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本
日
は
皆
様
の
前
で
、
こ
う
や
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
て
大
変
感
謝
を
し
て
お
り
ま
す
。
最
初
に
、

そ
の
お
礼
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
、
テ
ン
ト
で
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
大
隈
重
信
の
銅

像
の
前
で
、
こ
う
や
っ
て
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
の
も
非
常
に
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

私
が
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
早
稲
田
大
学
の
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
何
を
や
っ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、

名
前
の
と
お
り
、
早
稲
田
大
学
の
歴
史
に
関
わ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
大
学
の
創
設
者
で
あ
る
大
隈
重
信
、
あ
る
い
は
そ
の
大
隈
重
信
を
助

け
た
人
々
に
関
わ
る
資
料
を
収
集
し
、
そ
の
資
料
を
基
に
大
学
の
歴
史
や
創
設
者
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
研
究
す
る
、
そ
う
い
っ
た
機
関

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
最
初
に
こ
の
銅
像
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
佐
賀
の
地
に
あ
る
大
隈
銅
像
と
い
う
の
は
、
実
は
早
稲
田
大
学
の
前
身
の
東
京
専
門
学
校
に
最
初
に
作
ら
れ
た
大
隈
銅
像
を
モ
デ

ル
と
し
、
初
代
の
大
隈
銅
像
を
非
常
に
忠
実
に
再
現
し
た
も
の
が
、
今
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
般
に
わ
れ
わ
れ

が
、
私
も
そ
う
で
す
が
、「
早
稲
田
大
学
の
大
隈
銅
像
」
と
い
っ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
ガ
ウ
ン
姿
の
大
隈
重
信
と
は
違
う
も
の
で
す
。

　

で
は
、
こ
の
初
代
の
大
隈
銅
像
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
銅
像
は
今
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
実
は
ち
ゃ
ん
と
早
稲
田
大
学
の
中
に

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
人
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
、
大
隈
講
堂
の
北
側
に
回
廊
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の

中
に
こ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
、
こ
の
銅
像
よ
り
は
る
か
に
大
き
い
サ
イ
ズ
の
も
の
が
、
現
在
も
設
置
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
手
続
き
を
取
れ
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ば
見
る
こ
と
は
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
早
稲
田
大
学
に
行
か
れ
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
こ
の
銅
像
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
、
全
く
デ
ザ

イ
ン
は
同
じ
も
の
で
す
の
で
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
大
隈
銅
像
も
、
初
代
と
現
在
早
稲
田
大
学
に
あ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
中
に
さ
ま
ざ
ま
大
隈
銅
像
が
作
ら
れ
て

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
、
ち
ょ
っ
と
今
日
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
お
話
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
銅

像
と
い
う
も
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
歴
史
の
中
で
現
在
こ
こ
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
日
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、「
近
世
人
と
し
て
の
大
隈
重
信
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
最
初
に
こ
の
演
題
、
タ
イ
ト
ル
を
ご
ら
ん
に
な
っ
た
と
き
に
、
ち
ょ
っ
と
「
お
や
っ
」
と
皆
様
思
わ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。「
近

世
人
」
と
い
う
言
葉
自
体
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
、
聞
い
た
こ
と
の
な
い
言
葉
か
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
ま
ず
私
自
身
の
自
己
紹
介
を

含
め
て
、
今
日
ど
う
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
か
、
ど
う
い
う
視
点
か
ら
大
隈
重
信
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
ま
ず
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
う
え
で
具
体
的
な
大
隈
の
生
涯
、
大
隈
評
価
と
い
っ
た
も
の
に
関
す
る
、
一
つ
新
し

い
見
方
と
い
う
も
の
を
お
話
で
き
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
早
稲
田
大
学
の
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
大
隈
重
信
あ
る
い
は
早
稲
田

大
学
の
資
料
を
集
め
、
そ
れ
を
基
に
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
早
稲
田
大
学
で
は
「
オ
ー
プ
ン
教
育
セ
ン
タ
ー
」
の
科
目
と
い
う

こ
と
で
、
全
学
部
、
全
学
年
を
対
象
に
し
た
「
早
稲
田
学
」
と
い
う
講
座
を
設
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
大
隈
重
信
の
生
涯
を
通

し
て
近
代
日
本
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
。
あ
る
い
は
早
稲
田
大
学
、
そ
の
前
身
で
あ
る
東
京
専
門
学
校
を
含
め
た
早
稲
田
大
学
の
歴
史
と
い

う
も
の
か
ら
、
近
代
日
本
と
い
う
も
の
を
照
ら
し
て
考
え
て
み
る
。
そ
う
い
っ
た
講
義
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
四
月
か
ら
、
私
も
「
早
稲
田
学
」
の
担
当
と
い
う
こ
と
で
、
学
生
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
講
義
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の

