
作
文
指
導
の
方
法
(

一

)

―

い

か

に

分

析

す

る

か

(

1

)

―

は
じ
め
に

本
論
文
の
構
成
を
示
し
て
お
-
｡
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池

田

久
美
子

(
一
)

いか
に
分
析
す
る
か
①

(
二
)

いか
に
分
析
す
る
か
②

(
三
)

文

(
四
)
パ
ラ
グ
ラ
フ

(五
)
論
争

的

状

況



ま
ず
､

｢
い
か
に
分
析
す
る
か
①
'
②
｣
で
は
'
学
生
が
実
際
に
書
い
た
作
文
を
素
材
と
し
て
'
分
析
の
し
か
た
を
具
体
的
に
示
す
｡
学

(

生
が
書
い
た
作
文
は
'
ど
こ
が
､
な
ぜ
､
い
か
に
'
書
け
て
い
な
い
か
｡
こ
れ
を
､
文
章
そ
の
も
の
に
即
し
て
'
可
能
な
限
り
徹
底
的
に
洗

い
出
す
の
で
あ
る
｡
作
文
を
分
析
す
る
と
は
､
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
の
か
｡
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
､
実
際

に
私
が
授
業
で
行
っ
て
い
る
分
析
を
'
で
き
る
限
り
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

前
半
部
分
①
で
は
'
資
料
の
主
張
を
肯
定
的
に
と
ら
え
た
作
文
を
と
り
あ
げ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
後
半
部
分
②
で
は
逆
に
'
否
定
的

･

批
判
的
に
と
ら
え
た
作
文
を
扱
う
｡
な
ぜ
'
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
で
分
析
す
る
の
か
｡

第

1
に
､
あ
い
対
立
す
る
主
張
を
も
つ
作
文
を
つ
き
あ
わ
せ
'
互
い
に
競
合
さ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
'
作
文
指
導
の
基
本
的
戦
略
を
置
-
べ

き
だ
t
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
論
争
的
な
コ
,,､
ユ
ニ
ケ
-
シ
ョ
ン
状
況
を
設
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
'
初
め
て
学
生
は
自
ら
が
書
-
文
章

に
自
覚
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

第
二
に
'

1
つ
の
分
析
例
だ
け
で
は
､
重
要
な
基
本
的
問
題
を
網
羅
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
.
例
を
複
数
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
'

1
つ
の
例
だ
け
で
は
網
羅
し
え
な
か
っ
た
問
題
を
補
完
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
｡

以
上
の

(
一
)
(二
)
が
'
い
わ
ば
作
文
指
導

･
分
析
の
実
践
篇
で
あ
る
の
に
対
し
'
(三
)
以
下
は
そ
の
理
論
篇
だ
と
い
っ
て
よ
い
｡

(三
)
以
下
で
は
'
(
こ

(二
)
で
行
っ
た
分
析
に
つ
い
て
'
そ
の
理
論
的
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
た
る
仕
事
と
な
る
｡
当
然
､

そ
の
仕
事
は
'
先
行
研
究
と
本
論
文
と
の
異
同
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
(三
)
以
下
で
は
'
先
行
研
究
と
し
て
特
に
浮
田
昭
夫
氏

及
び
宇
佐
美
寛
氏
の
業
績
を
と
り
あ
げ
'
そ
れ
ら
と
の
関
係
に
お
い
て
､
私
の
方
法
論
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
あ
る
｡

一

課
題
及
び
作
文
例
の
提
示
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〔資

料
〕

身
を
も

っ
て

｢
責
任
｣
を

教
え

た

教
師

山
形
県

佐
藤
浩

(中
学
校
長

51
歳
)

一
月
七
日
夜
'
山
形
県
真
室
川
町
の
安

楽
城
中
学
校
の
寄

宿

舎

四
九
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
が
全
焼
し
た

｡
舎

監

の
渡
辺
司
先
生
は
出
火

と
同
時
に
各
部
屋
を
ま
わ

っ
て
生
徒
を
全
員
避
難
さ
せ
た
｡

先
生
を
最
後
に
み
た
三
年
A
組
の
佐
々
木
明
君
は

｢
み
ん
な
を
避
難
さ
せ
た
あ
と
先
生
が
消
火
器
首
か
か
え
て
二

階
の
火
の
中
に
と

び
こ
ん
だ
｡
オ
ラ
た
ち
も
二
㌧
三
人
で
続

いた
ん
だ
け
ど
､
煙
が
い

っ

ぱ
い
で
何
に
も
見
え
な
か

っ
た
｡
先
生
は
そ
の
ま
ま
帰

っ
て
こ

な
か

っ
た
｣
と
い
っ
て
い
る
｡
消
火
器
を

ださ
か
か
え
て
猛
火
の
中
に
は
い
っ
て
行

っ
た

一
人
の
中
年
教
師
は
引
き
さ
が
り
は
し
な
か

っ
た
｡
そ
し
て
同
夜
八
時
十
分
焼
け
跡
か
ら

焼
死
体
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
｡

渡
辺
先
生
は
辺
地
教

育
に
情
熱
を
そ
そ
ぎ
'

一
月
十
三
日
の
教
育
研
究
集
会
で
も
レ
ポ
ー
ト

を
発
表
す
る
予
定
だ
っ
た
そ
う
だ
｡
口

先
で
指
導
し
た
り
'
解
説
を
唱
え
る
こ
と
は
い
と
も
た
や
す
い
こ
と
だ
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
真
の
教
育
で
あ

っ
た
ろ
う
か
｡
児
童
'
生

徒
の
指
導
の
任
に
当
る
私
た
ち
教
師
は
'
小
手
先
や
み
せ
か
け
の
き
れ
い
ご
と
で
な
く
､
真
の
教
育
の
姿
や
責
任
の
あ
り
方
な
ど
に
つ

い
て
'
心
を
静
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
る

ま

い
｡

そ
し
て
｢

責
任
｣

を
身
を
も

っ
て
教
え
て
く
れ
た
渡
辺
先
生
の

ご

め
い
福
を
祈
っ
て
や
ま

な
い
｡
合
掌
｡

(
七

二

･

一
･一九
'
朝
日

新
聞

朝
刊
)
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｢資
料
を
読
ん
で
'
佐
藤
氏
の
主
張
を
批
判
す
る
文
章
を
書
き
な
さ
い
｡｣
こ
れ
が
'
課
題
で
あ
る
.
こ
れ
以
上
は
何
も
指
示
し
な
い
｡

｢批
判
す
る
｣
と
は
､
ど
の
よ
う
に
書
-
こ
と
な
の
か
｡
何
か
ら
書
き
始
め
れ
ば
よ
い
の
か
｡
最
後
は
ど
う
締
め
く
く
れ
ば
よ
い
の
か
｡
学

生
は
教
え
て
も
ら
い
た
が
る
.
し
か
し
'
何
も
教
え
な
い
｡
と
に
か
-
､
ま
ず
は
自
力
で
書
い
て
み
る
｡
ま
だ
指
導
の
手
が

1
切
加
え
ら
れ

て
い
な
い
段
階
で
､
書
く
｡
自
分
の
文
章
の
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
､
出
発
す
る
｡

た
だ
し
'
も
ち
ろ
ん
次
の
要
領
だ
け
は
決
め
て
お
-
｡

-

四
百
字
詰
B
五
版
原
稿
用
紙

一
枚
に
限
る
｡

(分
析
の
素
材
と
し
て
コ
ピ
ー
す
る
関
係
で
サ
イ
ズ
を
統

一
し
て
お
-
｡
ま
た
'
四
百
字
と
い
う
字
数
は
'
な
か
な
か
に
書
き
出

が
あ
る
も
の
で
あ
る
｡
狭
-
限
定
さ
れ
た
土
俵
の
上
で
勝
負
す
る
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡)

2

た
て
書
き
｡

3

題
は
つ
け
ず
に
､
四
百
字
す
べ
て
を
本
文
に
供
す
る
｡

4

時
間
制
限

(六
十
分
)

こ
う
し
て
書
か
れ
た
作
文
の
中
か
ら
'
分
析
の
素
材
と
し
て
次
の
作
文
を
と
り
あ
げ
る
｡
選
択
の
基
準
は
､
初
心
者
の
作
文
に
一
般
的
に

み
ら
れ
る
誤
り
を
で
き
る
だ
け
多
く
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
典
型
的
な
初
心
者
の
作
文
を
選
ぶ
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
選
ば
れ

な
か
っ
た
学
生
も
､

｢身
に
覚
え
の
あ
る
｣
問
題
を
確
実
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
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二

作
文
例
I
の
分
析

川

第

一
文
の
分
析

ま
る
で
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
記
事
だ
が
､
私
は
基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
と
思
う
｡

短
い
文
を
作
ろ
う
｡
右
の
文
は
こ
う
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

①

ま
る
で
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
｡

②

私
は
基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
と
思
う
｡

し
か
し
､
こ
う
分
け
た
だ
け
で
は
落
ち
着
か
な
い
｡
②
の
冒
頭
に
､
何
ら
か
の
つ
な
ぎ
の
言
葉
が
欲
し
い
｡

