界
を
見
渡
す
こ
と
が
こ
こ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
差
別
問
題
に
お
い
て
「
こ
れ
は
、
差
別
で
は
な
く
区
別
だ
」
と
言
い
張
る
人
は
、「
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
　
　
　
　
・
非
反
省
的
に
使
い
た
く
て

う
ず
う
ず
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
男
と
し
て
自
然
だ
、
女
と
し
て
不
自
然
だ
、
中
学
生
と
し
て
自
然
だ
、
日
本
人
と
し
て
不
自
然
だ
…
…
と
い
う
よ
う

に
。
彼
は
こ
う
し
た
反
省
を
加
え
な
い
「
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
行
き
着
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
議
論
を
終
ら
せ
よ
う
と
す
る
怠
惰
な
「
自
然
主

義
者
」
な
の
で
あ
る
。

　
彼
は
、
そ
こ
に
潜
む
問
題
を
あ
ら
た
め
て
見
な
お
す
こ
と
を
拒
否
し
、
思
考
を
停
止
さ
せ
る
人
で
あ
る
。「
結
婚
す
る
の
は
あ
た
り
ま
え
、
女
が
子
供
を
産
む
の

は
自
然
」
と
い
う
結
論
を
い
つ
も
手
に
し
て
お
り
、
そ
の
鈍
い
刀
で
す
べ
て
を
な
ぎ
倒
す
の
だ
。

　
あ
る
人
が
、
差
別
に
お
け
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
あ
た
り
ま
え
」「
当
然
」「
自
然
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
ら
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
差
別

感
情
の
考
察
に
お
い
て
、「
子
供
が
学
校
に
行
く
の
は
あ
た
り
ま
え
、
大
人
の
男
が
働
く
の
は
当
然
」
と
真
顔
で
語
る
人
こ
そ
、
差
別
問
題
を
真
剣
に
考
え
て
い
る

人
に
と
っ
て
最
も
手
ご
わ
い
敵
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
ま
っ
た
く
自
ら
の
脳
髄
で
思
考
し
な
い
で
、
た
だ
世
間
を
支
配
す
る
空
気
に
合
わ
せ
て
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
（
少
数
派
）
を
裁
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
気
づ
こ
う
と
し
な
い
の
だ
か
ら
。

（
出
典
　
中
島
義
道
『
差
別
感
情
の
哲
学
』
講
談
社
　
な
お
、
問
題
作
成
上
、
一
部
省
略
し
て
あ
る
。）

問
１
　
空
欄
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

あ
　
①
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
と
こ
ろ
で
　
　
　
　
　
　
③
　
し
か
し
　
　
　
　
　
　
　
④
　
や
む
を
え
ず�

ア

い
　
①
　
と
き
に
は
　
　
　
　
　
　
②
　
し
い
て
言
え
ば
　
　
　
　
③
　
い
い
か
え
れ
ば
　
　
　
　
④
　
ひ
る
が
え
っ
て
み
れ
ば�

イ

う
　
①
　
そ
う
で
は
な
く
て
　
　
　
②
　
ま
た
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
け
れ
ど
も
　
　
　
　
　
　
④
　
折
に
触
れ
て�

ウ

え
　
①
　
あ
る
い
は
　
　
　
　
　
　
②
　
ち
な
み
に
　
　
　
　
　
　
③
　
よ
う
す
る
に
　
　
　
　
　
④
　
む
し
ろ�

エ

Ｄ

あ

え
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問
２
　
空
欄
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

Ａ
　
①
　
懐
疑
的
　
　
　
　
　
　
②
　
現
実
的
　
　
　
　
　
　
③
　
倫
理
的
　
　
　
　
　
　
④
　
理
想
的�

オ

Ｂ
　
①
　
悪
意
の
う
ち
に
　
　
　
②
　
善
意
の
う
ち
に
　
　
　
③
　
努
力
の
う
ち
に
　
　
　
④
　
敵
意
の
う
ち
に�

カ

Ｃ
　
①
　
意
図
的
　
　
　
　
　
　
②
　
刺
激
的
　
　
　
　
　
　
③
　
偶
然
的
　
　
　
　
　
　
④
　
感
動
的�

キ

Ｄ
　
①
　
因
習
的
　
　
　
　
　
　
②
　
自
覚
的
　
　
　
　
　
　
③
　
可
逆
的
　
　
　
　
　
　
④
　
作
為
的�

ク

問
３
　
本
文
中
、
次
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。（
　

①
　

）
～
（
　

⑤
　

）
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

ケ

�

こ
れ
は
、
必
ず
差
別
を
し
て
い
る
者
の
側
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。

問
４
　
　
　
　�

線
「
こ
う
し
た
努
力
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
努
力
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

�

�

コ

①
　
自
ら
や
、
他
者
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
攻
撃
心
を
押
し
止
め
よ
う
と
す
る
努
力
。