で
す
が
、
も
う
一
方
で
私
自
身
の
研
究
の
領
域
、
フ
ィ
ー
ル
ド
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
、
特
に
一
九
世
紀
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
る
幕
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末
期
を
中
心
に
、
現
在
の
北
海
道
、
当
時
は
蝦
夷
地
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
、
そ
し
て
そ
の
先
住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
と
い
う
人
た
ち
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
わ
る
研
究
を
し
て
お
り
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
い
か
に
近
代
日
本
と
い
う
も
の
が
蝦
夷
地
、
ア
イ
ヌ
と
い
う
も
の

を
支
配
し
て
い
た
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
は
早
稲
田
大
学
、
大
隈
重
信
の
研
究
を
し
な
が
ら
、
も
う

一
方
で
は
近
世
史
、
江
戸
時
代
と
い
う
も
の
の
研
究
に
軸
を
置
き
な
が
ら
、
日
々
研
究
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
今
日
の
お
話
と
い
う
の
は
私
の
も
う
一
つ
の
足
場
で
あ
る
近
世
史
研
究
と
い
う
立
場
・
視
点
か
ら
、
大
隈
重
信
、

あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の
大
隈
研
究
と
い
っ
た
も
の
を
ち
ょ
っ
と
捉
え
返
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
大
隈
重
信
の
研
究
と

い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
近
代
史
、
特
に
日
本
近
代
政
治
史
と
い
う
立
場
か
ら
大
隈
重
信
を
見
て
い
く
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
見
方
か
と
思
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
視
点
を
ず
ら
し
て
み
て
、
近
世
史
、
あ
る
い
は
近
世
史
研
究
と
い
う
立
場
か
ら
一
度
、

大
隈
重
信
の
評
価
な
り
生
涯
と
い
う
も
の
を
ち
ょ
っ
と
捉
え
返
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
と
な
り
ま
す
。
そ
の
試
み
の
一
端
と
い
う
も
の

を
今
日
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
で
は
「
近
世
史
か
ら
見
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
一
つ
に
は
従
来
の
明
治
維
新
史

研
究
、
あ
る
い
は
「
維
新
の
功
労
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に
対
す
る
研
究
あ
る
い
は
評
価
に
対
し
て
、
私
が
少
し
違
和
感
を
覚
え
て
い

る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
違
和
感
が
何
か
と
言
え
ば
、
こ
の
維
新
の
功
労
者
た
ち
を
評
価
し
よ
う
、
顕
彰
し
よ
う
と
す
る

際
に
、
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
日
本
の
近
代
国
家
の
建
設
、
あ
る
い
は
日
本
の
近
代
国
家
、
近
代
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
、
経
済
シ
ス
テ
ム
、
社

会
シ
ス
テ
ム
全
般
を
作
り
上
げ
て
い
く
う
え
で
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
、
大
隈
重
信
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
彼
ら
を
評
価
す
る
際
に
近
代
的
な
要
素
、
文
明
的
な
要
素
と
い
う
も
の
を
、
い
わ
ば
唯
一
無
比
の

評
価
軸
と
し
て
用
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
あ
た
か
も
古
い
も
の
・
封
建
的
な
も
の
、
近
世
の
幕
藩
体
制
的
な
思
想
を
全
く
脱
ぎ
捨

て
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
う
え
で
近
代
的
な
知
識
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
近
代
的
な
新
し
い
知
識
を
導
入
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
な
イ
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メ
ー
ジ
で
捉
え
よ
う
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
研
究
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
人
物
評
価
の
あ
り
方
と
い
っ
た

も
の
に
、
少
し
近
世
史
を
学
ぶ
者
か
ら
す
る
と
、
大
き
な
違
和
感
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

例
え
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
れ
ば
、「
倒
幕
」
だ
と
か
「
文
明
化
」
だ
と
か
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
っ
て
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
近
年
の
明
治
維
新
史
研
究
な
ど
で
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
幕
末
期
の
段
階
に
お
い
て
、
本
当
に
幕
府
が
倒
れ
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
人
間
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
倒
幕
派
と
言
わ
れ
て
い
る
人
た
ち
も
、

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
は
「
幕
府
を
倒
す
」
と
い
う
ふ
う
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
わ
け
で
す
が
、
本
当
に
幕
府
が
あ
ん
な
に
あ
っ
さ
り
と

消
滅
し
て
し
ま
う
と
思
っ
て
い
た
人
は
、
多
分
誰
一
人
も
存
在
し
な
い
。
何
か
予
言
者
の
よ
う
な
人
間
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
大
隈
重
信
を
は
じ
め
と
す
る
維
新
の
功
労
者
と
い
っ
た
人
た
ち
が
、
近
代
化
に
貢
献
し
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
幕
末

