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寸
)

除
。
寸

ω
N
燃

((
田
盟
側
)

委
尚
中
・
宮
台

真
司
著

挑
発
す
る
知

国
家
、
思
想
、
そ
し
て
知
識
を
考
え
る

〈金曜日〉

萎
尚
中
と
宮
台
真
司
。
話

が
合
わ
な
い
の
で
は
と
思
わ

れ
よ
う
が
、
意
外
に
も
対
談

が
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
。
宮

台
民
が
敬
意
と
気
づ
か
い
で

萎
氏
に
接
し
て
い
る
た
め
も

あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
共

通
項
が
あ
る
。
二
人
と
も
、

混
迷
す
る
時
代
の
な
か
で
既

成
の
観
念
を
組
み
換
え
、
新

し
い
場
所
へ
出
ょ
う
と
果
敢

に
格
闘
し
て
い
る
の
だ
。

話
題
は
多
岐
に
の
ぼ
る
。

ま
ず
九
・
一
一
以
降
の
ア
メ

リ
カ
の
変
容
と
、
日
本
の
思

考
停
止
状
態
。
宮
台
民
は
、
ネ

オ
コ
ン
の
登
場
を
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
す
る
時
代
の
必
然
的

な
文
脈
に
置
き
直
す
o
A今

後
も
・
・
・
資
本
と
労
働
力
の
流

動
性
が
高
ま
る
io---い
ろ

い
ろ
な
国
籍
の
人
た
ち
が
日

本
に
入
っ
て
き
ま
す
0

・:セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
木
安
の
理
由
が

彼
ち
に
求
め
ろ
れ
、
私
た
ち

が
培
っ
て
き
た
リ
ベ
ラ
ル
な

政
策
の
流
れ
を
阻
害
す
る
よ

う
な
措
置
が
続

々

と

と

ち

れ

る

¥

/

士

、

昌

司

ゴ

内

f
》
4
u
J
農
民
¥
/

と

思

う

の

で

く

圭

ノ

川

市

L
S
J
i
x
ι
高

く

す
V
(お
頁
)
。

乙
の
切
迫
し
た

実
態
を
見
つ
め

る
と
こ
ろ
か
ち

思
考
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。

「
親
米
愛
国
」
も
、
一
一
人

に
と
っ
て
、
思
考
停
止
の
も

う
ひ
と
つ
の
か
た
ち
だ
。
そ

月2.3 日' 2.004年〔平成 16年)

46半IJ• 248頁・ 1800円
双風舎

4-902465-0かO

入
ム
¥
ハ
恥
入
く

れ
は
、
戦
後
の
状
回
を
固
定

化
し
、
さ
も
し
く
生
き
延
び

よ
う
と
す
る
鈍
感
さ
の
別
名

だ
。
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
た

め
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
世
界
の
国
々
お
の
お
の

の
あ
り
の
ま
ま
と
じ
か
に
向

き
合
う
と
乙
ろ
か
ら
、
お
の

ず
か
ら
な
る
共
感
と
弱
者
連

合
の
構
想
が
う
ま
れ
る
。
宮

台
氏
は
こ
れ
を
入
ア
ジ
ア
主

義
V
と
よ
ぶ
。
つ
ぎ
に
、
右

と
左
o
A右
翼
と
左
翼
と
い

う
わ
け
方
自
体
、
い
ま
は
ま

〈

覚
も
、
二
人
に
共
通
す
る
。

国
益
を
国
民
益
と
考
え
、
国

民
の
利
害
と
別
の
「
国
家
」

独
自
の
利
害
を
認
め
な
い
。

そ
乙
か
色
、
国
民
国
家
を
自

分
た
ち
の
手
で
ハ
ン
ド
ル
し

て
い
乙
う
と
い
う
プ
ラ
グ
マ

チ
ッ
ク
な
志
向
が
う
ま
れ

る
。
「
想
像
の
共
同
体
」
だ

と
国
民
国
家
を
批
判
し
、
何

か
言
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て

い
る
の
は
、
ど
う
し
ょ
う
も

な
い
知
的
怠
惰
な
の
だ
。

乙
ζ
で
改
め
て
課
題
と
な

誰
も
が
触
発
さ
れ
る
、
価
値
あ
る
一
冊

る
で
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ

て
い
る
と
も
思
う
V
(竹
頁
)

と
、
萎
民
が
言
、
っ
。
宮
台
氏

は
、
左
翼
を
入
解
放
的
関

心
を
貫
徹
し
よ
う
と
い
う

志
V
、
右
翼
を
入
世
界
は
理

屈
で
は
割
り
切
れ
な
い
と
す

る
断
念
V
と
定
義
し
、
A
A
私

は
、
左
翼
で
あ
り
右
翼
で

す
V
(お
頁
)
と
結
論
す

る。
国
家
に
対
す
る
新
し
い
感

橋

大

爪

る
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
結
合

だ
。
こ
の
文
脈
で
、
萎
氏
と

宮
台
氏
は
、
丸
山
県
男
を
批

判
的
に
再
評
価
す
る
。
丸
山

は
、
日
本
社
会
の
共
同
体
的

原
理
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
作

動
条
件
を
冷
静
に
考
察
し

た
。
半
世
紀
を
経
た
い
ま
、

そ
の
課
題
を
受
け
継
ぐ
べ
き

だ
と
二
人
は
考
え
る
。
萎
氏

は、
A
A
宮
台
さ
ん
乙
そ
、
現

ω
l
ω
O守
的
ド
ド
l

∞O
寸

Npwm概

E
S
R
・
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口
氏
吋

思

代
に
お
け
る
丸
山
県
男
の
も

っ
と
も
卓
越
し
た
後
継
者
で

あ
る
V
(あ
と
が
き
)
と
ま

で
の
べ
る
。

宮
台
氏
は
、

A
ミ
ド
ル
マ

ン
V
と
し
て
、

自
分
の
役
割
を

説
明
す
る
。
啓

蒙
的
知
識
人

は
、
実
の
と
乙

郎

ろ

、
知
の
権
威

と
迷
妄
な
大
衆

を
生
産
し
て
し
ま
う
が
、
ミ

ド
ル
マ
ン
は
そ
の
反
対
に
、

大
衆
の
回
線
か
ら
、
知
の
権

威
を
溶
解
さ
せ
る
よ
う
な
語

り
口
を
も
っ
。
人
び
と
の
つ

く
る
国
家
・
社
会
が
、
A
A
知

の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
V
た
ち
の

活
動
に
よ
っ
て
機
能
的
に
支

え
ら
れ
る
た
め
に
、
必
要
な

語
り
口
な
の
だ
。

対
談
ゆ
え
、
話
の
焦
点
は

ゆ
れ
動
き
、
内
容
を
正
確
に

っ
か
む
の
は
実
は
む
ず
か
し
川

い
。
そ
れ
で
も
、
誰
も
が
触
川

発
さ
れ
る
、
価
値
あ
る

一
冊
川

で
あ
る
。
(
は
し
づ
め
・
だ
“
…

い
さ
ぶ
ろ
う
氏
H
東
京
工
業
川

大
学
教
授
・
社
会
学
専
攻
)