②
　
人
間
の
文
化
的
生
活
を
保
障
し
て
い
る
集
団
を
否
定
し
、
一
掃
し
よ
う
と
す
る
努
力
。

③
　
別
の
集
団
を
軽
蔑
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
不
可
避
的
な
罪
責
感
と
闘
い
続
け
る
努
力
。

④
　
あ
ら
ゆ
る
悪
意
と
そ
の
発
露
が
根
絶
で
き
な
い
社
会
を
認
め
続
け
る
努
力
。

Ａ

Ｄ

富
を
自
分
だ
け
で
消
費
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
自
分
の
家
の
中
に
し
ま
い
込
む
の
で
あ
れ
ば
、
富
ん
だ
人
と
貧
し
い
人
と
の
つ
な
が
り
は
何
も
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
富
ん
だ
人
は
、
よ
り
大
き
な
財
産
を
形
成
し
よ
う
と
い
う
野
心
か
ら
、
自
分
の
富
を
農
業
、
製
造
業
、
商
業
な
ど
の
産
業
に
投
資
す
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
経
済
が
成
長
す
る
と
と
も
に
、
労
働
需
要
が
増
大
し
、
貧
し
い
人
に
仕
事
が
与
え
ら
れ
る
。
貧
し
い
人
は
、
賃
金
と
い
う
形
で
富
を
手
に
入
れ
、
平
静

な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
。
経
済
成
長
の
真
の
目
的
は
、
こ
こ
に
あ
る
。
一
方
、
富
ん
だ
人
は
、
投
資
活
動
に
よ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
富
を
獲
得
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
富
ん
だ
人
は
貧
し
い
人
を
助
け
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、　
　
　
　
、
貧
し
い
人
は
富
ん
だ
人
の
野
心
を
満
た
そ
う
と
い
う

意
図
を
も
た
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
は
富
を
媒
介
と
し
て
つ
な
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
貿
易
は
、
外
国
の
人
び
と
、
言
語
や
文
化
や
慣
習
が
異
な
る
た
め
に
同
感
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
人
び
と
と
の
交
流
を
深
め
、
相
互
依
存
関
係
を

強
め
る
。
私
た
ち
は
、
貿
易
を
通
じ
て
、
外
国
の
人
び
と
の
言
語
、
文
化
、
慣
習
を
理
解
し
、
そ
の
結
果
、　
　
　
　
を
弱
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
国
富
論
』
の

原
語
タ
イ
ト
ル
は
、W

ealth�of�a�N
ation

、
ま
た
はW

ealth�of�the�N
ation

で
は
な
く
、W

ealth�of�N
ations

と
、
最
後
が
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
。『
国
富

論
』
は
、
一
国
民
ま
た
は
特
定
国
民
の
豊
か
さ
で
は
な
く
、
諸
国
民
の
豊
か
さ
を
探
究
す
る
書
物
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
のlaw

�of�nations

が

諸
国
民
を
つ
な
ぐ
「
万
民
の
法
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
のw

ealth�of�nations

は
、
諸
国
民
を
つ
な
ぐ
「
万
民
の
富
」
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
富
は
、
市
場
に
よ
っ
て
国
内
の
人
間
を
つ
な
ぎ
、
成
長
に
よ
っ
て
富
ん
だ
人
と
貧
し
い
人
を
つ
な
ぎ
、
さ
ら
に
は
、
貿
易
に
よ
っ
て
異
な
っ

た
国
の
人
び
と
を
つ
な
ぐ
。
市
場
、
成
長
、
貿
易
は
、
人
と
人
を
つ
な
ぐ
と
い
う
富
の
機
能
の
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
局
面
を
表
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
富
が

こ
の
よ
う
な
機
能
を
も
ち
う
る
の
は
、
人
間
が
社
会
的
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。（

出
典
　
堂
目
卓
生
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』　
な
お
、
問
題
作
成
上
、
一
部
省
略
し
て
あ
る
。）

え

Ｄ
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問
５
　
本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。�

サ

�

シ

①
　
善
と
悪
の
行
為
は
倫
理
的
に
区
別
さ
れ
る
た
め
、
動
機
次
第
で
は
他
者
の
破
滅
に
対
し
て
祝
福
し
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
。

②
　「
文
化
」
は
他
者
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
説
に
対
し
て
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
や
ス
ト
ー
も
同
様
の
考
え
を
示
し
て
い
る
。

③
　
中
河
伸
俊
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
あ
る
区
別
に
お
い
て
利
が
あ
る
側
は
み
な
、
そ
れ
を
差
別
と
認
識
し
、
否
応
な
く
負
い
目
を
感
じ
る
必
然
性
に
至
る
。

④
　
差
別
に
お
い
て
得
を
し
て
い
る
側
が
常
に
負
い
目
を
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
別
問
題
を
解
く
き
っ
か
け
が
見
え
て
く
る
。