期
か
ら
近
代
と
い
う
も
の
を
、
明
確
に
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
、
あ
る
い
は
幕
府
を
倒
す
と
い
う
、
現
実
味
を
帯
び
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

行
動
し
て
い
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
近
年
の
維
新
史
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
近
代
的
要
素
の
反
対
に
あ
る
近
世
的
な
も
の
、
前
近
代
的
な
評
価
・
人
物
と
い
う
の
は
、
遅
れ
た
存
在
あ
る
い

は
時
代
に
乗
り
遅
れ
て
い
る
よ
う
な
人
物
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
近
世
史

の
研
究
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
近
世
的
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
前
近
代
的
で
あ
る
こ
と
に
は
、
何
も
引
け
目
を
感
じ
る
こ
と
で
は
な

い
。
そ
の
よ
う
な
近
世
的
な
部
分
と
い
う
の
を
高
く
評
価
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
少
し
答
え
を
先
取
り

し
て
言
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

近
年
の
も
う
一
つ
近
世
史
研
究
の
成
果
と
し
て
、
新
し
い
近
世
史
像
・
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
「
暗

く
閉
ざ
さ
れ
た
近
世
社
会
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
も
し
か
す
る
と
皆
さ
ん
お
持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
最
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近
の
近
世
史
研
究
で
は
、
実
は
日
本
の
江
戸
時
代
、
近
世
社
会
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
暗
く
閉
ざ
さ
れ
た
時
代
で
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
小
学
生
、
中
学
生
の
方
の
ス
ピ
ー
チ
に
も
言
葉
と
し
て
出
て
き
て
驚
く
の
で
す
が
、「
江
戸
時
代
は
鎖
国
だ
っ
た
」

と
言
説
が
一
般
的
に
は
定
着
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
最
近
の
近
年
史
研
究
で
は
「
海
禁
体
制
」
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
使
う
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、「
鎖
国
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
持
つ
、
あ
る
種
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
と
し
て
の
近
世
社
会
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と

は
異
な
り
、
近
世
社
会
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
限
定
的
、
制
限
は
つ
き
な
が
ら
も
、
あ
る
種
外
に
開
か
れ
た
社
会
だ
っ
た
と
理
解
し
て

い
ま
す
。
あ
る
い
は
、「
身
分
制
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
も
、
従
来
の
か
っ
ち
り
し
た
強
固
な
身
分
制
で
は
な
く
て
、
あ
る
種
融
通
の

利
く
ル
ー
ズ
な
社
会
構
造
と
し
て
の
身
分
だ
と
い
う
ふ
う
な
捉
え
方
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
極
端
に
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
「
明
る

い
近
世
史
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
最
近
は
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
近
世
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う

こ
と
が
、
一
方
に
存
在
し
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
う
い
っ
た
近
年
の
近
世
史
研
究
か
ら
す
る
と
、
近
世
社
会
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
限
定
つ
き
で
は
あ
り
ま
す
が
、
あ
る
程

度
成
熟
し
た
社
会
で
あ
り
、
近
代
化
も
近
世
を
全
否
定
し
て
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
成
熟
し
て
い
た
近
世
の
基
盤
の
上
に
、
近

代
と
い
う
も
の
を
受
け
入
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
て
い
ま
す
。
私
の
先
生
で
あ
る
深
谷
克
己
と
い
う
研
究
者
が
い
ま
す
が
、

深
谷
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
東
ア
ジ
ア
に
共
通
す
る
政
治
文
化
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
っ
た
伝
統
あ
る
い
は
在
来
的
な
も

の
と
い
う
も
の
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、
西
洋
的
な
も
の
を
内
面
化
し
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
い
か
な
い
と
、
や
は
り
こ
の

時
期
の
人
物
評
価
、
人
物
研
究
と
い
う
も
の
が
、
一
面
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
単
に
封
建
的

要
素
と
い
う
も
の
を
全
く
駆
逐
し
、
西
洋
文
明
を
一
方
的
に
受
容
す
る
近
代
・
近
代
人
と
い
う
も
の
で
は
な
い
歴
史
の
見
方
を
、
実
は
大

隈
重
信
評
価
に
関
し
て
も
そ
ろ
そ
ろ
始
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
大
隈
重
信
を
近
代
人
、
あ
る
い
は
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近
代
的
要
素
と
い
う
側
面
の
み
で
や
は
り
評
価
し
て
い
く
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
日
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
二
つ
の
事
項
に
つ
い
て
の
試
論
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
つ
は
「
大
隈
重
信
評
価
の
困

難
さ
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
」、
二
つ
め
は
大
隈
重
信
が
そ
の
設
立
に
深
く
関
わ
っ
た
「
東
京
専
門
学
校
の
歴
史
的
な
位
置
付
け
」
の
問