吹
か
ん

・さ
ん
じ
ゅ
ん
氏
山

は
東
大
教
授
・
政
治
学
・
政
川

治
思
想
史
専
攻
。
早
大
大
川

学
院
博
士
課
程
修
了
。
近
山

著
に
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
川

パ
!
と
近
代
」
「
反
ナ
シ
山

ヨ
ナ
リ
ズ
ム
」
「
日
朝
関
川

係
の
克
服
」
な
ど
。
一
九
川

五
O
(昭
和
泊
)
年
生
。

食
み
や
だ
い
・
し
ん
じ
氏
川

は
東
京
都
立
大
助
教
授

・

社
会
学
専
攻
。
東
大
大
学
川

院
博
士
課
程
修
了
。
近
著
川

に
「
援
交
か
ろ
天
皇
へ
」
川

「憲
法
対
論
」

「絶
望
か
川

ら
出
発
し
よ
う
」
「
ニ
ッ
…
…

ポ
ン
問
題
」
な
ど
。
一
九
川

五
九
(
昭
和
弘
)
年
生
。
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きIR 系覚覚
妻夫 的 口障
掌三 に詰書
室郎 論法の
医 じの実

た意態
書義 や
物とそ

限れ
界を

隔安

部
自主
;:::J75i 

形堕

堅議
ど
を

ま
っ
た
く
違
っ
た
分
野
の
専
門
書
で
あ
る
の
に
、
ぐ
い
ぐ
い
ひ
き
込
ま
れ
、
強
い
印
象
を
残
す
書
物
が
あ
る
。
た
と
え

ば
、
秋
元
波
留
夫
氏
の
『
失
行
症
』
(
一
九
三
六
年
初
版
、
一
九
七
六
年
再
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
)
。
上
農
正
剛
氏
の
新
著
を
手

に
取
っ
て
、
ず
ら
と
以
前
に
読
ん
だ
こ
の
本
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

秋
元
氏
は
一
九

O
六
年
生
ま
れ
。
医
師
と
し
て
北
海
道
に
祉
任
し
、
炭
鉱
の
事
故
か
ら
救
出
さ
れ
た
患
者
を
多
く
診
療

し
た
。
一
酸
化
炭
素
中
毒
の
結
果
、
奇
妙
で
独
特
の
症
状
を
呈
す
る
患
者
が
多
く
い
る
。
も
の
の
形
が
認
識
で
き
な
か
っ

た
り
(
失
認
)
、
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
(
失
語
)
、
特
定
の
行
為
が
で
き
な
く
な
っ
た
り
(
失
行
)
。
中
毒

に
よ
り
大
脳
が
局
部
的
に
損
傷
を
受
け
、
そ
れ
に
対
応
す
る
機
能
が
障
害
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
考
え
る
な

ら
、
健
常
者
の
大
脳
が
、
ど
れ
だ
け
の
局
部
に
わ
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
機
能
を
分
担
し
て
い
る
か
を
、
そ

こ
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

秋
元
氏
は
、
現
場
の
診
療
を
通
じ
て
失
語
、

失
認
、

失
行
と
い
っ
た
病
態
に
ふ
れ
、

欧
州
の
最
新
の
研
究
を
参
照
し
な

が
ら
、

症
状
の
分
類
や
診
断
基
準
、
そ
の
発
生
の
機
序
や
治
療
方
法
を
ひ
と
つ
ず
つ
考
え
進
め
て
い
っ
た
。
特
に
、
構
成

失
行
(
マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
り
、
パ
ジ
ャ
マ
を
着
た
り
と
い
っ
た
種
類
の
動
作
だ
け
が
で
き
な
く
な
る
)
と
い
う
障
害
の
メ
カ

ニ
ズ
ム

を
再
構
成
す
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
議
論
の
進
め
方
に
わ
く
わ
く
し
た
。
ひ
ら
が
な
や
漢
字
が
別
々
に
失
わ
れ
る
と
い
っ
た

日
本
語
特
有
の
失
語
症
の
症
例
を
報
告
分
析
し
た
こ
と
も
、
大
き
な
貢
献
だ
と
敬
服
し
た
。

上
農
氏
の
書
物
も
、
未
踏
の
領
域
に
踏
み
入
っ
て
、
病
態
の
根
幹
を
見
極
め
、
そ
れ
に
即
し
た
合
理
的
な
体
系
を
組
み

立
て
て
い
こ
う
と
す
る
明
快
な
意
志
に
貫
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
秩
元
氏
と
よ
く
似
て
い
る
。

上
農
氏
が
扱
う
の
は
、
聴
覚
障
害
児
で
あ
る
。
出
来
あ
が
っ
た
機
能
が
途
中
か
ら
失
わ
れ
る
場
合
(
失
行
症
)
と
、
最

初
か
ら
失
わ
れ
て
い
る
場
合
(
聴
覚
障
害
)
で
は
、
だ
い
ぶ
事
情
が
異
な
る
。
聴
覚
障
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う

に
し
て
、
そ
れ
以
外
の
機
能
を
十
分
に
発
達
さ
せ
る
か
。
こ
の
方
法
を
め
ぐ
る
思
索
の
格
闘
が
、
本
書
の
な
か
み
で
あ
る
。

一
般
に
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
こ
と
だ
が
、
視
覚
障
害
に
く
ら
べ
て
、
聴
覚
障
害
の
ほ
う
が
問
題
は
む
し
ろ
深
刻
で
あ
る
。

視
覚
障
害
児
(
目
が
見
え
な
い
子
ど
も
)
は
、
生
活
上
の
不
便
は
あ
っ
て
も
、
親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
問
題
が

な
い
。
親
は
音
声
言
語
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
て
い
る
。
視
覚
障
害
児
は
、
そ
の
言
語
共
同
体
に
参
加
し
、

音
声
言
語
を
通
じ
て
精
神
を
形
成
し
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
困
難
が
生
ず
る
の
は
、
文
字
言
語
を
使
お
う
と

し
て
も
自
に
見
え
な
い
の
で
使
え
な
い
段
階
、
す
な
わ
ち
学
齢
に
達
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
、
音
声
言
語
を
習

得
し
、
そ
れ
を
媒
介
に
し
て
情
緒
や
人
格
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

聴
覚
障
害
児
(
耳
が
聞
こ
え
な
い
子
ど
も
)
の
親
は
、
ほ
と
ん
ど
が
聴
者
(
健
常
者
)

子
ど
も
は
聴
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
聴
覚
障
害
児
は
、
親
と
言
語
コ
ミ
ユ

語
共
同
体
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
言
語
が
獲
得
で
き
な
け
れ
ば
、

で
あ
る
。

親
の
用
い
る
音
声
言
語
を
、

ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
を
行
な
う
こ
と
、
が
で
き
ず
、
言

情
緒
や
人
格
な
ど
精
神
形
成
に
大
き
な
影
響
が
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及
ぶ
。
精
神
機
能
は
も
と
も
と
障
害
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
そ
の
発
達
に
問
題
が
起
こ
る
の
を
見
過
ご
す
こ
と
は
、
ゆ
ゆ