一
体
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
入

れ
れ
ば
よ
い
か
｡
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
'
①
と
②
と
の
間
の
論
理
的
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
｡
①
と
②
と
の

問
に
は
'
ど
の
よ
う
な
論
理
的
関
係
が
あ
る
と
み
な
す
べ
き
か
｡
も
と
の
文
を
二
つ
の
短
い
文
に
分
け
て
初
め
て
､
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
が

ら
の
論
理
的
関
係
を
自
覚
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
｡

②
の
冒
頭
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
入
れ
れ
ば
よ
い
か
｡
｢
そ
し
て
｣
や

｢ま
た
｣
で
は
落
ち
着
か
な
い
｡
｢し
か
し
｣
を
入
れ
て
逆
接
の
関

係
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
｡
接
続
詞
の
類
を
入
れ
る
こ
と
は
'
ど
う
も
無
理
な
よ
う
で
あ
る
｡

①

ま
る
で
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
｡
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こ
の
よ
う
な

(ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
)
記
事
を
読
む
と
'
私
は
基
本
的
に
は
素
晴
し
い
教
師
で
あ
る
と
思
う
｡

こ
れ
で
は
ど
う
か
｡
傍
線
部
分
を
入
れ
て
み
る
と
､
前
よ
り
は
大
分
落
ち
着
く
｡
そ
し
て
､
前
よ
り
は
ず
っ
と
､
①
と
②
と
の
間
の
論
理

的
関
係
が
あ
ら
わ
に
見
え
て
き
た
は
ず
で
あ
る
｡



｢-
-
思
わ
れ
る
記
事
だ
が
｣
の

｢が
｣
は
'
多
義
的
で
あ
る
｡
｢明
日
は
休
日
だ
が
､
学
校
へ
行
-
｣
の

｢
が
｣
は
､
｢し
か
し
｣
で
置

き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
｢明
日
は
休
日
だ
が
'
海
に
行
か
な
い
か
｣
の

｢
が
｣
は
､
｢し
か
し
｣
で
は
置
き
換
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
｡
｢し
か
し
｣
な
ら
ば
'
前
後
が
逆
接
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を

一
義
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
'
｢が
｣
は
違
う
｡

1
義
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
.
い
か
な
る
論
理
的
関
係
で
も
'
こ
の

｢
が
｣

1
つ
で
い
-
ら
で
も
文
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ

だ
け
に
'
｢が
｣
に
頼
る
こ
と
は
､
前
後
の
論
理
的
関
係
を
見
定
め
る
必
要
を
自
覚
で
き
な
-
さ
せ
る
｡

い
か
に
論
理
的
な
検
討
が
行
き
届
か
な
い
､
椎
な
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
｡
こ
れ
を
､
先
の
①
②
の
よ
う
に
短
い
文
の
積
み
重
ね

の
形
に
分
解
し
て
具
体
的
に
み
て
み
よ
う
.
短
い
文
に
し
た
か
ら
こ
そ
'
検
討
が
行
き
届
-
.

1
字

一
句
､
徹
底
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
で

き

る

｡①

ま
る
で
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
｡

こ
の
文
に
は
'
｢
･･････記
事
で
あ
る
｣
に
対
応
す
る
主
語
が
無
い
｡
何
が
'
そ
の
よ
う
に

｢思
わ
れ
る
記
事
で
あ
TO
J
の
か
.
そ
の

｢何

が
｣
に
当
た
る
部
分
が
欠
け
て
い
る
｡

学
生
は
い
う
｡
｢
そ
れ
は
､
佐
藤
さ
ん
の
投
書
の
こ
と
で
す
｡
わ
ざ
わ
ざ
書
か
な
-
て
も
読
み
と
れ
る
と
思
っ
て
書
き
ま
せ
ん
で
し
た
｡｣

こ
の
意
識
だ
か
ら
､
だ
め
な
の
で
あ
る
｡
自
分
の
実
感
を
疑
お
う
と
し
な
い
｡
本
当
に
そ
う

｢
思
わ
れ
｣

て
い
い
の
か
｡
自
分
が
そ
う

｢思
わ
れ
る
｣
心
理
状
態
に
な
っ
た
の
は
'
佐
藤
氏
の
文
章
の
特
に
ど
こ
を
読
ん
だ
が
ゆ
え
な
の
か
｡
そ
し
て
'
そ
の
箇
所
を
読
ん
で
'
そ

う

｢思
わ
れ
る
｣
よ
う
に
な
る
べ
き
な
の
か
｡

漠
然
と
資
料
全
体
を
想
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
｡
特
に
そ
う

｢思
わ
れ
｣
た
典
型
的
な
部
分
を
'
摘
出
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う

｢思
わ

れ
｣
た
根
拠
を
､
資
料
の
文
章
そ
の
も
の
に
即
し
て
'
挙
げ
る
べ
き
で
あ
る
｡

学
生
は
答
え
る
｡
｢
『消
火
器
を
だ
さ
か
か
え
て
猛
火
の
中
に
は
い
っ
て
行
っ
た

一
人
の
中
年
教
師
は
引
き
さ
が
り
は
し
な
か
っ
た
』
と
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い
う
所
で
す
｡｣

そ
う
だ
ろ
う
｡
こ
の
一
文
こ
そ
､
ま
さ
に

｢
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
｣
典
型
的
な
箇
所
で
あ
る
に
違
い
な
い
｡

ま
ず
こ
の
一
文
を
引
用
し
よ
う
｡

.〇

佐
藤
氏
は
'
｢消
火
器
を
だ
き
か
か
え
て
猛
火
の
中
に
は
い
っ
て
行

っ
た

1
人
の
中
年
教
師
は
引
き
さ
が
り
は
し
な
か

っ
た
｣
と

い
う
0
こ
れ
は
ま
る
で
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
る
｡

.@

こ
の
よ
う
な

(ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
)
記
事
を
読
む
と
'
私
は
基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
と
思
う
｡

伊
の
分
析
に
進
む
o

｢
こ
の
よ
う
な
記
事
を
読
む
と
'
私
は
-
-
思
う
｡
｣
②
の
文
の
基
本
的
な
構
造
は
こ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
は
不
要
で
あ
る
｡

｢
-
･‥
読
む
と
'
-
-
思
う
｣
は
'
作
文
を
書
い
て
い
る
筆
者
の
心
理
的
過
程
の
報
告
で
あ
る
｡
し
か
し
､
私
が
課
題
と
し
た
こ
と
は
､

筆
者
の
心
理
的
過
程
の
報
告
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
｡
佐
藤
氏
の
主
張
が
正
し
い
か
'
誤
っ
て
い
る
か
､
そ
れ
は
な
ぜ
か
を
論
じ
よ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
筆
者
の
行
な
う
批
判
が
'
論
理
的
に
正
し
い
か
否
か
'
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
筆
者
の
心
理
的
事
実
や
批
判
を

行
う
ま
で
の
手
順
な
ど
は
'
書
く
べ
き
場
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

別
の
角
度
か
ら
述
べ
.る
O

私
は

｢資
料
を
読
ん
で
､
-
-
書
き
な
さ
い
｣
と
す
で
に
指
示
し
て
い
た
｡
だ
か
ら
'
｢
こ
の
よ
う
な
記
事
を
読
む
と
｣
は
不
要
で
あ
る
｡

読
ん
だ
こ
と
は
断
わ
ら
な
く
と
も
わ
か
る
｡

同
様
に
'
｢私
は
-
-
思
う
｣
も
不
要
で
あ
る
｡
筆
者
が
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
こ
そ
'
書
け
る
の
で
あ
る
｡
思
っ
て
い
な
い
こ
と
は
'

書
け
な
い
｡
ず
ば
り
'
何
を
思
っ
た
か
の

｢何
を
｣
に
当
た
る
部
分
だ
け
を
書
け
ば
よ
い
｡
そ
こ
を
読
め
ば
､
筆
者
が
思
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
､
わ
か
る
｡
｢私
は
-
-
思
う
｣
と
断
わ
ら
な
く
と
も
'
わ
か
る
｡
無
駄
は
総
て
､
捨
て
去
ろ
う
｡
こ
う
書
き
か
え
る
｡
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②

基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

さ
て
､

一
体
誰
が

｢-
-
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｣
の
か
｡
主
語
が
無
い
｡
｢私
は
-
･‥
思
う
｣
な
ど
と
書
-
ひ
ま
に
､
こ
の

｢誰
が
｣

に
当
た
る
部
分
を
こ
そ
書
-
べ
き
で
あ
る
｡
書
き
込
も
う
｡

②

渡
辺
氏
は
'
基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｡

渡
辺
氏
が

｢素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｣
と
'
人
間
を
丸
ご
と
評
価
し
て
い
る
｡
渡
辺
氏
の
具
体
的
な
行
動
の
レ
ベ
ル
で
評
価
し
て
は
い

な
い
｡
渡
辺
氏
の
行
動
を
逐

一
丹
念
に
分
析
す
る
と
い
う
仕
事
を
全
-
欠
い
て
い
る
｡

一
体
､
行
動
の
レ
ベ
ル
で
の
評
価
を
抜
き
に
し
て
､

人
間
を
丸
ご
と
評
価
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き
る
か
｡
人
間
を
丸
ご
と
評
価
す
る
た
め
に
は
､
そ
の
根
拠
と
し
て
'
そ
の
人
問
の
行
動
の