題
で
す
。
そ
の
二
つ
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
少
し
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
大
隈
重
信
の
評
価
の
困
難
さ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
、
も
し
か
す
る
と
「
お
や
っ
？
」
と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
実
は
歴
史
学
的
に
言
う
と
、
大
隈
重
信
の
評
価
と
い
う
の
は
大
変
難
し
い
と
い
う
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
隈
重
信
の
評

価
が
一
言
で
言
い
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
定
し
な
い
大
隈
評
価
、
言
い
か
え
れ
ば
大
隈
重
信

と
い
う
人
物
の
「
つ
か
み
所
の
な
さ
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。「
大
隈
重
信
と
は
ど
う
い
う
人
で
す
か
」
と
い
う
ふ
う
に
聞
か
れ
れ
ば
、

一
言
で
答
え
る
の
で
あ
れ
ば
、「
日
本
の
近
代
化
に
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
貢
献
し
た
人
で
す
」
と
言
え
ば
大
き
く
間
違
い
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
逆
に
「
大
隈
重
信
は
何
を
し
た
人
で
す
か
」
と
聞
か
れ
る
と
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
答
え
に
窮
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
大
隈

は
本
当
に
色
々
な
こ
と
を
し
た
人
物
で
す
。
し
か
し
、
ど
れ
か
一
つ
を
「
こ
れ
が
大
隈
重
信
だ
」
と
い
う
こ
と
、「
大
隈
重
信
が
や
っ
た

こ
と
の
何
か
一
つ
を
挙
げ
ろ
」
と
言
わ
れ
る
と
、
多
分
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
人
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が

あ
る
意
味
で
の
大
隈
評
価
の
難
し
さ
と
い
う
部
分
だ
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
一
言
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
隈
重
信
の
生

涯
、
あ
る
い
は
彼
の
生
涯
が
歴
史
的
に
持
っ
た
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
決
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
面
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う

に
思
っ
て
い
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
、
一
言
で
言
い
表
す
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
魅
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

訳
で
す
ね
。
一
言
で
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
か
ら
こ
そ
、
彼
に
は
非
常
に
多
様
な
側
面
が
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
評
価
が
難
し
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
言
え
ま
す
。
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で
は
そ
れ
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
て
い
っ
て
み
る
と
、
二
つ
の
要
素
が
彼
の
評
価
の
難
し
さ
、
あ
る
い
は
つ
か
み
所
の
な
さ
、

と
い
っ
た
も
の
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
大
隈
の
生
き
た
時
代
と
彼
の
世
代
と
い
う
問

題
、
も
う
一
つ
が
、
彼
の
多
様
な
活
動
領
域
が
抱
え
て
い
る
問
題
で
す
。
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
大
隈
重
信
と
い
う
の
は
天
保
九
年

（
一
八
三
八
）
に
生
ま
れ
て
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
八
四
歳
と
い
う
生
涯
で
す
。「
当
た
り
前
だ
。
何
を
当

た
り
前
の
こ
と
を
い
ま
さ
ら
」
と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
当
時
の
平
均
寿
命
か
ら
考
え
て
長
い
と
い
う
こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
大
隈
重
信
の
場
合
、
た
だ
長
く
生

き
た
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
で
あ
り
、
彼
の
評
価
の
難
し
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
最
晩
年
に
は
も
う
政
治
か
ら
離
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
は
亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
実
は
社
会
的
、
政
治
的
な
人
物
と
し
て
活
動

し
て
い
た
、
あ
る
い
は
彼
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
政
治
的
、
社
会
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
人
物
で
す
。
た
だ
長
か
っ
た
と
い

う
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
長
さ
の
中
で
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
政
治
的
な
、
社
会
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
の

八
四
年
と
い
う
生
涯
が
非
常
に
時
代
の
大
き
な
変
化
の
中
に
す
っ
ぽ
り
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

ご
存
じ
の
よ
う
に
佐
賀
藩
に
生
ま
れ
て
、
幕
藩
体
制
と
い
わ
れ
る
近
世
社
会
の
中
で
人
格
形
成
を
し
て
い
く
。
そ
し
て
明
治
維
新
と
い

う
、
政
治
体
制
、
社
会
体
制
の
大
変
革
の
中
に
身
を
置
い
た
人
物
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
人
物
は
こ
れ
ぐ
ら
い
で
生
涯
を
終
え
て
し
ま
い
ま

す
。
あ
る
い
は
明
治
維
新
後
に
、
明
治
政
府
の
官
僚
と
し
て
活
動
し
、
あ
る
い
は
政
治
家
と
し
て
活
動
し
て
い
く
、
こ
の
あ
た
り
で
生
涯

を
終
え
て
し
ま
う
人
も
多
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
大
隈
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
日
本
の
近
代
化
と
挫
折
、
二
度
の
対
外
戦
争
と
植
民
地

領
有
と
い
う
、
ま
さ
し
く
日
本
が
国
家
と
し
て
拡
大
・
変
容
し
て
い
く
過
程
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
後