し
い
問
題
、
ま
さ
に
人
権
問
題
で
あ
る
。

聴
覚
障
害
児
に
は
、
と
り
あ
え
ず
、
二
つ
の
道
し
か
な
か
っ
た
。
第
一
は
、
音
声
言
語
を
あ
き
ら
め
、
手
話
を
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
選
ぶ
こ
と
。
こ
れ
は
、
聾
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
は
、
困
難
を
お
し
て
、
音

声
言
語
を
習
得
す
る
道
を
選
ぶ
こ
と
。
そ
れ
に
は
補
聴
器
を
つ
け
、
唇
の
か
た
ち
を
読
み
取
り
、
発
声
練
習
を
繰
り
返
す

と
い
う
、
ハ

ー
ド
な
訓
練
を
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
は
ど
ち
ら
も
、
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
を
と
も
な
う
。
手
話
を
身
に
つ
け
て
も
、
手
話
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
親

や

一
般
の
人
び
と
と
、
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
手
話
(
日
本
手
話
)
は
、
日
本
語
と

語
棄
や
文
法
が
異
な
る
。
日
本
語
と
対
応
の
つ
か
な
い
、
も
う
ひ
と
つ
の
言
語
(
外
国
語
)
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
漢

字
や
ひ
ら
が
な
な
ど
日
本
の
文
字
言
語
も
、
容
易
に
は
身
に
つ
か
な
い
。
聾
者
同
士
が
語
り
あ
う
、
孤
立
し
た
手
話
の
言

語
共
同
体
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
結
果
と
な
る
。
か
と
言
っ
て
、
音
声
言
語
を
選
択
し
て
も
、
現
実
の
状
況
で
聴
き

取
り
や
発
話
が
で
き
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
、
音
声
言
語
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
し
て
、
こ
の
困
難
を
ど
う

に
か
乗
り
越
え
た
と
し
て
も
、
聴
者
の
世
界
に
対
等
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
な
る
べ
く
マ
イ
ナ
ス
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
、
両
方
を
身
に
つ
け
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
聾
学

校
は
、
そ
う
し
た
環
境
と
訓
練
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
聾
学
校
は
、
手
話
の
使
用
を
禁
止
し
て
き
た
。
上
農
氏
に
お
目
に
か
か
っ
た
八
年
前
に
こ
の
こ
と

を
確
認
し
て
、
私
は
改
め
て
怒
り
を
お
ぼ
え
た
。
日
本
語
の
習
得
に
邪
魔
に
な
る
か
ら
と
い
う
。
手
話
へ
の
偏
見
も
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
聴
覚
に
障
害
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
障
害
そ
の
も
の
に
加
え
て
、
不
十
分
で
非
科
学
的
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な
教
育
環
境
を
も
耐
え
忍
び
、

そ
の
も
と
で
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
聾
学
校
の
生
徒
数
が
、

急
激
に
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

補
聴
器
を
つ
け
て
音
声
言
語
を
聴
き
取
り
、

立
旦
戸
吾
一
口

語
を
発
音
す
る

「聴
覚
ロ
話
法
」

に
も
と

e

つ
い
て
、

一
般
の
学
級
で
学
ぶ
イ
ン
テ
グ
レ

ー
シ
ョ
ン

(
イ
ン
テ
)
教
育
が

一

般
的
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

子
ど
も
の

「
聴
こ
え
な
い
」

現
実
を
認
め
た
く
な
い
親
た
ち
ゃ
、

聴
覚
口
話
法
を
よ
か
れ
と
推

一
般
の
学
級
の
「
自

進
す
る
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
、

然
な
環
境
」
で
、
無
理
な
く
習
得
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。

イ
ン
テ
教
育
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。

聴
覚
障
害
児
の
言
語
能
力
は
、

だ
が
現
実
に
は
、

言
葉
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ク
ラ
ス

か
ら
疎
外
さ
れ
、

勉
強
に
も
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
大
部
分
の
聴
覚
障
害
児
た
ち
の
実
態
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、

と
り
か
え
し
が
つ
か
な
く
な
る
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

上
農
氏
は
、

聴
覚
障
害
児
の
教
育
指
導
に
長
年
取
り
組
み
、

数
多
く
の
障
害
児
た
ち
ゃ
親
た
ち
の
苦
し
み
、

聴
覚
口
話

法
の
矛
盾
、
聾
教
育
の
実
際
を
見
て
き
た
。

本
書
は
、

そ
う
し
た
経
験
を
踏
ま
え
て
、

聴
覚
障
害
児
教
育
の
根
本
的
な
見

直
し
を
提
案
す
る
、

画
期
的
な
書
物
で
あ
る
。
言
語
学
や
哲
学
の
知
見
が
随
所
に
織
り
込
ま
れ
、

時
間
を
か
け
て
温
め
ら

れ
た
ア
イ
デ
ア
が
く
っ
き
り
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

聴
覚
障
害
児
を
も
っ
親
た
ち
ゃ
聴
覚
障
害
児
を
教
え
る
教
師
た
ち
は

も
ち
ろ
ん
、

聴
覚
障
害
者
本
人
、

思
う
。

を、

言
語
や
障
害
や
福
祉
に
関
心
を
も
っ
人
び
と
す
べ
て
に
と
っ
て
の
、

聴
覚
障
害
の
実
態
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
社
会
的
文
脈
、
聴
覚
口
話
法
の
意
義
と
限
界
、
障
害
者
の
自
己
形
成
な
ど

お
そ
ら
く
初
め
て
な
の
で
は
な
い
か
。

橋爪大三郎

必
読
書
で
あ
る
と

こ
れ
ほ
ど
体
系
的
に
論
じ
た
書
物
は
、

聴
覚
口
話
法
の
問
題
点
と
は
何
だ
ろ
う
。

が
わ
か
ら
ず
、
学
力
が
停
滞
す
る
。

聴
者
が
大
部
分
の
ク
ラ
ス
で
意
思
疎
通
が
で
き
ず
、

孤
立
し
て
い
く
。
授
業

親
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
う
ま
く
ゆ
か
ず
、

家
族
と
し
て
の
交
流
が
十
分
で

、「
h

、0
4μ
し

「自
然
な
環
境
」

を
重
視
す
る
結
果
、

援
け
や
社
会
的
訓
練
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
。

ど
れ
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。

う



だ
が
と
り
わ
け
上
農
氏
が
強
調
す
る
の
は
、
人
間
精
神
の
発
達
に
と
っ
て
、
言
語
の
運
用
能
力
の
獲
得
が
本
質
的
に
重
要

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
聴
覚
口
話
法
の
み
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
能
力
が
決
し
て
十
分
に
身
に

つ
か
な
い
こ
と
だ
。

そ
こ
で
上
農
氏
は
、
聴
覚
口
話
法
と
は
別
に
、
言
語
の
運
用
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
く
。
そ
れ
が
、

書
記
言
語
(
文
字
の
読
み
書
き
)
の
重
視
で
あ
り
、
手
話
言
語
の
重
視
で
あ
る
。
聴
覚
障
害
者
は
、
自
覚
的
な
パ
イ
リ
ン
ガ

ル
の
学
習
者
と
し
て
自
己
形
成
す
る
の
が
正
し
い
。
少
な
く
と
も
一
種
類
の
言
語
を
、
人
生
の
早
い
時
期
に
、

十
分
に
使

い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
精
神
の
発
達
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
本
質
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聴
覚
口
話
法
で
は
、

こ
れ
は
不
可
能
な
の
だ
。

見
知
ら
ぬ
異
国
に
移
住
し
た
親
た
ち
が
、
不
完
全
な
カ
タ
コ
ト
の
外
国
語
(
ピ
ジ
ン
)
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
聞
い
て
育
つ
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
れ
を
流
暢
な
も
う
ひ
と
つ
の
母
語
(
ク
レ
オ
!