レ
ベ
ル
で
の
分
析

･
評
価
が
必
要
で
あ
る
｡

A
氏
が
立
派
な
人
物
だ
と
い
い
う
る
の
は
t
A
氏
の
す
る
個
々
の
行
動
の
事
実
の
集
合
が
､
そ
の
よ
う
な
評
価
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し

て
支
え
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
仮
り
に
'
行
動
の
レ
ベ
ル
で
'
例
え
ば
A
氏
が
実
は
汚
職
行
為
を
し
て
い
た
こ
と
が
新
た
な
デ
ー
タ

と
し
て
加
わ
れ
ば
'
立
派
な
人
物
だ
と
い
う
評
価
は
崩
れ
去
る
.
根
拠
を
失
う
O
新
た
な
行
動
の
事
実
も
含
め
て
､
も
う

1
度
'
A
氏
と
い

う
人
物
の
解
釈
を
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
-
な
る
｡

丸
ご
と
の
人
物
評
価
は
'
個
別
的
な
行
動
レ
ベ
ル
の
評
価
を
根
拠
と
し
て
'
そ
れ
に
支
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
れ
抜
き
で
は
'
そ
れ

は
'
単
に
レ
ッ
テ
ル
貼
り
を
し
て
い
る
だ
け
に
終
わ
る
｡

学
生
は
言

う
｡
｢先
は
ど
挙
げ
た
'
『消
火
器
を
だ
さ
か
か
え
て
-
-
』
の
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
渡
辺
先
生
の
行
動
を
根
拠
に
し
て
'
そ
う

評
価
し
た
の
で
す
｡｣

こ
の
引
用
箇
所
を
よ
く
読
む
べ
き
で
あ
る
｡
ま
さ
に
自
分
の
下
し
た
評
価
の
成
否
を
確
か
め
る
た
め
に
'
引
用
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
一

文
は
､
根
拠
に
な
り
う
る
か
｡
根
拠
に
す
る
だ
け
の
信
頼
性
を
も
つ
か
｡
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｢消
火
器
を
だ
さ
か
か
え
て
｣
と
あ
る
｡
｢消
火
器
を
持
っ
て
｣
で
は
な
ぜ
い
け
な
い
か
｡
｢猛
火
の
中
に
は
い
っ
て
行
っ
た
｣
と
い
う
が
'

｢猛
火
｣
で
あ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
あ
る
か
｡
｢猛
｣
の
字
が
つ
-
ほ
ど
の
状
況
で
あ
っ
た
の
か
｡
佐
々
木
君
の
証
言
で
は

｢
二
階
の
火
の
中

に
｣
と
あ
る
｡
｢煙
が
い
っ
ぱ
い
で
何
に
も
見
え
な
か
っ
た
｣
と
も
語
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
証
言
を
見
る
限
り
'
煙
が
充
満
し
て
い
る
こ
と

は
､
わ
か
る
｡
し
か
し
'
｢
二
階
の
火
｣
の
勢
い
ま
で
は
'
わ
か
ら
な
い
｡
さ
ら
に
､
｢
一
人
の
中
年
教
師
は
｣
と
い
う
｡
｢渡
辺
司
先
生
｣

と
い
う
固
有
名
詞
が
既
に
わ
か
っ
て
い
る
の
に
'
な
ぜ

｢
1
人
の
中
年
教
師
は
｣
な
の
か
.
｢引
き
さ
が
り
は
し
な
か
っ
た
｣
と
あ
る
が
､

ど
う
し
て
わ
か
る
か
｡
｢引
き
さ
が
れ
な
く
な
っ
た
｣
か
も
し
れ
な
い
の
だ
｡
せ
い
ぜ
い
'
｢
そ
の
ま
ま
戻
っ
て
は
来
な
か
っ
た
｣
と
書
く
の

が
い
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

｢消
火
器
を
も
っ
て
火
の
中
に
は
い
っ
て
行
っ
た
先
生
は
､
そ
の
ま
ま
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
｡｣
こ
の
方
が
､
客
観
的
な
事
実
報
告
に
近

い
書
き
方
で
あ
る
｡
こ
れ
と
対
比
す
る
と
'
元
の
表
現
が
い
か
に
脚
色
さ
れ
'
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
｡
こ
の

修
辞
的
特
徴
を
こ
そ
'
引
用
文
を
引
き
据
え
て
見
抜
-
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
の
引
用
な
の
で
あ
る
｡

佐
藤
氏
が
､
ま
る
で
見
て
き
た
様
に
脚
色
し
た

一
文
で
あ
る
｡
そ
れ
を
読
ん
で
'
う
か
う
か

｢ま
る
で
ド
ラ
マ
の
-
シ
ー
ン
の
よ
う
な
出

来
事
に
思
わ
れ
｣
て
し
ま
い
'
そ
れ
を
根
拠
に
'
｢素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｣
と
評
価
を
下
す
｡
資
料
の
文
章
を
丹
念
に
読
み
込
ん
で
い

トリ
ヶタ

な
い
証
拠
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
ぼ
ん
や
り
と
資
料
全
体
を
想
う
だ
け
で
'
引
用
す
る
必
要
を
自
覚
し
な
い
｡
佐
藤
氏
の
修
辞
的
技
法
に
た
や

す
-
ひ
っ
か
か
り
'
｢-
-
の
よ
う
な
出
来
事
に
思
わ
れ
る
｣
と
い
う
表
現
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
受
動
的
に
操
作
さ
れ
っ
放

し
に
な
る
｡

さ
ら
に
.@
に
つ
い
て
問
う
｡

｢渡
辺
氏
は
､
基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｣
の

｢基
本
的
に
は
｣
に
ひ
っ
か
か
る
｡
こ
れ
は
､
｢基
本
的
に
は
｣
の
留
保
条

件
付
き
言
明
で
あ
る
｡
す
る
と
'
｢基
本
的
に
｣
で
な
け
れ
ば
'
渡
辺
氏
に
つ
い
て
は
別
の
評
価
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
｡
そ
れ
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は
'
ど
の
よ
う
な
評
価
な
の
か
｡
そ
し
て
'
｢基
本
的
｣
な
み
か
た
と
そ
う
で
な
い
み
か
た
と
は
'
ど
う
区
別
す
る
の
か
｡
筆
者
に
こ
れ
ら

の
問
い
に
答
え
る
用
意
が
あ
る
か
｡
｢基
本
的
に
は
｣
と
は
'
実
は
'
具
体
的
な
事
実
関
係
の
検
討
を
ろ
く
に
し
な
い
ま
ま
'
ぼ
ん
や
り
と

し
た
印
象
に
頼
っ
て
安
易
に
断
定
す
る
と
t
と
い
う
程
度
の
意
味
で
は
な
い
の
か
｡
安
易
な
断
定
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
を
隠
す
､
便
利
な

用
語
で
は
な
い
の
か
｡

も
う

一
つ
､
問
う
｡

｢渡
辺
氏
は
'
基
本
的
に
は
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｣
と
評
価
し
た
の
は
､
何
故
か
｡
そ
れ
は
'
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
か
｡
見
当
ら
ぬ

で
は
な
い
か
｡
こ
れ
は
､
論
証
抜
き
で
結
論
だ
け
を
主
張
す
る
'
無
責
任
な
議
論
で
は
な
い
か
｡

学
生
は
答
え
る
｡
｢次
の

Fき
っ
と
生
徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
･･････』
が
'
何
故
か
に
当
る
所
で
す
O｣
で
は
'
こ
の
1
文
を
検
討
し
よ

ー＼

う
｡
こ
の
一
文
が
､
結
論
を
支
え
る
た
め
の
論
証
と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
､
分
析
し
よ
う
｡

仏
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き
っ
と
生
徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
必
死
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
｡

ま
ず
､
｢と
思
う
｣
を
削
る
｡
不
要
で
あ
る
｡

こ
の
一
文
が
'
直
前
の

｢-
-
素
晴
ら
し
い
教
師
で
あ
る
｣
を
与
え
る
論
証

･
理
由
づ
け
の
仕
事
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
､
さ
ら

に
こ
う
書
き
換
え
よ
う
｡
端
的
に
理
由
づ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

き
っ
と
生
徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
必
死
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｡



さ
て
､
こ
の
理
由
づ
け
は
資
料
の
ど
こ
を
ど
う
読
め
ば
可
能
に
な
る
の
か
｡
む
し
ろ
'
資
料
を
よ
-
読
む
と
'
こ
う
は
言
え
な
い
の
で
は

な

い
か

｡

先

に
冒
頭
で
引
用
す
る
こ
と
に
し
た

一
文
を
見
て
み
よ
う
｡
｢消
火
器
を
だ
き
か
か
え
て
猛
火
の
中
に
は
い
っ
て
行

っ
た
｣
と
い
う
行
為

は
'
｢生
徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
必
死
｣
な
行
為
か
｡
違
う
｡
第