の
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
る
民
衆
の
政
治
参
加
の
要
求
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
形
で
、
政
党
政
治
と
い
う
も
の
が
作
ら
れ
て
い
く

時
代
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
近
世
の
最
後
か
ら
近
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ま
で
と
い
う
大
き
な
歴
史
の
変
化
の
中
で
、
彼
が



139

生
涯
を
送
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
彼
の
評
価
を
難
し
く
し
て
い
る
要
因
と
し
て
資
料
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
実
は
私
た
ち
は
歴
史
研
究
者
は
歴
史
資
料
と
い
う
も

の
を
も
と
に
し
て
大
隈
の
生
涯
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
大
隈
の
場
合
、

彼
が
叙
述
し
た
も
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
彼
が
語
っ
た
こ
と
、
口
述
し
た
こ
と
を
も
と
に
、
大
隈
の
思
想
、
人
間
と

い
う
も
の
を
考
え
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
口
述
と
い
う
も
の
が
実
は
非
常
に
や
っ
か
い
な
こ
と
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

大
隈
の
記
憶
が
曖
昧
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
実
は
大
隈
が
、
彼
が
語
っ
た
時
点
と
、
彼
が
語
っ
て
い
る
歴
史
の
時
点
と
の
間
に
、
非

常
に
大
き
な
開
き
が
出
て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
幕
末
維
新
期
の
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
こ
ろ
の
自
分
に
つ
い
て
語
る
大
隈
は
、
実
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
経
験
し
て
し
ま
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
歴
史
学
的
に
は
「
体
験
の
経
験
化
」
と
い
う
言
葉
で
最
近
は
説
明
し
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
「
生
」
の
体
験
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
後
何
十
年
も
経
た
時
点
で
そ
の
人
物
が
振
り
返
っ
て
経
験
と
し
て
捉
え
返
し
て
い
く
。
そ
こ
に
は
必
ず
開
き
が

生
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
開
き
の
時
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
彼
が
実
際
に
自
分
自
身
に
振
り
返
る
内
容
は
、
彼
の
「
生
」
の
体
験

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
大
隈
が
残
し
た
、
あ
る
種
の
語
り
と

い
う
も
の
を
も
と
に
歴
史
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
彼
の
評
価
を
一
つ
難
し
く
し
て
い
る
要
素
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
が
、
彼
の
生
ま
れ
た
世
代
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
近
世
人
と
い
う
と
こ
ろ
に
深
く
関
わ
り
ま
す
。
彼
は
天
保
生
ま
れ
で
す
。

天
保
生
ま
れ
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
近
世
的
な
世
界
観
の
中
で
人
格
形
成
を
し
た
と
考
え
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
思
想
、

あ
る
い
は
思
考
様
式
、
あ
る
い
は
行
動
規
範
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
彼
が
物
事
を
発
想
す
る
と
き
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
も

の
、
彼
が
意
識
し
て
い
る
か
、
無
意
識
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
別
と
し
て
、
彼
の
人
間
と
し
て
の
基
盤
に
あ
る
も
の
は
や
は
り
近
世
的
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な
価
値
観
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
幕
末
期
、
維
新
期
に
活
躍
し
た
人
物
の
世
代
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
文
政
期
世
代
」
と
カ

ト
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て
み
ま
し
た
が
、
例
え
ば
西
郷
隆
盛
、
勝
海
舟
、
大
久
保
利
通
の
よ
う
な
人
物
、
彼
ら
は
こ
の
文
化
文
政
期
、
一
八
一
〇

年
代
か
ら
一
八
二
〇
年
代
の
初
め
に
か
け
て
生
ま
れ
た
人
物
で
す
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
も
う
確
実
に
近
世
人
だ
と
言
う
べ
き
だ
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
嘉
永
安
政
期
生
ま
れ
と
い
う
の
は
全
く
逆
で
、
も
う
社
会
が
大
き
く
変
わ
り
始
め
て
い
く
中
で
人
格

形
成
を
し
、
幕
末
維
新
、
明
治
維
新
と
い
う
も
の
を
一
〇
代
の
前
半
な
り
、
あ
る
い
は
も
う
ち
ょ
っ
と
幼
い
時
期
に
過
ご
し
て
い
る
人
物

で
す
。
文
化
文
政
世
代
が
あ
る
意
味
で
、
近
世
的
な
要
素
が
か
な
り
強
い
、
そ
れ
に
対
し
て
嘉
永
安
政
期
世
代
は
最
初
か
ら
近
代
人
と
し

て
歩
み
始
め
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
狭
間
に
い
る
、
近
世
的
で
も
あ
り
、
し
か
し
近
代
的
な
も
の
も
受
容
し