と

に

変
え
て
し
ま
う
と
い
う
。

子
ど
も
た
ち
に
は
、
障
害
を
乗
り
越
え
て
進
む
内
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
『
た
っ
た
ひ
と
り
の
ク
レ

オ
|

ル
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
聴
覚
障
害
児
の
孤
独
と
、
そ
れ
を
見
つ
め
る
著
者
の
希
望
に
満
ち
た
激
励
の
視
線
と

が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

(
書
き
下
ろ
し
)

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

一
九
四
八
年
神
奈
川
県
に
生
ま
れ
る

東
京
大
学
文
学
部
社
会
学
科
卒
業
、
同
大
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

一
九
八
九
年
よ
り
東
京
工
業
大
学
に
勤
務

現
在
、
同
大
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究
科
価
値
シ
ス
テ
ム
専
攻
教
授

-
著
書

『
言
語
ゲ
l
ム
と
社
会
理
論
』
(
勤
草
書
一
房
一
)

『
仏
教
の
言
説
戦
略
』
(
勤
草
書
房
)

『
は
じ
め
て
の
構
造
主
義
』
(
講
談
社
現
代
新
書
・
講
談
社
)

『
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』
(毎
日
新
聞
社
)

『
現
代
思
想
は
い
ま
何
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
』
(
勤
草
書
房一
)

『
民
主
主
義
は
最
高
の
政
治
制
度
で
あ
る
』
(
現
代
書
館
)

『
僕
の
憲
法
草
案
』
(
ポ
ッ
ト
出
版
、
共
著
)

『
橋
爪
大
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
(
全
3
巻
)
』
(
動
草
書
房
)

『
性
愛
論
』
(
岩
波
書
庖
)

『
橋
爪
大
三
郎
の
社
会
学
講
義
』
(
夏
白
書
一
房
)

『
橋
爪
大
三
郎
の
社
会
学
講
義
Z
』
(
夏
白
書
房
)

『
選
択
・
責
任

・
連
帯
の
教
育
改
革
【
完
全
版
】』
(
動
草
書
房
、
共
著
)

『
こ
ん
な
に
因
っ
た
北
朝
鮮
』
(
メ
タ
ロ

l
グ
)

EE一
旦
諸
派
社
会
学
の
原
理
』
(
洋
泉
社
)

『
天
皇
の
戦
争
責
任
』
(
径
書
房
、
共
著
)

『
幸
福
の
っ
く
り
か
た
』
(
ポ
ッ
ト
出
版
)

『
世
界
が
わ
か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』
(
筑
摩
書
房
)

『
政
治
の
教
室
』
(
司
ヱ
司
新
書

・司工
T

研
究
所
)

『「心」

は
あ
る
の
か
1

1
シ
リ
ー
ズ

・
人
間
学
@
』
(
ち
く
ま
新
書
・
筑
摩
書
房
)

『
人
間
に
と
っ
て
法
と
は
何
か
』
(
司
江司
新
書

-
T
Z
-u
研
究
所
)

『
永
遠
の
吉
本
隆
明
』
(
洋
泉
社
新
書

v;
洋
泉
社
)
、
な
ど
が
あ
る
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-Rつ
る
み

・
し
ゅ
ん
す
け
民
は
立
と
終
罵
」

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

哲
学
者
。
ハ

1
ヴ
ァ
l
ド
大
学
ム
と
ジ
ェ
ン
ダ
1
」
「
発
情
装

で
学
ぶ
。
京
大
、
東
京
工
大
、
間
」
「
差
異
の
政
治
学
」
「
家

同
志
社
大
で
教
鞭
を
と
る
。
箸
族
を
容
れ
る
ハ
コ
家
族
を
超

曹
に
「鶴
見
俊
明
集
(
全
ロ
巻
)
」
え
る
ハ
コ
」
な
ど
。

一
九
四
八

「鶴
見
俊
輔
座
談
(
全
叩
巻
)
」

(
昭
和
お
)
年
生
。

「戦
時
期
日
本
の
精
神
史
」「
ア
女
お
ぐ
ま

・
え
い
じ
氏
は
慶
願

メ
ノ
ウ
ズ
メ
伝
」
「
回
想
の
人
義
塾
大
学
助
教
授

・
近
代
史

・

び
と
」
な
ど
。
一
九
二
二

(
大
社
会
学
専
攻
。
東
大
大
学
院
博

正
日
)
年
生
。

士
課
程
修
了
。
者
留
に
「単一

一民

安
う
え
の

・
ち
づ
と
氏
は
東
京
族
神
話
の
起
源
」
「
八
日
本
人
〉

大
学
大
学
院
教
授

・
社
会
学
専
の
境
界
」「
〈
民
主
〉
と
〈
愛

攻
。
京
大
大
学
院
博
士
課
程
修
国
〉
」
「
清
水
幾
太
郎
」な
ど
。

了
。
著
留
に

「近
代
家
族
の
成

一
九
六
二

(
昭
和
訂
)
年
生
。

2004年 〔平成 16年.)4月23 日、λ、，君事雲克

上
野
千
鶴
子
・
小
熊
英
二
の

両
氏
が、

哲
学
者
・
鶴
見
俊
輔

氏
に
戦
中
か
ら
戦
偉
比
か
け
て

の
経
験
を
聞
い
た

『
戦
争
が
遺

一し
た
も
の

l
l鶴
見
俊
輔
に
戦

一後
世
代
が
聞
く
』
が
新
曜
社
か

'
一
ら
刊
行
さ
れ
た
。
生
立
ち
、
ア

涯

一
メ
リ
カ
で
の
投
獄
、

八
月
十
五

J

・
一
日
の
経
験
、

『
思
想
の
科
学
』

一の
創
刊
、
丸
山
県
男
と
の
吏
読
、

一「
転
向
」
研
究
、六
O
年
安
保
、

一べ
平
連
と
脱
走
兵
援
助
な
ど
、

ま
さ
に
興
味
の
尽
き
な
い
内

容
と
な
っ
て
い
る
。
楠
爪
大

三
郎
氏
に
禽
肝
を
寄
せ
て
も

ら
っ
た
。

(
編
集
部
〉

Fリ

実
相
も
ま
た
、
戦
争
が
輪
郭
を
る

「一

番
病
」
、
時
流
に
合
わ

失
っ
て
お
ぼ
ろ
げ
に
な
っ
て
い
せ
て
模
範
答
案
を
醤
き
続
け
る

く
に
つ
れ
て
、
意
味
が
つ
か
め
日
本
の
学
校
秀
才
た
ち
に
対
す

な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
c
と
る
批
判
と
反
骨
の
気
概
が
、
鶴