⑤
　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
現
象
学
的
還
元
」
を
提
案
し
た
が
、
一
方
で
彼
は
差
別
問
題
に
お
い
て
は
思
考
を
停
止
す
る
よ
う
な
怠
惰
な
態
度
の
持
ち
主
で
あ
る
。

⑥
　
差
別
問
題
に
関
す
る
考
察
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
人
物
を
明
ら
か
に
し
た
け
れ
ば
、
そ
の
人
が
悪
意
を
持
っ
て
「
あ
た
り
ま
え
」「
当
然
」「
自
然
」
と

い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
れ
ば
よ
い
。
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Ⅲ
次
の
１
～
５
の
説
明
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１
　
二
葉
亭
四
迷
の
作
品
。�

ア

①
　『
当
世
書
生
気
質
』　
　
　
②
　『
平
凡
』　
　
　
　
　
　
　
③
　『
普
請
中
』　
　
　
　
　
　
④
　『
十
三
夜
』

２
　
文
学
史
上
、
自
然
主
義
に
属
す
る
と
言
わ
れ
る
作
家
。�

イ

①
　
徳
富
蘇
峰
　
　
　
　
　
　
②
　
徳
田
秋
声
　
　
　
　
　
　
③
　
山
田
美
妙
　
　
　
　
　
　
④
　
里
見
弴

３
　
有
島
武
郎
の
作
品
。�

ウ

①
　『
女
坂
』　
　
　
　
　
　
　
②
　『
女
生
徒
』　
　
　
　
　
　
③
　『
或
る
女
』　
　
　
　
　
　
④
　『
女
の
一
生
』

４
　
徳
永
直
の
作
品
。�

エ

①
　『
太
陽
の
な
い
街
』　
　
　
②
　『
梨
の
花
』　
　
　
　
　
　
③
　『
蟹
工
船
』　
　
　
　
　
　
④
　『
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
』

５
　
文
学
史
上
、
第
三
の
新
人
に
属
す
る
と
言
わ
れ
る
作
家
。�

オ

①
　
村
上
春
樹
　
　
　
　
　
　
②
　
吉
行
淳
之
介
　
　
　
　
　
③
　
大
江
健
三
郎
　
　
　
　
　
④
　
久
米
正
雄
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Ⅳ
次
の
空
欄
　
　
　
　
～
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

１
　
①
～
④
の
文
の
傍
線
部
の
中
で
、
正
し
い
表
現
は
「
　
　
　
　
」
で
あ
る
。

①
　
就
職
内
定
の
吉
報
が
届
い
て
、
彼
女
は
色
を
失
っ
て
大
喜
び
し
た
。

②
　
細
か
な
気
配
り
が
で
き
る
彼
は
、
懐
が
深
い
。

③
　
大
き
な
取
り
引
き
が
決
ま
っ
た
の
に
、
流
れ
に
さ
お
さ
す
よ
う
に
材
料
入
荷
の
遅
れ
の
連
絡
が
入
っ
た
。

④
　
自
分
の
気
に
入
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
、
彼
は
す
ぐ
に
つ
む
じ
を
曲
げ
て
黙
り
込
む
。

２
　
①
～
④
の
文
の
傍
線
部
の
中
で
、
正
し
い
漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
「
　
　
　
　
」
で
あ
る
。

①
　
事
故
の
遺
族
に
保
障
金
が
支
払
わ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
交
通
安
全
の
評
語
コ
ン
ク
ー
ル
に
入
選
す
る
。

③
　
一
時
的
に
報
道
管
制
を
敷
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
中
学
校
の
音
楽
観
賞
会
の
た
め
に
演
奏
す
る
。

３
　
見
か
け
ば
か
り
り
っ
ぱ
で
内
容
が
と
も
な
わ
な
い
こ
と
を
「
　
　
　
　
」
と
言
う
。

①
　
鶏
口
牛
後
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
竜
頭
蛇
尾
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
羊
頭
狗
肉
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
才
子
佳
人

４
　「
鉄
面
皮
」
と
は
「
　
　
　
　
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

①
　
恥
知
ら
ず
な
態
度
を
と
る
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
人
に
冷
た
く
接
す
る
こ
と

③
　
表
情
を
あ
ま
り
変
え
な
い
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
常
に
冷
静
沈
着
で
あ
る
こ
と

５
　
①
～
④
の
中
で
、
正
し
い
敬
語
の
表
現
は
「
　
　
　
　
」
で
あ
る
。

①
　
そ
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
案
内
係
に
伺
っ
て
下
さ
い
。
　
　
　
　
②
　
先
ほ
ど
、
山
田
先
生
が
参
ら
れ
ま
し
た
。

③
　
そ
の
方
の
お
名
前
は
存
じ
上
げ
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
先
生
は
僕
が
留
学
中
に
撮
っ
た
写
真
を
拝
見
さ
れ
た
。

ア

オ

ア

イ

ウ

エ

オ