て
い
る
と
い
う
の
が
、
明
治
維
新
と
い
う
も
の
を
ほ
ぼ
三
〇
歳
前
後
に
む
か
え
た
世
代
の
特
徴
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

大
隈
重
信
は
明
治
維
新
期
に
ち
ょ
う
ど
三
〇
歳
で
す
。
三
〇
歳
で
よ
う
や
く
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
初

め
て
政
治
の
表
舞
台
に
立
つ
。
当
時
か
ら
す
れ
ば
ス
タ
ー
ト
は
少
し
遅
い
人
物
だ
っ
た
と
い
う
の
も
、
彼
の
特
徴
の
一
つ
だ
と
言
え
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
彼
の
多
様
な
活
動
領
域
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
も
、
言
わ
ず
も
が
な
の
部
分
で
す
が
、
彼
の
生
涯
と
い
う
も
の
を
大
き
く

四
つ
の
領
域
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
政
治
家
、
官
僚
、
教
育
家
、
文
化
人
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
政
治
家
と
し
て
は
、
ご
存
じ
の

よ
う
に
二
度
の
内
閣
総
理
大
臣
を
つ
と
め
た
、
あ
る
い
は
、
外
務
大
臣
と
し
て
条
約
改
正
交
渉
に
あ
た
っ
た
、
あ
る
い
は
、
政
府
か
ら
追

放
さ
れ
る
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
な
が
ら
、
政
党
の
党
首
と
し
て
活
躍
を
し
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
政
治
家
と
し
て
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
官
僚
と
し
て
は
、
特
に
維
新
の
混
乱
期
に
外
務
官
僚
と
し
て
の
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
そ
の
後
の
財
務
官
僚
と
し
て
の
活

動
、
そ
れ
か
ら
鉄
道
施
設
事
業
な
ど
な
ど
、
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
さ
ま
ざ
ま
な
近
代
化
の
諸
政
策
に
官
僚
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
大

隈
は
、
そ
う
は
い
っ
て
も
典
型
的
な
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
、
い
わ
ゆ
る
技
術
官
僚
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
の
自
分
の
専
門
領
域
と
い
う
も
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の
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
そ
こ
を
極
め
て
い
く
、
突
き
詰
め
て
い
く
人
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
か
ら
、
教
育
家
と
い
う
ふ
う
に
し
ま
し
た
が
、
東
京
専
門
学
校
、
早
稲
田
大
学
の
創
設
者
で
あ
り
、
ま
た
同
志
社
、
日
本
女
子
大

学
、
東
洋
女
学
校
の
創
設
へ
の
多
大
な
支
援
、
関
わ
り
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
「
教
育
家
」
と
し
た
の
は
、
彼
は
「
教
育
者
」

で
は
や
は
り
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
自
身
が
教
壇
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
た
だ
教
育
の
必
要
性
、
重
要
性
と
い
う
も
の
を

認
め
て
、
学
校
を
創
設
す
る
、
あ
る
い
は
学
校
を
作
り
た
い
と
考
え
て
い
る
人
た
ち
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
、
教
育
家
と
し
て
の
側
面

が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
は
、
文
化
人
と
し
て
も
非
常
に
高
い
教
養
を
兼
ね
備
え
た
人
物
で
す
。
文
明
協
会
の
設
立
も
あ
り
ま
す
。
南
極
探
検
事
業
へ
の

支
援
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
メ
ロ
ン
栽
培
と
か
蘭
の
収
集
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
隈
重
信
が
彼
の
自
宅
に
温
室
を
作
っ
て
、

そ
こ
で
メ
ロ
ン
栽
培
を
し
て
い
た
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
、
た
だ
の
物
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
新
し
い
技
術
の
導

入
、
新
し
い
西
洋
的
な
も
の
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
、
彼
は
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
彼
が
実
際
に
栽
培
し

た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
自
分
自
身
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
に
お
い
て
で
も
や
ろ
う
と
し
て
い
た
。
あ
る
種
の
文

化
人
的
側
面
と
い
う
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

彼
の
こ
の
多
様
な
活
動
領
域
、
一
言
で
言
い
あ
ら
わ
せ
な
い
よ
う
な
多
様
な
活
動
と
い
う
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
問

題
が
生
じ
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
「
近
世
の
武
士
像
」、
い
わ
ば
武
士
的
な
要
素
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
彼
が
こ
れ
ほ
ど
多
様
な
領
域
で
活
躍
し
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
の
視
点
か
ら

見
て
み
る
と
少
し
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
近
世
の
武
士
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
存
在
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
は
第
一
に
「
武
人
」、
い
わ
ゆ
る
軍
事
組
織
の