氏

う
し
た
あ
い
ま
い
な
も
の
を
総
見
氏
を
支
え
続
け
た
。
そ
の
た

一一英
'
体
と
し
て
つ
か
み
た
い
と
い
う
め
入
逆
に
、
庶
民
を
過
剰
に
持

R
切
実
な
動
機
が
、
小
熊
氏
と
そ
ち
上
げ
る
傾
向
が
あ
る
V
と、

持

の
問
者
た
ち
を
つ
き
動
か
し
て

上
野
氏
に
釘
を
さ
さ
れ
る
ほ
ど

い

よ

う

。

だ

。

第

二

に

、

ア

メ

リ

カ

へ

の

や

イ

デ

オ

ロ
ギ
ー
に
と
ら
わ
れ

鶴
見
氏
は
彼
の
証
言
を
、
特
愛
憎
な
か
ば
し
た
距
離
感
。
ア
な
い
で
自
由
自
在
に
動
く
鶴
見

異
な
家
族
履
歴
か
ら
説
き
起
乙
メ
リ
カ
を
、
搾
〆
¥
理
解
し
、
そ
と
氏
が
、
折
々
に
結
ぶ
同
志
や
好

す
。
母
方
の
祖
父
が
明
治
の
有
に
住
む
人
び
と
に
敬
意
を
払
う
敵
手
と
の
固
い
紳
の
と
と
で
あ

」
力
政
治
家
の
後
藤
新
平
。
父
親
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
国
家
に
は
る
。
こ
れ
は
、
自
決
し
た
三
島
由

一
は
著
名
な
自
由
主
義
者
で
同
じ
幻
想
を
も
た
ず
響
戒
を
怠
ら
な
紀
夫
や
江
藤
淳
を
A
い
い
奴
V

I

一
く
政
治
家
の
鶴
見
祐
輔
。
し
つ
い
。
第
三
に
、
既
成
の
組
織
に

と
の
べ
る
感
度
や
、
弱
く
て
負

氏

特
異
な
履
歴
と
背
景
一
け
の
厳
し
い
母
親
に
反
抗
し
て
属
さ
ず
体
制
安
易
を
お
く
け
る
側
に
自
分
も
い
る
べ
き
だ

子

|
|

|
l
i
l

i
-
-
-
-
-I
l
l
i
-
-ー
ー
し

「
不
良
少
年
」
と
な
り
、
み
か
と
と
。繰
り
返
し
教
職
を
辞
し
、
と
い
う
氏
の
A
倫
理
的
原
則
V

覗
戦
後
の
知
関
界
に
く
っ
き
り
と
で
、
よ
野
氏
に
A
共
同
で
:
・
ね
た
父
親
に
十
五
歳
で
ア
メ
リ
思
想
の
科
学
、
声
な
き
声
の
会
に
も
通
じ
る
。
ま
た
、

A
大
切

=

足
跡
を
残
レ
た
鶴
見
俊
輔
氏
聞
き
取
り
-
を
行
な
う
案
を
持
ち
カ
留
学
に
送
り
出
さ
れ
る
。
ハ
や
ベ
平
連
と
い
っ
た
任
意
団
体
な
も
の
は
、
あ
い
ま
い
な
、
ぽ
ん

野

に
、
気
鋭
の
思
想
史
家
・
小
熊
か
け
た

0

・
:
結
果
と
し
て
と
の

1
ヴ
ァ
l
ド
大
学
で
一
言
語
哲
学
に
探
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
。
と
う
や
り
し
た
も
の
だ
V
と
い
う
氏

」

英
二
氏
と
、
か
ね
て
か
内
品
鶴
見
プ
ラ
ン
は
、
予
期
以
上
に
成
功
を
学
び
、
無
政
府
主
義
の
嫌
疑

し
た
、
殺
も
が
真
似
よ
う
に
も
の
A
方
法
以
前
の
方
法
V
ゃ、

氏
へ
の
敬
献
を
隠
さ
な
い
上
野
し
た
o
V
(小
楠
氏
に
よ
る
本
で
投
獄
さ
れ
る
も
卒
業
を
併
さ
真
似
の
で
き
な
い
ス
タ
ン
ス

A
あ
る
時
代
の
思
想
を
・
:
当
時

千
棚
子
氏
と
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
l
笹
ま
え

が

き

〉

れ

る。

日
米
開
戦
の
あ
と
交
換
が
、
戦
後
の
知
融
界
に
鶴
見
氏
の
と
と
ろ
:
・
に
戻
っ
て
考
え

す
る
。
前
後
三
日
聞
に
及
ぶ
聴
い
ま
翻
見
氏
に
小
熊
氏
が
イ

船
に
乗
っ
て
日
本
に
戻
る
。
海

の
揺
る
ぎ
な
い
位
置
を
与
え
る
V
「日
付
の
あ
る
判
断
」の
璽

き
取
り
を
通
じ
て
、
戦
後
史
の
ン
タ
ヴ
ュ
ー
す
る
と
と
に
、
ど
寧
簿
属
に
志
願
し
て
イ
ン
ド
ネ

た
。

要
性
な
ど
、
鶴
見
氏
の
秘
密
の

鰐
台
裏
に
新
た
な
光
が
あ
て
ら
の
よ
う
な
必
然
性
が
あ
る
の
だ
シ
ア
に
勤
務
。
病
を
え
て
帰
国

「ヤ
ク
ザ
の
「
轟
」
と
い
う
キ
数
々
が
、
縦
横
は
座
般
の
な
か

れ
た
。

ろ
う
か
o
A戦
争
体
験
は
、
も
し
終
戦
を
迎
え
る
。
英
語
は
で

l
ワ
ー
ド
が
頻
出
す
る
。
組
織
か
ら
種
明
か
し
さ
れ
て
い
く
。

そ
も
そ
も
と
の
企
図
は
、
小
は
や
経
験
芦J
語
り
継
ぐ
も
の

き
る
が
日
本
一時
金
つ
ま
く
な
い
つ
1
1
1
1
1
1
1
11
1

1

1

1

1

11
1
1

」

熊
氏
の
強
い
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
は
な
く
な
り
、
そ
れ
を
ま
っ

と
い
う
類
ま
れ
な
タ
イ
プ
の
知

一

一

で
始
ま
っ
た
と
い
う
。
『
〈
民
た
く
知
ら
な
い
も
の
た
ち
が
再
性
が
、
と
う
し
て
活
動
を
開
始

一

'
|

:

'

;