一
､
そ
の
前
に
既
に
生
徒
の
避
難
は
済
ん
で
い
た
｡
｢
み
ん
な
を
避
難
さ

せ
た
あ
と
先
生
が
-
-
と
び
こ
ん
だ
｣
の
で
あ
る
｡
第
二
に
､
こ
の
先
生
の
後
追
い
を
す
る
と
い
う
生
徒
が
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
｡

｢
オ
ラ
た
ち
も
二
㌧
三
人
で
続
い
た
｣
と
佐
々
木
君
は
証
言
す
る
｡
火
の
中
に
と
び
込
む
と
い
う
渡
辺
氏
の
行
為
は
､
生
徒
を
避
難
さ
せ
る

の
に
必
死
な
行
為
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
､
逆
に
'
生
徒
の
命
を
危
険
に
さ
ら
す
不
用
意
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
｡

特
に
､
こ
の
第
二
点
目
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
｡
先
生
自
ら
が
火
中
に
と
び
こ
ん
で
し
ま
っ
て
は
'
い
わ
ば
指
揮
官
自
ら
が
切
り
込
み
隊

長
に
な
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
指
拝
官
を
失
っ
た
軍
隊
は
統
率
が
で
き
な
-
な
り
､
烏
合
の
衆
と
化
す
｡
二
㌧
三
人
の
生
徒
が
動
揺
し

て
後
追
い
し
た
の
は
'
当
然
の
帰
結
で
あ
る
｡
こ
の
事
実
を
前
に
'
な
ぜ

｢生
徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
必
死
だ
っ
た
｣
と
い
え
る
か
｡
主

観
的
に
は
必
死
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
客
観
的
な
行
動
と
し
て
は
､
ま
こ
と
に
中
途
半
端
で
は
な
い
か
｡

こ
の
作
文
の
筆
者
は
'
右
の
よ
う
な
反
論
を
何
ら
予
想
し
て
い
な
い
｡
そ
も
そ
も
'
起
こ
り
う
る
反
論
を
予
想
し
､
そ
れ
に
備
え
て
守
り

を
固
め
よ
う
と
い
う
意
識
が
ま
る
で
無
い
｡
引
用
を
し
て
証
拠
を
示
そ
う
と
し
な
い
｡
論
証
抜
き
の
印
象
批
評
を
書
き
と
め
た
だ
け
で
あ
る
｡

ス
キ
だ
ら
け
の
文
章
で
あ
る
｡

仰
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こ
の
様
な
教
師
は
'
良
し
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
､
実
際
に
は
な
か
な
か
存
在
し
な
い
教
師
で
あ
る
と
思
う
｡

･再
び
い
う
｡
｢と
思
う
｣
は
や
め
よ
｡
総
て
の
文
の
末
尾
に
い
ち
い
ち

｢思
う
｣
を
つ
け
て
断
わ
る
意
義
は
､
無
い
｡
思
う
か
ら
書
い
て



い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
｡

ヽ

｢良
し
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
｣
は
､
｢良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
｣
で
は
な
い
か
｡
片
言
の
日
本
語
で
あ
る
｡

｢
こ
の
様
な
教
師
は
｣
と
は
､
ど
の
様
な
教
師
か
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
｢
こ
の
様
な
｣
の

｢
こ
の
｣
は
'
何
を
指
す
の
か
｡

直
前
に

｢生
徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
必
死
だ
っ
た
｣
と
あ
る
か
ら
､
こ
れ
を
指
す
と
と
る
の
が
ま
ず
順
当
で
あ
ろ
う
｡
す
る
と
へ
こ
う

な
る
｡生

徒
達
を
避
難
さ
せ
る
為
に
必
死
に
な
る
様
な
教
師
は
'
-
-
実
際
に
は
な
か
な
か
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
(
｢
-
-
存
在
し
な
い

教
師
で
あ
る
と
思
う
｣
と
い
う
末
尾
部
分
を
改
め
て
お
く
｡
)

本
当
か
ね
t
と
私
は
患
う
｡
火
事
が
起
き
て
生
徒
を
避
難
さ
せ
る
こ
と
に
必
死
に
な
る
教
師
が
'
そ
ん
な
に
存
在
し
難
い
の
か
｡
多
く
の

教
師
は
必
死
に
な
っ
た
り
し
な
い
の
か
｡
そ
れ
が
本
当
な
ら
'
大
変
で
あ
る
｡
火
事
の
時
に
生
徒
の
避
難
に
必
死
で
と
り
く
ま
な
い
と
い
う

の
が

1
般
的
傾
向
だ
と
し
た
ら
'
こ
れ
は
異
常
な
事
態
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
.
私
に
は
必
死
に
な
ら
な
い
教
師
の
例
の
方
が
'
あ
ま

り
思
い
当
ら
な
い
｡

｢
そ
う
で
は
な
-
て
'
避
難
さ
せ
る
の
に
必
死
に
な
っ
た
だ
け
で
な
-
､
自
分
の
命
を
捨
て
て
ま
で
必
死
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡｣

と
学
生
は
い
う
｡
そ
れ
な
ら
そ
う
書
-
の
で
あ
る
｡
書
い
て
あ
る
文
章
の
外
で
説
明
し
て
も
だ
め
で
あ
る
｡

な
る
ほ
ど
､
｢必
死
に
な
｣
り
命
ま
で
捨
て
る
よ
う
な
教
師
な
ど
'
そ
う
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
'
私
個
人
と
し
て
は
'
そ
の

様
な
教
師
の
数
な
ど
少
い
方
が
望
ま
し
い
と
思
う
｡
的
確
な
状
況
判
断
が
で
き
る
'
冷
静
に
危
機
管
理
を
行
う
能
力
を
も
つ
教
師
を
こ
そ
､

望
む
｡
だ
か
ら
､
｢な
か
な
か
存
在
し
な
い
｣
と
い
う
話
で
'
安
心
す
る
｡
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私
が
こ
う
言
う
と
'
学
生
の
方
は
が
っ
か
り
す
る
｡
学
生
の
方
は
'
｢な
か
な
か
存
在
し
な
い
｣
と
述
べ
る
こ
と
で
'
渡
辺
氏
を
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

｢良
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
｣
と
は
､
具
体
的
に
は
､
何
が
ど
う
良
か
っ
た
り
悪
か
っ
た
り
す
る
の
か
｡
筆
者
は

｢
良
い
｣
場
合
と

｢悪
い
｣
場
合
と
を
共
に
想
定
し
て
'
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
'
｢
こ
の
様
な
教
師
は
-
-
な
か
な
か
存
在
し
な
い
｣
と
い
う
｡
そ
の
想
定

の
具
体
的
内
容
を
示
さ
ね
ば
､
読
み
手
に
は
皆
目
わ
か
ら
ぬ
｡

㈹

第
四
文
の
分
析

佐
藤
氏
の
文
章
の
中
で
'
気
に
な
る
文
が
あ
っ
た
｡

｢気
に
な
る
｣
程
度
の
話
な
ら
､
ま
だ
書
い
て
公
に
す
る
に
は
早
い
｡
｢彼
女
の
化
粧
が
派
手
な
の
が
気
に
な
る
｣
｢隣
の
テ
レ
ビ
の
音
が

気
に
な
る
｣
等
の
話
と
ど
う
違
う
の
か
｡
気
に
な
る
の
は
気
の
も
ち
よ
う
で
あ
る
｡
気
の
も
ち
よ
う
ひ
と
つ
で
'
気
に
な
っ
た
り
な
ら
な
か
っ

た
り
す
る
の
で
あ
る
｡
気
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
れ
ば
お
し
ま
い
で
あ
る
0

批
判
す
る
文
章
で
は
'
書
い
て
い
る
本
人
の
み
な
ら
ず
'
誰
れ
も
が

一
般
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
思
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る

の
で
あ
る
｡
書
い
て
い
る
本
人
の
気
の
せ
い
で
は
な
-
､
客
観
的
に
お
か
し
い
'
変
だ
と
み
な
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
書
-
の
で
あ
る
｡

右
の
一
文
は
'
そ
れ
に
比
べ
て
'
何
と
腰
の
入
ら
ぬ
書
き
っ
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
か
0

も
し
'
佐
藤
氏
の
文
章
の
中
に
､
誰
も
が
こ
れ
は
お
か
し
い
と
気
に
す
る
べ
き

一
文
が
あ
り
､
そ
れ
を
こ
れ
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
の
な

ら
'
ど
う
書
く
べ
き
か
｡
ず
ば
り
､
そ
の
一
文
を
引
用
し
て
示
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
一
文
を
引
用
す
れ
ば
'
そ
れ
が
筆
者
に
と
っ
て

何
ら
か

｢気
に
な
る
文
｣
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
｡
｢思
う
｣
と
同
様
'
い
ち
い
ち

｢気
に
な
る
｣
と
断
わ
る
意
義
は
無
い
･｡

以
上
の
理
由
で
､
こ
の
第
四
文
は
削
除
し
よ
う
｡
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さ
ら
に
､
も
う
ひ
と
つ
別
の
角
度
か
ら
述
べ
る
｡