一
端
と
し
て
、
一
旦
事
が
あ
れ
ば
、
近
世
の
武
士
と
い
う
の
は
当
然
軍
事
機
構
の
一
端
と
し
て
戦
争
と
い
う
も
の
を
行
わ
な
け
れ
ば
い
け
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な
い
。
一
方
で
、
近
世
の
武
士
と
い
う
の
は
、
単
に
刀
を
振
り
回
し
て
い
た
だ
け
の
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
政
官
僚
と
し
て
、
特
に

経
済
官
僚
と
し
て
藩
の
財
政
に
深
く
関
わ
り
、
多
く
は
そ
の
藩
財
政
窮
乏
を
立
て
直
し
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
う
い
っ
た
手
腕

を
発
揮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
、
武
士
と
い
う
の
は
そ
の
一
方
で
は
、
司
法
官
僚
、
法
を
支
配
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
裁
き

を
行
う
と
い
う
存
在
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
近
世
の
武
士
と
は
、
武
人
で
あ
り
行
政
官
僚
で
あ
り
、
法
務
官
僚
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
の

時
代
の
最
先
端
の
文
化
人
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
近
世
社
会
に
お
け
る
最
高
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
物
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
な
存
在
な
の
で
す
。

　

現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
少
し
違
和
感
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
近
世
の
武
士
と
い
う
の
は
、
非
常
に
オ
ー
ル
マ
イ

テ
ィ
ー
な
存
在
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
大
隈
重
信
が
近
代
以
降
、
政
治
家
、
官
僚
、
あ
る
い

は
教
育
家
、
文
化
人
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
で
活
躍
し
た
と
い
う
の
は
、
近
世
の
武
士
像
か
ら
見
れ
ば
ご
く
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と

と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
す
。

　

で
は
、
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
が
違
和
感
を
覚
え
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
近
代
以
降
に
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
が
細
分
化
し
て
い
く

の
で
す
。
官
僚
は
官
僚
と
し
て
生
き
る
、
文
化
人
は
文
化
人
と
し
て
生
き
る
、
あ
る
い
は
教
育
家
は
教
育
家
と
し
て
生
き
る
。
そ
し
て
、

官
僚
養
成
機
構
と
し
て
の
大
学
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
官
と
武
官
が
分
離
し
て
文
民
統
治
が
始
ま
っ
て
い
く
中
で
専
門
領
域
が

決
ま
っ
て
い
く
。
そ
の
専
門
領
域
自
体
が
狭
く
な
っ
て
い
く
の
が
近
代
だ
と
す
れ
ば
、
大
隈
重
信
の
人
間
性
、
あ
る
い
は
活
動
と
い
う
の

は
、
や
は
り
近
世
人
的
な
あ
る
い
は
近
世
武
士
的
な
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
さ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
大
隈
評
価
の
難
し
さ
と
し
て
、
レ
ジ
ュ
メ
に
は
「
大
隈
の
融
通
無
碍
さ
」
と
い
う
ふ
う
に
書
き
ま
し
た
が
、
彼

の
こ
と
を
悪
く
い
う
人
は
「
節
操
が
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
よ
く
用
い
ま
す
。
た
だ
私
は
、
こ
の
大
隈
の
融
通
無
碍
さ
と
い
う
の
が
、
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彼
の
最
大
の
魅
力
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。大
隈
の
特
徴
を
ひ
と
言
で
あ
ら
わ
す
な
ら
ば
、「
近
世
的
な
大
人
」、

あ
る
い
は
近
世
的
な
徳
を
有
す
る
人
、
近
世
的
な
意
味
で
の
徳
者
、
あ
る
い
は
有
徳
人
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
の

で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
要
素
を
彼
は
非
常
に
強
く
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
大
隈
を
、
近
代
的
な
合
理
性
だ
と
か

整
合
性
の
み
で
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
、
逆
に
「
節
操
が
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

大
隈
自
身
の
書
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
彼
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、
実
は
彼
は
非
常
に
近
世
の
義
侠
的
な
性
質

を
持
っ
た
人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
来
る
も
の
を
拒
ま
な
い
」、
あ
る
い
は
頼
ら
れ
る
と
断
れ
な
い
、
と

言
っ
て
し
ま
う
と
た
だ
の
「
人
が
い
い
人
」
だ
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
困
っ
た
人
が
い
る
、
あ
る
い
は
高
い
志
を

持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
実
現
で
き
な
い
で
い
る
人
を
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
手
を
差
し
の
べ
た
く
な
る
、
そ
う
い
っ
た
義
侠
心
的
な
精
神

を
強
く
持
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
私
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
安
部
磯
雄
が
中
心
に
行
っ
た
野
球
部
の
ア
メ
リ

カ
遠
征
を
支
援
す
る
、
あ
る
い
は
、
同
志
社
を
作
っ
た
新
島
襄
と
い
う
高
い
教
育
理
念
を
持
っ
た
人
物
へ
の
継
続
し
た
支
援
を
行
う
、
あ