I

l

i

-

-

-

一

主
〉
と
〈
愛
国
〉
』
で
、
戦
後
構
成
し
て
引
き
受
け
る
ほ
か
な
す
る
。

一

編

集

書

将

利

¢

労

務

一

の
知
輸
入
群
像
を
新
鮮
な
密
致
い
も
の
に
な
っ
た
o
V
(上
野

こ

の
よ
う
な
特
異
な
履
歴
と

「
1
1
1
1
1
11
1
1
11
11
l
i
l
i-
-

Il
l
i
-
-
し

で
描
き
お
え
た
小
熊
氏
が
、
な
氏
に
よ
る
杢
樹
あ
と
が
き
)
戦

背
景
が
、
鶴
見
氏
の
独
特
な
ス
さ
で
本
臨
は
、
小
熊
氏

の

本

砲
は
、
小
熊
氏
の
方
法
論

か
で
も
と
り
わ
げ
ひ
か
れ
た
争
ば
か
り
で
は
な
い
。
六
O
年

タ
ン
ス
を
裏
打
ち
し
て
い
る
。
『
〈
民
主
〉
と
〈
愛
国
〉
』
の
延
に
よ
っ
て
い
る
。
理
系
の
出
身

入
鶴
見
氏
の
経
験
を
お
聞
き
す
安
保
に
せ
よ
、
全
共
闘
に
せ
よ
、
ま
ず
、
日
本
的
知
轍
人
へ
の
微
長
戦
と
も
言
え
る
が
、
と
の
試
で
、
編
集
者
も
経
験
し
、
団
塊

る
と
と
を
思
い
立
っ
た
o
Vそ
戦
後
日
本
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
底
し
た
不
信
。
父
に
代
表
さ
れ

み
は
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

の
世
代
か
ち
「
遅
れ
て
」
ゃ
っ

俊輔氏

戦争が逃したもの
nl.:t1~. l1:! J::: (-'+へ，~;専 ・
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て
き
た
小
熊
氏
。
ぞ
れ
ゆ
え
の

「初
め
て
読
む
、
膨
大
に
読
む
、

徹
底
的
に
読
む
」
と
い
う
方
法

は
、
読
ま
れ
る
対
象
に
、
同
時

代
で
は
な
く
過
去
の
も
の
、
追

体
験
し
再
構
成
す
べ
き
も
の
と

し
て
出
会
う
と
い
う
、
思
想
定

の
ス
タ
ン
ス
を
明
確
に
し
て
い

る
。
戦
後
社
会
を
対
象
化
レ
、

距
離
を
聞
こ
う
と
す
る
強
固
な

意
志
が
あ
る
百

テ
キ
ス
ト
を
読
解
す
る
場
合

に
は
明
快
な
こ
の
方
法
論
が
、

本
歯
の
ょ
っ
な
H
座
談
。
で
は

破
綻
し
な
い
の
か
。
ひ
と
つ
に

は
、
小
熊
氏
の
編
集
者
精
神
、
も

う
ひ
と
つ
に
は
、
『
〈
民
主
〉

と
〈
愛
国
〉
』
の
独
特
の
仕
掛

け
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
価
値
の

高
い
柾
首
を
取
り
出
す
乙
と
に

成
功
し
た
と
一
事
え
よ
う
。

後
者
に
つ
い
て
は
上
野
氏

が、

A
と
れ
ま
で
の
戦
後
史
の

留
さ
手
が
だ
れ
も
思
い
つ
か
な

か
っ
た
ひ
と
つ
の
仕
掛
り
が
仕

込
広
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
語

ら
れ
な
い
戦
争
体
験
を
光
源
と

し
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
戦
後

思
想
家
の
思
想
を
照
ち
し
出
レ

て
み
よ
う
、
と
い
う
も
の
だ
っ

た
。
V
と
、
的
確
に
ま
と
め
て

い
る
(
あ
と
が
き
)
。
ひ
と
つ

の
焦
点
を
設
定
す
る
と
と
で
、

膨
大
な
テ
キ
ス
ト
を
内
的
秩
序

に
よ
っ
て
配
列
す
る
と
と
が
可

能
に
な
り
、
歴
史
を
構
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

語
ら
れ
な
い
体
験
は
、
無
意

識
と
な
っ
て
、
思
想
の
陪
れ
た

構
造
を
つ
く
り
だ
す
。
戦
争
体

験
は
、
戦
後
と
い
う
時
代
の
無

意
識
の
別
名
か
も
し
れ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
戦

後
思
想
の
残
響
の
な
か
に
あ

る
。
小
熊
氏
の
思
想
史
は
、
自

ら
の
無
意
識
を
取
り
出
し
、
そ

と
に
構
造
を
与
え
る
作
業
。
す

な
わ
ち
、
と
の
と
ち
え
ど
と
ろ

の
な
い
ポ
ス
ト
戦
後
の
精
神

を
、
そ
の
起
源
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
再
指
定
す
る
試
み
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

「語
ら
れ
な
い
戦
争
体
験
」

を
持
棋
に
お
と
う
と
す
る
と
、

し
か
し
、
何
ち
か
の
か
た
ち
で

そ
の
「
語
ち
れ
な
い
体
験
」
を

語
り
起
乙
す
必
要
が
あ
る
。
断

片
や
史
料
、
第
三
者
の
記
録
を

つ
な
ぎ
あ
わ
せ
、
小
熊
民
は

『〈
民
主
〉
と
八
愛
国
〉
』
で

そ
れ
を
合
成
し
た
。
そ
れ
で
も
、

本
当
に
そ
の
と
お
り
の

「語
ち

れ
な
い
体
験
」
が
あ
っ
た
の
か

と
、
読
者
が
疑
問
を
さ
し
は
さ

む
余
地
が
競
る
。

と
の
己
と
を
意
識
し
て
で
あ

ろ
う
、
小
熊
氏
は
、
知
識
人
本

人
へ
の
聴
き
取
り
を
行
な
う
こ

と
に
意
欲
的
だ
。

「語
ら
れ
な

い
体
験
」
の
仮
説
を
、
本
人
の

口
か
ら
裏
付
貯
る
意
味
あ
い
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
今
回
鶴
見
氏