こ
の
作
文
は
､
第
四
文
か
ら
新
し
い
段
落
が
始
ま
っ
て
い
る
｡
第
三
文
ま
で
が
第

一
段
落
､
第
四
文
以
降
が
第
二
段
落
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
｡
そ
の
第
二
段
落
の
冒
頭
が
'
｢佐
藤
氏
の
文
章
の
中
で
'
気
に
な
る
文
が
あ
っ
た
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
で
は
'
第
三
文
ま
で
は
佐
藤

氏
の
文
を
気
に
し
て
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

な
る
ほ
ど
､
そ
う
だ
ろ
う
｡
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
､
第
三
文
以
前
は
全
く
引
用
な
し
で
論
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
漠
然
と
資

料
全
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
感
じ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
第

一
段
落
は
'
文
の
レ
ベ
ル
を
気
に
せ
ず
に
論
じ
て
い
る

の
で
あ
る
｡

そ
れ
な
ら
ば
'
第

1
段
落
は
全
面
的
に
削
除
し
よ
う
｡
お
よ
そ
批
判
す
る
と
は
文
の
レ
ベ
ル
を
気
に
し
て
こ
そ
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
｡
文
の
レ
ベ
ル
を
自
覚
的
に
検
討
し
な
い
ぼ
ん
や
り
し
た
印
象
批
評
で
は
だ
め
な
の
で
あ
る
｡
文
の
レ
ベ
ル
を
気
に
し
始
め
た
の
は
第

二
段
落
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
第

一
段
落
は
未
だ
批
判
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
と
み
な
し
て
'
廃
棄
し
よ
う
｡

㈲

第
五
文
の
分
析
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そ
れ
は
八
行
目
の

｢
口
先
で
I
I
あ
っ
た
ろ
う
か
｣
の
部
分
で
あ
る
｡

第
四
文
を
削
除
し
た
の
で
'
｢
そ
れ
は
-
-
の
部
分
で
あ
る
｣
と
い
う
構
文
で
は
だ
め
で
あ
る
｡

｢佐
藤
氏
は
-
-
と
い
う
｣
と
い
う
引

用
の
基
本
型
を
用
い
よ
う
｡

さ
ら
に
'
｢八
行
目
の
｣
と
書
い
て
肝
心
の
引
用
部
分
を
読
み
下
し
て
意
味
の
わ
か
ら
ぬ
ほ
ど
に
省
略
す
る
べ
き
で
は
な
い
｡
筆
者
は

｢八
行
目
の
｣
と
書
い
て
お
け
ば
､
後
は
ろ
く
に
引
用
し
な
-
と
も
､
読
者
が
自
分
で
資
料
を
照
合
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
読
み
下
し
た
と
き
に
､
資
料
を
照
合
し
な
-
と
も
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
引
用
す
る
べ
き
で
あ
る
.
｢
口
先
で
-

あ
っ
た
ろ
う



か
｣
を
省
略
し
な
い
で
全
て
引
用
し
て
も
'
そ
れ
程
長
-
て
困
る
程
で
は
な
い
｡

佐
藤
氏
は
'
｢
口
先
で
指
導
し
た
り
'
解
説
を
唱
え
る
こ
と
は
い
と
も
た
や
す
い
こ
と
だ
｡
し
か
し
'
そ
れ
が
真
の
教
育
で
あ
っ
た
ろ

う
か
｡｣
と
い
う
｡

第
五
文
を
右
の
よ
う
に
書
き
直
そ
う
｡
省
略
し
す
ぎ
て
'
資
料
を
読
み
合
わ
さ
ね
ば
元
の
意
味
が
わ
か
ら
ぬ
程
崩
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け

な
い
｡
正
確
に
､
省
略
せ
ず
に
引
用
し
て
'
筆
者
自
身
が
こ
れ
か
ら
批
判
を
加
え
よ
う
と
い
う
箇
所
を
し
か
と
目
の
前
に
据
え
る
べ
き
で
あ

る
｡
こ
の
引
用
し
た
部
分
を
に
ら
ん
で
こ
の
先
の
文
章
を
書
く
べ
き
な
の
で
あ
る
0

㈲

第
六
文
の
分
析
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佐
藤
氏
は
こ
う
言
っ
て
い
る
が
'
果
た
し
て
へ
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
-

既
に
第
五
文
で

｢佐
藤
氏
は
-
-
と
い
う
｣
と
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
'
｢佐
藤
氏
は
こ
う
言
っ
て
い
る
が
｣
は
不
要
で
あ
る
｡
.削
除
し

よ
う
｡
｢果
た
し
て
'
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
?
｣
だ
け
で
よ
い
｡

｢-
｣
は
'
次
の
マ
ス
目
を

一
マ
ス
あ
け
る
と
い
う
原
則
が
あ
る
｡
さ
ら
に
'
こ
の
一
文
は

｢本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
｣
と
い
う
問
い
の

形
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
'
｢
?
｣
は
つ
け
な
-
て
も
読
め
ば
問
い
か
け
を
し
て
い
る
こ
と
は
'
わ
か
る
｡
｢果
た
し
て
'
本
当
に
｣
も
無

駄
で
あ
る
｡
無
駄
は
総
て
切
り
捨
て
よ
う
｡
無
駄
の
無
い
'
ス
リ
ム
な
文
を
作
ろ
う
｡
第
六
文
は
'
こ
う
な
る
｡
こ
れ
以
上
は
ス
リ
ム
に
は

な
ら
ぬ
｡

そ
う
か
｡



S

第
七
文
の
分
析

〟

生
徒
に
は
体
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
-
教
育
を
し
ろ
″
と
人
は
言
う
が
'
実
際
に
は
そ
の
様
な
熟
決
じ
み
た
教
師
は
'
少
な
い
と
思
う
｡

第

一
文
の
分
析
で
述
べ
た
こ
と
を
復
習
す
る
｡
第

一
に
､
｢が
｣
で
つ
な
ぐ
の
を
や
め
'
短
い
文
の
積
み
重
ね
の
形
に
書
き
換
え
る
｡
第

二
文
の
冒
頭
に

｢し
か
し
｣
と
い
う
接
続
詞
を
入
れ
'
二
つ
の
文
の
論
理
的
関
係
を
示
す
｡
第
二
に
'
文
末
の

｢と
思
う
｣
を
削
除
す
る
｡

さ
ら
に
'
｢熟
決
じ
み
た
｣
と
は
何
か
｡
ま
ず
'
｢熱
決
｣
は

｢熱
血
｣
で
あ
ろ
う
｡
次
に
'
｢熱
血
じ
み
た
｣
と
い
う
日
本
語
は
､
無
い
｡

書
く
と
す
れ
ば
'
せ
い
ぜ
い

｢熱
血
漢
の
教
師
｣
位
で
あ
ろ
う
｡

以
上
の
点
で
書
き
直
す
と
'
第
七
文
は
次
の
よ
う
に
な
る
｡

①

〟

生
徒
に
は
体
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
-
教
育
を
し
ろ
″

と
人
は
言
う
｡

②

し
か
し
'
実
際
に
は
そ
の
様
な
熱
血
漢
の
教
師
は
少
な
い
｡

①
に
つ
い
て
問
う
｡

｢人
は
言
う
｣
と
書
い
て
あ
る
｡
こ
の

｢人
｣
と
は
誰
で
あ
る
の
か
｡
誰
が
こ
う
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
｡
こ
の

｢人
｣
と
は
､

一
般

的
な
'
不
特
定
の

｢人
｣
で
あ
ろ
う
｡
な
ぜ
'
こ
こ
で
'
不
特
定
の
､
誰
だ
か
わ
か
ら
ぬ

｢人
｣
の
発
言
を
も
ち
出
す
必
要
が
あ
る
の
か
｡

第
五
文
で
せ
っ
か
-
佐
藤
氏
の
論
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
こ
こ
で
は
専
ら
'
こ
の
佐
藤
氏
の
論
を
批
判
す
る
べ
き
で
あ
る
｡

他
の
誰
か
が
こ
の
佐
藤
氏
の
論
と
同
様
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
と
し
て
も
､
当
面
全
力
を
挙
げ
て
す
べ
き
な
の
は
､
佐
藤
批
判
で
あ
る
｡

し
か
も
､
誰
が
述
べ
た
の
か
証
拠
を
出
し
て
特
定
で
き
な
い
一
般
論
は
'
出
す
べ
き
で
も
な
い
｡

む
し
ろ
'
こ
の
①
は
'
第
五
文
で
引
用
し
た
佐
藤
氏
の
主
張
を
､
筆
者
自
身
の
責
任
に
お
い
て
端
的
に
言
い
換
え
､
解
説
す
る
た
め
に
こ

そ
'
用
い
る
べ
き
で
あ
る
｡
第
五
文
の
引
用
文
は
'
｢-
-
そ
れ
が
真
の
教
育
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｣
と
問
い
か
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
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の
問
い
か
け
の
形
を
t
よ
り
端
的
な
主
張
の
形
で
書
き
直
し
て
お
-
｡
こ
の
手
続
き
が
あ
る
と
､
佐
藤
氏
の
主
張
の
意
味
が
ず
っ
と
明
確
に