は
、
進
ん
で
自
ち
の
戦
争
体
験

と
思
想
の
歩
み
に
つ
い
て
語

り
、
小
熊
氏
に
協
力
を
惜
し
ま

な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
誰
に
イ

ン
タ
ヴ
ュ

l
し
で
も
こ
の
よ
う

に
う
ま
く
ゆ
く
と
は
限
ち
な
い

し
、
物
故
者
に
は
イ
ン
タ
ヴ
ュ

ー
の
し
ょ
う
が
な
い
。

編
集
者
精
神
に
話
を
戻
せ

ば
、
本
書
は
、

上
野
氏
が
入
編

集
者
が
三
人
集
ま
っ
ち
ゃ
っ
た

感
じ
V
と
の
べ
る
よ
う
な
、
信

頼
と
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
支
え
ら

れ
て
い
る
。
『
思
想
の
科
学
』の

編
集
を
し
て
い
た
鶴
見
氏
は
、

明
治
の
政
治
家

・
若
概
礼
次
郎

を
訪
ね
、

A
親
父
な
ん
か
と
は

全
然
ち
が
-つ
種
類
の
人
間
か
い

る
V
と
樗
然
と
す
る
。
健
全
だ

っ
た
明
治
日
本
が
、

日
鰐
戦
争

の
終
わ
っ
た

一
九
O
五
年
を
境

に、

ご

番
病
」に
変
質
し
た
。

戦
後
も
戦
前
も
乙
の
点
で
は
変

わ
ち
な
い
、
こ
の
偏
狭
と
卑
屈

と
戦
お
う
と
、
鶴
男
氏
は
奮
闘

し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
同
じ
く
戦

後
と
い
う
時
代
の
総
体
を
挺
う

小
熊
氏
の
仕
事
に
、
同
志
と
し

て
の
深
い
信
頼
を
寄
せ
た
の
で

あ
ろ
う
。
小
熊
氏
と
欄
見
氏
、

そ
れ
に
よ
野
氏
の
編
集
者
精
神

の
共
和
が
、
続
後
感
を
温
か
な

も
の
に
し
て
い
る
。
(
は
し
づ

め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う
氏
日
璽
尽

工
業
大
学
教
授
・社
会
学
専
攻
)
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ロ
ギ
l
ズ」

「
イ
デ
オ

文肇春秋

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
暴
力
、
自
由
、
信
仰
、
再
発
五

つ
の
大
き
な
問
題
系
に
と
り
あ
え
ず
切
り
わ
け
ら
れ

た
、
一
九
世
紀
こ
の
か
た
の
思
想
家
た
ち
の
網
の
白

状
の
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
る
。
こ
の
網
の
目
に
捕
え
ら
れ

て
い
る
の
は
、
近
現
代
と
い
う
巨
大
な
怪
物
だ
。

近
現
代
と
い
う
巨
大
な
出
来
事
の
塊
り
が
、
怪
物

な
の
は
、
名
状
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
出
来

事
の
渦
巻
き
の
た
だ
な
か
で
、
い
ま
も
わ
れ
わ
れ
は

翻
弄
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
な
か
で
も
、
人
び
と
は

そ
の
と
き
ど
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
か
ら
言
葉
を

発
し
、
思
想
を
の
ペ
て
き
た
。
そ
う
い
う
言
葉
を
切

れ
切
れ
に
で
も
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
な
ら
、
こ
の
出
来

事
の
全
貌
を
と
ら
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
ズ
』
は
、
た
と
え
一
人
ひ
と
り
の
思
想

が
偏
っ
た
も
の
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
や
で
も
、
そ
れ
ら

を
束
ね
れ
ば
時
代
の
実
像
に
近
づ
く
の
で
は
な
い
か

t
い
う
、
見
切
り
発
車
の
よ
う
な
仮
説
に
導
か
れ
た

著
作
で
あ
る
。

《木
警
は
、
啓
出
家
主
目
で
あ
る
。
:
:
:
い
か
な
る
高
さ
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の

「大
き
な
物
語
」
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か
ら
め
取

ら
れ
て
い
た
は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福

田
氏
が
、
自
分
が
意
識
し
な
い
観
念
や
思
想
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た
、
』
と
を
、

私
は
興
味
ぶ
か
く
思
っ
た
。
ふ
つ
う
、
わ
れ
わ
れ
の

生
き
る
時
代
の
閉
塞
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
か
消
費

社
会
と
か
シ
ス
テ
ム
の
自
己
準
拠
と
か
よ
ば
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
福
田
氏
は
、
そ
の
閉
塞
を
、
過
去
の

観
念
や
思
想
の
束
縛
に
よ
る
も
の
と
と
ら
え
、
そ
の

実
態
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
。そ

の
結
果
、
本
書
は
、
特
異
な
審
物
に
な
っ
て
い

e
h
v

。こ
の
本
を
ど
こ
か
読
み
づ
ら
く
感
じ
る
原
因
は
、

著
者
が
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ふ
つ
う
の
書
物
は
、
著
者
が
何
を
考

え
て
き
た
の
か
を
、
読
者
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る

も
の
だ
。
け
れ

E
も
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ズ
』
は
、
そ

の
反
対
に
、
著
者
が
何
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
き
た
か

を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ふ
つ
う
の
啓

蒙
警
の
裏
返
し
、
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
著
者
が
考
え

る
代
わ
り
に
、
過
去
の
思
想
家
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
が
ら
を
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
、
著
者
は
そ
れ
に
立

ち
ム
f
T
フ
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
書
物
を
書
く
の
は
、
実
は
hU
ず
か
し

く
、
冷
戦
が
終
わ
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
崩
援
し
た
あ

と
、
か
え
っ
て
人
び
と
が
途
方
に
く
れ
、

E
の
よ
う

に
も
の
ご
と
を
考
え
れ
、ば
よ
い
の
か
の
規
胞
を
見
失

っ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
。
人
び
と
は
、
考

え
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
思
考
の
パ
タ
ー
ン
を
打
ち
砕
き
、
人
び
と
の
思

考
を
自
由
に
す
る
の
が
、
こ
の
世
盲
物
の
目
的
だ
。
こ

う
い
う
パ
タ
ー
ン
で
君
た
ち
は
考
・
え
て
き
た
、
さ
あ

後
は
勝
手
に
が
J

え
な
さ
い
、
と
い
う
突
き
放
さ
れ
た

感
じ
を
、
読
者
は
受
け
取
る
は
ず
だ
。

こ
れ
で
は
、
人
び
と
は
ま
す
ま
す
途
方
に
く
れ
て 福

田
和
也

一
「
思
想
全
図
」
を
求
め
る

一
切
迫
し
た
試
み

橋
爪
大
三
郎

284 

も
、
い
か
な
る
光
も
、
測
る
べ
き
尺
度
も
足
場
も
な

い
只
中
で
の
、
啓
蒙
と
し
て
。
何
よ
り
も
、
自
分
自

身
の
た
め
の
、
自
分
の
言
葉
の
た
め
の
、
啓
蒙
。
聞

か
れ
れ
ば
開
か
れ
る
ほ

E
、
窄
ま
っ
て
い
色
、
照
ら

そ
う
'
と
す
れ
ば
す
る
ほ

E
混
濁
す
る
視
界
の
な
か
で

の
、
啓
蒙
。
世
界
を
解
明
す
る
こ
と
、
世
界
b
u
変
え

る
こ
と
の
希
望
が
断
念
さ
れ
た
後
で
の
啓
蒙
書
と
し

て。
》
著
者
・
福
田
和
也
氏
が
「
あ
と
が
き
」
で
こ

う
語
る
と
お
り
、
本
書
は
、
時
代
の
閉
塞
守
超
え
出

る
た
め
の
「
啓
蒙
」
の
書
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
、
ギ
l
、