な
り
'
批
判

･
分
析
し
や
す
く
な
る
｡

.〇

〟

生
徒
に
は
体
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
く
教
育
を
し
ろ
〟
と
い
う
の
で
あ
る
O

書
き
直
し
た
こ
の
文
を
､
第
五
文
の
引
用
の
直
後
に
も
っ

て
い
く
｡

佐
藤
氏
は
'
｢
口
先
で
指
導
し
た
り
､
解
説
を
唱
え
る
こ
と
は
い
と
も
た
や
す
い
こ
と
だ
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
真
の
教
育
で
あ

っ
た
ろ

う
か
｣
と
い
う
｡
つ
ま

り
､

〟生
徒
に
体
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
-
教
育
を
し
ろ
″
と
い
う
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
う
か
｡

引
用
-
解
説
-
問
い
t
と
い
う
順
で
論
を
進
め
る
｡
こ
れ
で
'
大
分
､
読
み
や
す
-
な
る
｡

続
い
て
②
に
つ
い
て
問
う
｡

｢-
-
実
際
に
は
'
そ
の
様
な
熱
血
漢
の
教
師
は
少
な
い
｣
と
い
う
こ
と
が
､
先
の
佐
藤
氏
の
引
用
し
た
主
張
の
ど
こ
を
批
判
す
る
こ
と

に
な
る
の
か
O
い
い
か
え
れ
ば
､
こ
の
1
文
は
､
第
六
文
の
問
い

｢
そ
う
か
｣
に
対
す
る
答
に
な
TO
か
o

こ
の

｢
そ
う
か
｣
は
､
具
休
的
に
は
次
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
｢生
徒
に
体
で
ぶ
つ
か
っ
て
い
-
教
育
を
し
ろ
｣
と
い
う

主
張
は
正
し
い
か
｡
我
々
は
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る

｢体
当
り
教
育
｣
に
価
値
を
お
-
べ
き
な
の
か
｡
い
い
か
え
れ
ば
'
｢
口
先
で
指
導
し

た
り
'
解
説
を
唱
え
る
｣
よ
ケ
な
教
育
は

｢真
の
教
育
｣
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は
不
当
に
低
い
'
誤
っ
た
評
価
で
は
な
い
だ
ろ
う

か

｡こ
の
問
い
に
対
す
る
筆
者
の
答
と
し
て
は
､
当
然
'
｢違
う
｡
『体
当
り
教
育
』
は
そ
れ
程
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
｡
『
口
先
で
指
導
し

た
り
､
解
説
を
唱
え
る
』
教
育
を
､
佐
藤
氏
の
よ
う
に
低
く
評
価
す
る
の
は
誤
り
だ
｣
と
い
う
主
旨
に
な
る
｡
こ
の
主
旨
の
答
が
'
ど
こ
か
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に
用
意
さ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
あ
る
｡
読
者
は
'
｢
そ
う
か
｣
と
い
う
問
い
を
読
ん
で
'
そ
の
よ
う
な
答
が
い
ず
れ
示
さ
れ
る
は
ず
だ
と

予
想
す
る
｡
と
こ
ろ
が
'
後
を
い
-
ら
捜
し
て
も
'
そ
の
よ
う
な
答
は
ど
こ
に
も
無
い
｡
対
応
す
る
答
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
｡

｢
‥
-
･そ
の
様
な
熱
血
漢
の
教
師
は
少
な
い
｣
が
答
と
な
る
た
め
に
は
'
問
い
は
､
｢
そ
の
様
な
熱
血
漢
の
教
師
は
多
い
だ
ろ
う
か
｣
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
こ
う
問
い
う
る
た
め
に
は
､
佐
藤
氏
の
方
で
'
｢熱
血
漢
の
教
師
は
多
い
｣
と
い
う
主
旨
の
主
張
を
し
て

い
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
事
実
は
無
い
｡

要
す
る
に
'
②
は
'
問
い
と
答
と
の
対
応
周
係
が
全
-
で
き
て
い
な
い
､
す
じ
違
い
の
議
論
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
②
を

主
張
し
た
と
し
て
も
､
佐
藤
氏
が
そ
れ
と
逆
の
主
張
を
し
て
い
る
事
実
は
な
い
の
だ
か
ら
､
氏
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
成
り
立
た
な
い
｡

さ
ら
に
い
え
ば
'
｢
口
先
で
指
導
し
た
り
､
解
説
を
唱
え
る
｣
よ
う
な
教
育
に
つ
い
て
'
佐
藤
氏
が
不
当
に
低
く
評
価
し
て
い
る
と
批
判

す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
｡
｢
口
先
で
指
導
し
た
り
､
解
説
を
唱
え
る
こ
と
は
い
と
も
た
や
す
い
こ
と
だ
｣
は
'
真
偽
を
問
い
う

る
文
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

｢
口
先
で
指
導
し
た
り
'
解
説
を
唱
え
る
｣
と
い
う
表
現
自
体
が
､
既
に
'
否
定
的
評
価
を
含
ん
で
い
る
｡
｢
口
先
で
｣
も

｢解
説
を
唱

え
る
｣
も
､
い
ず
れ
も
い
い
意
味
で
使
わ
れ
て
は
い
な
い
.
け
な
し
言
葉
で
あ
る
O
だ
か
ら
'
右
の
一
文
は
､
同
義
反
復
的
で
あ
る
.
無
内

容
な
'
分
析
的
命
題
で
あ
る
｡
｢
口
先
で
指
導
し
た
り
'
解
説
を
唱
え
る
｣
と
い
っ
た
安
易
な
'
う
わ
べ
だ
け
の
や
り
方
は
'
｢
い
と
も
た
や

す
い
こ
と
だ
｣｡
安
易
な
も
の
は
'
安
易
で
あ
る
｡
右
の
一
文
は
'
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

も
し
こ
の
一
文
を
批
判
し
よ
う
と
す
れ
ば
'
ま
ず
こ
の
同
義
反
復
的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
佐
藤
氏
が
､
言
葉
に

よ
る
指
導

一
般
を
不
当
に
低
く
評
価
し
て
い
る
と
い
う
主
旨
の
批
判
は
､
こ
の
後
で
可
能
に
な
る
｡

｢
口
先
で
｣
な
ら
と
も
か
-
'
言
葉
に
よ
る
指
導
は
､
佐
藤
氏
が
考
え
る
ほ
ど

｢た
や
す
い
こ
と
｣
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
'
言
葉
に
よ
り

生
徒
を
説
得
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
を
こ
そ
'
教
師
は
も
っ
と
高
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
の
能
力
が
な
い
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教
師
ほ
ど
'
｢体
当
り
教
育
｣
に
た
よ
る
の
で
あ
る
｡
も
し
'
佐
藤
氏
が

｢解
説
を
唱
え
る
こ
と
｣

一
般
を

｢
た
や
す
い
こ
と
だ
｣
と
否
定

す
る
の
な
ら
､
氏
自
身
が
黙
ま
っ
て

｢身
を
も
っ
て
｣
教
え
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
｡
こ
の
火
災
の
事
件
に
つ
い
て

｢
口
先
で
｣
｢解
説
を

唱
え
る
｣
自
ら
の
愚
を
'
氏
は
自
覚
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
こ
う
し
て
'
氏
の

｢真
の
教
育
｣
論
は
'
氏
自
身
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
を
自
ら
否

定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

第
六
文

｢
そ
う
か
｣
に
答
え
る
の
な
ら
､
例
え
ば
右
の
よ
う
な
論
を
展
開
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
実
際
の
論
は
'
第

七
文
に
見
ら
れ
る
様
に
'
全
-
何
ら
批
判
と
し
て
成
り
立
た
な
い
｡
第
七
文
を
読
ん
で
'
佐
藤
氏
は
我
が
意
を
得
た
り
と
言
う
で
あ
ろ
う
｡

｢
そ
う
な
の
で
す
｡
そ
う
い
う
熱
血
漢
は
少
な
い
の
で
す
｡
だ
か
ら
こ
そ
'
渡
辺
先
生
の
存
在
が
貴
重
で
あ
り
､
広
く
人
々
に
知
ら
せ
る
価

値
が
あ
る
の
で
す
｡｣

㈱

第
八
文
の
分
析
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そ
れ
は
40
数
名
の
生
徒

1
人

1
人
に
対
し
て
情
熱
を
傾
け
る
事
は
不
可
能
に
近
い
か
ら
だ
.