す
な
わ
ち

《自
ら
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ

て
い
て
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
諸
観
念
、

思
想
》
か
ら
自
由
に
な
り
、
自
分
の
思
索
を
自
分
で

律
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
な
の
だ
。

本
書
を
読
ん
で
い
て
、
伊
能
忠
敬
の
「
日
本
全

図
」
の
こ
と
を
想
っ
た
。
摺
み
が
た
い
全
体
を
と
ら

え
る
た
め
、
足
元
を
踏
み
固
め
、
測
量
を
重
ね
合
わ

せ
て
輪
郭
守
描
い
て
い
く
。
ア
1
レ
ン
卜
と
パ

l
リ

生. 
ま
え
か
ら
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
思
想
家
た
ち

の
こ
と
や
、
そ
こ
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
書
J

、

の
で
は
、
無
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
こ

t
に
は
な
ら

な
い
。
か
と
言
っ
て
、
意
識
し
な
い
こ
と
が
ら
を
書

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
、
ま
ず
室
田
き

始
め
て
か
ら
、
ほ
か
の
人
び
と
の
手
に
よ
る
恩
相
百
九

の
書
物
(
二
次
資
料
)
を
参
照
し
、
そ
こ
で
発
見
し
た

こ
と
が
ら
を
書
き
と
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
作
業

と
し
て
は
、
大
学
生
の
期
末
レ
ポ
ー
ト
と
似
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
、
書
物
に
な
ら

な
い
。
書
き
と
め
た
恩
相
公
示
た
ち
の
言
論
の
、
外
ッ
ト

ワ
l
ク
が
、
書
い
た
当
人
の
無
意
識
は
も
と
よ
り
、

そ
の
時
代
の
人
び
と
の
集
合
的
な
無
意
識

e

を
、
み
ご

と
に
ち
ょ
う
ど
す
っ
ぽ
り
包
ん
で
い
る
の
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
に
人
ひ
と

を
信
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
そ

ろ
そ
ろ
人
び

t
に
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
回
諸
公
ゑ
た

ち
を
、
注
意
ぶ
か
く
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。

こ
う
し
て

『
イ
デ
オ

口
、ギ
l
ズ
』
は
、
近
現
代
が

そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
た
、
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀

に
か
け
て
の
団
指
出
家
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
る
。
し
か

も
そ
の
視
線
を
、
西
欧
に
限
定
す
る
。

近
現
代
の
思
想
の
系
譜
を
た
ど
る
場
合
、
そ
れ
が

西
欧
仁
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
『

y
フ
ィ

I
の

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い。

考
え
る
べ
き
こ
と
秒
差

d

え
る
ぺ
き
や
り
方
で
考
え

る
、
思
考
の
規
範
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
か
ら
自
由
に
な
る
だ
け
で
は
な
し
に
、
自
分

の
拠
っ
て
立
つ
価
値
を
選
、
ひ
と
る
必
要
が
あ
る
。
価

値
を
選
び
と
る
た
め
に
は
、
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ズ
』

の
や
り
方
と
は
反
対
に
、
自
分
が
な
に
を
E
う
考
え

て
い
る
か
を
ま
ず
書
き
と
め
、
そ
の
前
提
へ
と
さ
か

の
ぼ
り
、
さ
ら
に
そ
の
全
体
を
再
構
築
し
て
い
く
と

い
う
佐
来
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
い
う
年
手
不
足

し
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
、
こ
の
時
代
の

ン
、
カ
ッ
シ

l
ラ
!
と
ハ
イ
デ
ガ
!
、

と
ル
タ
l
、
ユ
ン
グ
と
フ
ロ
イ
ト
、

D
-
H
・
ロ
レ

ン
ス
と

B
・
ラ
ッ
セ
ル
、
:
:
と
い
っ
た
回
箱
、
民
家
が

対
(
ペ
ア
)
に
な
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
三
角
測

量
の
た
め
の
距
離
と
角
度
が
明
確
な
、
対
と
い
う
意

味
だ
ろ
う
。
著
者
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
の
位
置

関
係
と
対
立
の
角
度
を
確
認
し
な
が
ら
、
場
所
を
移

っ
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
思
畑
、
山
家
に
内
在
す
る
議
論

を
期
待
す
る
と
、
肩
す
か
し
を
く
ら
う
か
も
し
れ
な

い
。
何
が
言
い
た
い
の
か
わ
か
り
に
く
く
、
日
読
み
づ

ら
い
。
け
れ
ど
も
、
鳥
聞
で
き
な
い
も
の
む
あ
え
て

鳥
献
し
よ
う
と
す
る
、
「
思
想
全
国
」
を
手
に
入
れ

よ
う
と
す
る
切
迫
し
た
試
み
な
の
だ
と
考
え
れ
ば
、

本
書
の
書
き
ぶ
り
は
納
得
が
い
く
。
こ
の
「
思
想
全

国
」
が
、

E
ん
な
に
大
き
な
未
踏
の
空
白
域
を
残
し

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
義
を
減
ず
る
も
の
で
は

な
い
の
だ
。

学
生
時
代
に

《
フ
lコ
1
や
ド
ク
ル
ー
ズ
を
読
ん

で
い
た
》
世
代
の
福
田
氏
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど

エ
-
フ
ス
ム
ス

世
界
』
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
自
然
な
こ
と
だ
。
け

れ
ど
も
、
近
現
代
と
い
う
怪
物
が
現
れ
た
の
は
、
西

欧
に
限
ら
な
か
っ
た
。
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
で
そ

れ
が

E
ん
な
猛
威
を
ふ
る
っ
た
か
、
歴
史
年
表
を
な

が
め
て
み
る
だ
け
で
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
福
田
氏
は
そ
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
て
、
岸

信
介
や
石
原
莞
爾
の
よ
う
な
、
昭
和
の
「
怪
物
」
た

ち
に
つ
い
て
の
評
伝
を
手
が
け
て
も
い
る
。
だ
か
ら

『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ズ
』
が
議
論
を
西
欧
に
限
定
す
る

の
は
、
話
を
簡
単
に
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
単
に
書

き
や
す
い
か
ら
だ
ろ
う
。

で
は
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ズ
』
は
、
ど
ん
な
場
所
に

わ
れ
わ
れ
を
連
れ
出
す
の
か
。

福
田
氏
が
こ
の
書
物
ぞ
構
想
し
た
の
は
、
お
そ
ら
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閉
塞
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ポ
ス
ト
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
に
、
人
び
と
は

価
値
相
対
主
義
の
海
の
な
か
で
、
進
む
べ
き
方
向
在

見
失
い
、
し
ば
し
ば
理
由
の
な
い
思
考
の
パ
タ
ー
ン

の
な
か
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
お
ろ
か

な
こ
と
に
み
え
る
。
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ズ
』
は
、
こ

う
し
た
お
ろ
か
さ
に
対
処
す
る
方
法

|
l啓
蒙

lー

を
提
案
す
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
方
法
で
は
、
人
び
と

は
再
び
価
値
相
対
主
義
の
海
の
な
か
に
押
し
戻
さ
れ

る
だ
け
だ
。
こ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
、

こ
の
書
物
の
最
大
の
貢
献
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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