第
七
文
に
対
す
る
理
由
づ
け
が
書
か
れ
て
あ
る
｡
｢
そ
れ
は
-
-
か
ら
だ
｣
と
い
う
構
文
が
､
そ
れ
を
示
し
て
い
る
｡
な
ぜ

｢熱
血
漢
の

教
師
｣
が
少
い
か
と
い
う
理
由
を
述
べ
て
い
る
｡

し
か
し
､
こ
の
1
文
が

｢少
な
い
｣
と
主
張
す
る
だ
け
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
か
｡
｢
40
数
名
の
生
徒

1
人

1
人
に
対
し
て
情
熱
を
傾
け

る
｣
と
は
'
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
行
動
と
対
応
す
る
の
か
｡

む
し
ろ
へ
主
観
的
に
は
自
分
が

｢情
熱
を
傾
け
｣
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
教
師
が
結
構
多
い
と
私
は
思
う
｡
学
界
で
の
経
験
で
は
'
そ
う

で
あ
る
｡
何
を
も
っ
て

｢情
熱
を
傾
け
る
｣
と
い
う
の
か
｡
｢情
熱
を
傾
け
る
｣
と

｢傾
け
｣
て
い
な
い
と
を
ど
う
判
別
す
べ
き
な
の
か
｡

そ
の
判
別
基
準
こ
そ
が
､
問
題
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
判
別
基
準
を
示
さ
な
け
れ
ば
'
｢情
熱
を
傾
け
る
｣
こ
と
が

｢不
可
能
｣
か
否
か
は
わ



か
ら
な
い
｡
そ
う
し
た
教
師
が
多
い
か
少
い
か
も
決
ま
ら
な
い
｡

別
の
反
論
も
あ
り
う
る
｡

本
当
に

｢不
可
能
に
近
い
｣
か
.
た
か
が
40
数
名
で
は
な
い
か
.
教
育
の
プ
ロ
な
ら
ば
'
そ
の
1
人

1
人
に

｢情
熱
を
傾
け
｣
ら
れ
な
い

な
ど
と
い
う
弱
音
を
吐
け
る
か
.
怠
慢
で
は
な
い
か
｡
何
を
理
由
に

｢不
可
能
に
近
い
｣
と
い
う
｡-
忙
し
い
か
ら
か
o
真
の
教
育
の
プ
ロ
な

ら
そ
の
よ
う
な
愚
痴
は
言
わ
ぬ
｡
本
当
に
忙
し
い
人
は
､
｢忙
し
い
｣
と
騒
い
だ
り
は
し
な
い
｡
甘
え
て
は
い
け
な
い
｡

第
八
文
は
'
こ
の
よ
う
な
反
論
の
可
能
性
に
対
し
て
も
'
無
防
備
で
あ
る
｡
予
想
で
き
て
い
な
い
｡

㈱

第
九
文
の
分
析

そ
れ
に
今
回
の
様
に
情
熱
す
ぎ
た
教
師
の
命
が
奪
わ
れ
て
い
る
｡

｢情
熱
す
ぎ
た
｣
は
異
様
な
日
本
語
で
あ
る
｡
｢情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た
｣
で
あ
ろ
う
｡
第
三
文
の

｢良
し
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
Lt
第

七
文
の

｢熟
決
じ
み
た
｣
も
あ
わ
せ
て
'
片
言
の
日
本
語
が
目
立
つ
｡

｢情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た
教
師
｣
と
は
誰
の
こ
と
か
｡
渡
辺
氏
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢渡
辺
氏
は
情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た
｣
と
い
う
判
断

が
'
実
は
こ
の
第
九
文
に
は
含
ま
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
筆
者
は
こ
の
判
断
の
正
し
さ
を
論
証
す
る
必
要
を
見
逃
し
て
い
る
｡

第
九
文
は
､
次
の
よ
う
に
書
く
べ
き
で
あ
っ
た
｡

①

渡
辺
氏
は
情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た
｡

②

そ
れ
ゆ
え
に
､
命
を
落
と
し
た
｡

｢情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た
｣
を
修
飾
語
と
し
て

｢教
師
｣
に
か
け
て
し
ま
い
'
①
と
②
と
を

1
文
に
含
み
込
む
か
ら
､
①
の
よ
う
な
判
断

が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
な
-
な
る
｡
右
の
よ
う
に
一
文
に
盛
り
込
む
内
容
を
で
き
る
だ
け
少
-
し
､

一
文
に
一
つ
の
判
断
し
か
書
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き
込
ま
ぬ
よ
う
に
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
で
き
る
限
り
単
純
な
短
い
文
の
積
み
重
ね
の
形
に
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ

右
の
よ
う
に
二
文
に
分
け
る
と
'
い
や
で
も
①
の
判
断
の
正
し
さ
を
論
証
す
る
必
要
が
見
え
て
く
る
｡
｢情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た

｣
と
い

う
｡
単
に

｢情
熱
的
で
あ
っ
た
｣
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
す
る
と
､
ど
の
位

｢す
ぎ
｣
て
い
た
の
か
｡
渡
辺
氏
の
具
体
的
な
行
動

の
事
実
に
お
い
て
'
明
ら
か
に
す
る
べ
き
で
あ
る
｡

私
自
身
は
'
渡
辺
氏
が

｢情
熱
的
｣
で
あ
っ
た
と
も
'
｢情
熱
的
で
あ
り
す
ぎ
た
｣
と
も
評
価
で
き
な
い
｡
渡
辺
氏
の
客
観
的
な
行
動
の

レ
ベ
ル
で
は
'
む
し
ろ
､
氏
は
冷
静
さ
を
失
い
'
動
転
し
た
と
思
う
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
生
徒
の
後
追
い
を
招
い
た
事
実
は
'
重
い
｡

こ
の
よ
う
な
反
論
に
'
筆
者
は
ど
う
答
え
'
自
説
を
守
る
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
｡
お
よ
そ
何
の
準
備
も
な
い
状
態
で
あ
る
｡

こ
の
第
九
文
の
冒
頭
は
'
｢
そ
れ
に
｣
で
あ
る
｡
こ
の

｢
そ
れ
に
｣
は
､
新
た
な
論
点
を
付
け
加
え
る
こ
と
を
示
す
語
で
あ
る
｡
す
で
に

論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
ら
と
並
ぶ
'
も
う

一
つ
の
論
点
が
新
た
に
加
わ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
第
九
文
の
内
容
は
'
何
と
併

列
的
に
並
ぶ
の
だ
ろ
う
か
｡
不
明
で
あ
る
｡

例
え
ば
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
｡

第
五
文
で
の
佐
藤
氏
の
引
用
に
つ
い
て
第
六
文
で

｢
そ
う
か
｣
と
問
う
て
い
る
｡
当
然
'
結
論
は

｢
そ
う
で
は
な
い
｣
で
あ
る
｡
そ
の

｢
そ
う
で
は
な
い
｣
と
主
張
す
る
理
由
が
二
つ
あ
る
O

l
つ
は
第
七
文
と
第
八
文
で
あ
る
.
｢実
際
に
は
そ
の
様
な
熱
血
漢
の
教
師
は
少
な
い
｣

と
い
う
理
由
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
第
二
の
理
由
が
'
こ
の
第
九
文
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
実
際
に
は
情
熱
的
な
教
師
の
数
は
少
い
し
､
情
熱
的

で
あ
り
す
ぎ
る
と
命
を
落
と
す
し
'
と
い
う
二
つ
の
理
由
で
'
佐
藤
氏
の

｢真
の
教
育
｣
待
望
論
は
成
立
し
な
い
｡
実
現
可
能
性
に
も
乏
し

-
､
そ
の
上
､
命
ま
で

｢奪
わ
れ
｣
る
は
め
に
な
り
危
険
だ
｡

も
し
そ
う
な
ら
ば
'
ま
さ
に
そ
う
書
く
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う
書
い
て
'
自
分
の
主
張
の
論
理
的
構
造
を
端
的
に
示
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
う

で
な
け
れ
ば
'
読
者
に
は
わ
か
ら
な
い
｡
わ
か
ろ
う
と
し
て
苦
労
す
る
｡
他
人
に
こ
の
よ
う
な
苦
労
を
か
け
る
べ
き
で
は
な
い
｡
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代
案
の
骨
格
を
示
し
て
お
く
｡

(掘 (V)Cy) (め (ii) (i)

佐
藤
氏
は

｢
-
-
｣
と
い
う
｡

〔引
用
〕

そ
う
か
｡

〔問
い
〕

い
や
違
う
｡
そ
う
で
は
な
い
｡

〔結
論
〕

理
由
は
二
つ
あ
る
｡

〔予
告
〕

第

一
に
'
そ
れ
は
現
実
的
で
は
な
い
｡
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
｡

〔理
由
-

〕

第
二
に
､
そ
れ
は
危
険
で
あ
る
｡
(命
を
落
と
し
て
は
元
も
子
も
な
い
｡
他
人
に
そ
う
し
た
危
険
を
奨
励
す
る
権
利
は
佐
藤
氏
に

は
な
い
は
ず
だ
｡
)

〔理
由
2

〕

㈹

第
十
文
の
分
析
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し
か
し
'
こ

の
教
師
が
実

際

現

場

に
い
て

'
そ
の
場

で
何
が
で
き
る
か
と
言

っ
た
ら

'
や

は
り
火
の
中
に
飛
び
こ

ん
で
行
く
方
法
し
か

と
れ
な
か

っ
た

と
思

う
｡

こ
の
文
は
'
｢
-
-
と
言
っ
た
ら
｣
と
い
う
仮
定
に
お
い
て
'
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
文
で
あ
る
｡
｢
-
-
と
言

っ
た
ら
｣
ま
で
が
'

仮
定
'
仮
説
の
設
定
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢
こ
の
教
師
｣
と
は
'
直
前
の
第
九
文

｢情
熱
す
ぎ
た
教
師
｣
を
指
す
｡
だ
か
ら
'
実
は
へ
こ
れ
は

渡
辺
氏
の
こ
と
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
｢と
思
う
｣
を
や
め
て
言
い
か
え
る
｡
以
上
の
点
を
念
頭
に
､
こ
の
第
十
文
を
短
い
文
の
積
み
重
ね
に

分
解
し
よ
う
｡

①

し
か
し
､
こ
の
教
師

(
=
渡
辺
氏
)
が
実
際
現
場
に
い
た
と
し
よ
う
｡



②

そ
の
と
き
'
氏
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
｡

③

や
は
り
火
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
行
く
方
法
し
か
取
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
0

①
は
変
で
あ
る
｡
渡
辺
氏
が
火
事
の
現
場
に
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
仮
定
に
は
な
り
え
な
い
｡
①
と
②
は
､
次
の
よ
う
に

さ
ら
に
書
き
直
す
｡

①
し
か
し
､
渡
辺
氏
は
､
実
際
そ
の
場
で
ほ
か
に
何
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
｡

②

や
は
り
火
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
行
-
方
法
し
か
取
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
(だ
か
ら
氏
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
う
す

る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
)

さ
て
､
渡
辺
氏
は

｢
や
は
り
火
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
行
く
方
法
し
か
取
れ
な
か
っ
た
｣
の
だ
ろ
う
か
｡
氏
に
は
'
他
の
行
動
の
可
能
性
は

な
か

っ
た

の
か
｡

筆
者
は

'

②
の
推
測
の
根
拠
を
何
も
示
し
て
い
な
い
｡
何
も
示
さ
な
い
ま
ま
'
推
測
の
結
果
だ
け
を
実
に
無
防
備
に
書
い
て
い
る
｡
根
拠

な
き
推
測
で
あ
る
｡

例
え
ば
､
渡
辺
氏
は
､
状
況
を
冷
静
に
判
断
し
て
単
独
消
火
を
断
念
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
｡
氏
が
火
中
に
飛
び
こ
ん
だ
時
点
で
は
､
す
で

に
初
期
消
火
の
段
階
は
過
ぎ
去
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
出
火
と
同
時
に
氏
は
四
九

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
寄
宿
舎
の
各
部
屋
を
ま
わ
り
'
生

徒
を
全
員
避
難
さ
せ
た
｡
こ
れ
に
要
し
た
時
間
を
考
え
れ
ば
'
初
期
消
火
の
段
階
は
も
う
過
ぎ
て
い
る
と
判
断
す
る
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
証

拠
に
'
生
徒
の
証
言

｢煙
が
い
っ
ぱ
い
で
何
に
も
見
え
な
か
っ
た
｣
が
あ
る
｡
煙
が
充
満
し
て
視
界
が
ゼ
ロ
に
近
い
状
態
は
'
も
は
や
相
当

に
危
険
な
状
態
で
あ
る
｡
こ
の
状
態
で
で
き
る
こ
と
は
､
何
か
｡
第

一
に
生
徒
の
命
を
守
る
こ
と
で
あ
る
｡
生
徒
を
統
率
L
t
安
全
を
確
保

す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
速
か
に
消
防
署
へ
の
連
絡
を
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

渡
辺
氏
は
､
自
ら
火
中
に
飛
び
こ
む
べ
き
で
は
な
-
'
他
に
す
る
べ
き
こ
と
が
あ
っ
た
｡
状
況
に
応
じ
て
と
る
べ
き
方
法
の
選
択
肢
は
多
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.様
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
な
の
に
､
筆
者
は
火
中
に
飛
び
こ
む
方
法

｢し
か
取
れ
な
か
っ
た
｣
と
い
う
｡
な
ぜ
か
｡
筆
者
自
身
'

事
実
関
係
を
照
合
し
て
と
る
べ
き
方
法
の
選
択
肢
を
多
様
に
想
定
す
る
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
の
上
で
判
断
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
｡
丹
念
に
事
実
を
読
み
込
ん
で
と
り
う
る
方
法
の
選
択
肢
を
具
体
的
に
想
定
す
る
議
論
に
対
し
て
､
こ
の
ま
ま
で
は
到
底
太
刀
打
ち
で

き
な
い
で
は
な
い
か
｡

㈹

第
十

一
文
の
分
析

そ
れ
が
身
を
持
っ
て
責
任
を
教
え
た
と
い
う
形
に
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

｢
そ
れ
｣
と
は
何
か
｡
｢火
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
行
-
方
法
し
か
取
れ
な
か
っ
た
｣
こ
と
か
｡

｢身
を
持
っ
て
責
任
を
教
え
た
｣
は
､
佐
藤
氏
の
論
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
こ
れ
は
引
用
す
る
べ
き
で
あ
る
｡

｢
-
-
形
に
結
び
つ
い
た
｣
と
い
う
｡
｢結
び
つ
い
た
｣
で
は
な
-
'
｢結
び
つ
け
た
｣
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
す
る
と
'
誰
が

｢結
び
つ
け
た
｣

か
､
と
い
う
行
為
の
主
体
を
明
確
に
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
｡
当
然
､
そ
れ
は
佐
藤
氏
で
あ
る
｡
佐
藤
氏
が
'
｢結
び
つ
け
た
｣
の
で
あ
る
｡

自
然
に

｢結
び
つ
い
た
｣
の
で
は
な
い
｡
佐
藤
氏
が
自
ら
の
責
任
に
お
い
て

｢結
び
つ
け
た
｣
の
で
あ
る
｡

こ
の
第
十

1
文
は
こ
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
.
前
文
も
含
め
て
示
し
て
お
く
.

①

渡
辺
氏
は

(何
故
か
は
不
明
だ
が
)
火
の
中
に
飛
び
こ
む
し
か
な
か
っ
た
｡

②

こ
の
行
動
を
'
佐
藤
氏
は

｢身
を
も
っ
て

『責
任
』
を
教
え
た
｣
と
と
ら
え
た
｡

③

し
か
し
'
渡
辺
氏
が
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
｡

④

氏
は
意
図
せ
ず
し
て
､
そ
う
し
た
の
で
あ
る
｡

⑤

氏
の
行
動
が
'
結
果
的
に
は
そ
れ
を
教
え
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
の
で
あ
る
｡
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こ
の
位
'
文
を
い
く
つ
も
重
ね
な
け
れ
ば
､
論
じ
た
い
こ
と
は
相
手
に
通
じ
な
い
｡
論
じ
た
い
こ
と
の
論
理
構
造
が
さ
っ
ぱ
り
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

一
文
で
済
ん
で
い
る
所
を
'
丹
念
に
ゆ
っ
-
り
と
書
き
込
ん
で
み
る
｡

一
文
で
済
ん
で
.い
る
所
を
､
五
文

に
も
六
文
に
も
し
て
み
る
｡
そ
う
し
て
初
め
て
'
自
分
の
論
じ
た
い
こ
と
の
論
理
構
造
が
､
実
は
意
外
に
複
雑
で
錯
綜
し
て
お
り
'
い
く
つ

も
の
手
続
き

･
順
序
を
ふ
ん
で
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
｡
こ
の
作
文
の
筆
者
に
必
要
な
の
は
'
ま
さ
に
こ
の
よ

う
な
書
き
か
え
の
練
習
で
あ
る
｡

さ
て
'
右
の
よ
う
に
書
き
か
え
て
み
る
と
､
第
十

一
文
が
'
別
に
佐
藤
氏
の
主
張
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
第
六
文
で

｢
そ
う
か
｣
と
問
う
て
､
佐
藤
批
判
を
始
め
た
は
ず
な
の
に
､
い
つ
の
間
に
か
､
そ
う
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
｡
も
し
､
こ
の
第
十

一
文
が

佐
藤
批
判
の
文
脈
に
お
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と
反
論
す
る
な
ら
ば
､
筆
者
と
し
て
は
佐
藤
氏
の
論
の
ど
こ
が
こ
れ
で
つ
ぶ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
か
を
示
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
道
筋
が
こ
れ
で
は
書
け
て
い
な
い
｡

㈹

結

び

こ
の
作
文
例
で
'
佐
藤
批
判
と
し
て
成
立
し
て
い
る
所
だ
け
を
残
し
て
'
後
は
総
て
削
除
し
よ
う
｡
す
る
と
'
全
く
何
も
残
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
う
｡
根
拠
な
き
印
象
批
判
'
論
証
な
き
主
張
が
､
無
秩
序
に
並
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
'
初
心
者
の
作
文
は
'
概
し
て
こ
う
で
あ
る
｡
相
手
を
意
識
し
な
い
モ
ノ
ロ
ー
グ
タ
イ
プ
が
多
い
｡
こ
れ
を
､
論
争
的
状
況
に
お

い
て
読
む
｡
す
る
と
'
い
か
に
誤
り
だ
ら
け
の
無
自
覚
な
文
章
か
が
見
え
て
-
る
｡
こ
の

｢
二

作
文
例
Ⅰ
の
分
析
｣
で
は
'
ま
さ
に
初
心

者
の
作
文
の
典
型
の
一
つ
を
分
析
し
'
具
体
的
に
そ
こ
に
含
ま
れ
る
誤
り
を
掃
出
し
た
｡
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