る
い
は
、
早
稲
田
大
学
を
訪
れ
た
多
く
の
人
々
を
自
邸
に
招
き
、
饗
宴
を
開
催
し
ご
ち
そ
う
を
振
る
舞
う
わ
け
で
す
。

　

今
日
お
配
り
し
た
資
料
の
中
の
四
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
勤
め
る
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
が
現
物
を
持
っ
て
い
る
写
真

で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
を
し
て
い
る
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
も
実
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
お
使
い
に
な
れ
れ
ば
、
ご
自
宅
で
も
ご
覧

に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
大
隈
邸
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
を
か
け
る
と
、
三
〇
七
枚
が
検
索
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
中
か
ら
ア

ト
ラ
ン
ダ
ム
に
選
ん
で
み
ま
し
た
。

　

一
番
目
は
佐
賀
の
女
子
師
範
学
校
の
生
徒
を
大
隈
邸
に
招
い
た
も
の
、
二
番
目
は
大
隈
重
信
と
早
稲
田
大
学
キ
リ
ス
ト
教
関
係
者
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
写
真
の
一
番
右
端
に
い
る
の
が
ベ
ニ
ン
ホ
フ
と
い
う
、「
早
稲
田
奉
仕
園
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
主
義
的
な
寄

宿
舎
を
、
大
隈
の
支
援
に
よ
っ
て
作
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
写
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
三
番
目
、
四
番
目
は
、
大
隈
が
自
分
の
邸
宅
、
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温
室
や
大
隈
邸
に
多
く
の
学
生
を
招
い
て
い
る
写
真
で
す
。
こ
の
よ
う
な
写
真
が
三
百
何
枚
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
写
真
に
残
っ
て
い

な
い
も
の
も
含
め
れ
ば
、
大
隈
と
い
う
の
は
非
常
に
多
く
の
人
物
を
自
分
の
自
宅
に
招
い
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
招
か
れ
た
人

は
多
様
で
一
貫
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
ベ
ニ
ン
ホ
フ
と
い
う
牧
師
さ
ん
に
非
常
に
協
力
し
、
あ
る
い
は
同
志
社
の
設

立
に
も
力
を
貸
し
て
い
ま
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
大
隈
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
助
け
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
に
手
を
貸
す
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。「
近
世
的
な
義
侠
心
」
と

い
う
言
い
方
が
ど
こ
ま
で
正
し
い
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
っ
た
側
面
が
非
常
に
強
い
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
物
事
を
考
え

る
際
に
も
近
代
的
な
合
理
性
を
大
隈
は
も
ち
ろ
ん
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
近
代
的
・
合
理
的
な
判
断
よ
り
も
義
侠
的
な
、

近
世
的
な
価
値
観
で
物
事
を
考
え
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
部
分
が
彼
の
一
貫
性
の
な
さ
と
批
判
さ
れ
る
部
分
の
裏
側
に
存
在
す
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
は
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
前
近
代
に
は
前
近
代
の
合
理
性
が
、
近
世
に
は
近
世
な
り
の
合
理
性
が
あ
る
存
在
す
る
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
大
隈
を
近
代
的
な
合
理
性
だ
け
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、「
節
操
の
な
い
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
な
評
価
に

な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
彼
に
は
彼
な
り
の
合
理
性
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
合
理
性
と
い
う
の
は
、
近
世
的
な
合
理

性
と
し
て
捉
え
て
み
た
ら
ど
う
か
と
思
う
の
で
す
。

　

第
二
の
課
題
は
「
東
京
専
門
学
校
の
創
設
」
で
す
。
こ
れ
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
大
隈
重
信
は
明
治
一
五
年
に
東
京
専
門
学
校
を
作
る

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
、
前
年
の
「
明
治
一
四
年
の
政
変
」
と
い
う
政
治
的
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
大
隈
が
政
界
か
ら
下
野
を
す
る
。
大

隈
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
下
野
で
す
が
、
政
府
か
ら
見
る
と
大
隈
を
追
放
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
東
京
専
門
学
校
創
設
の
直
接
の
き
っ
か

け
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
東
京
専
門
学
校
は
、
実
質
的
に
は
大
隈
の
学
校
で
す
。
土
地
も
大
隈
家
が
所
有
し
て
い
た
も
の
で
す
し
、
学
校
運
営
費
の
多
く
も
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大
隈
が
援
助
を
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
実
は
大
隈
は
自
分
が
作
っ
た
学
校
で
あ
り
な
が
ら
、
学
校
か
ら
非
常
に
距
離
を
置
い
て
い
ま
し
た
。

い
わ
ゆ
る
学
校
の
要
職
に
は
、
初
期
に
お
い
て
は
一
切
そ
の
要
職
に
就
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
開
校
式
に
も
彼
は
出
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
翌
々
年
の
第
一
回
得
業
生
と
大
隈
が
一
緒
に
写
っ
た
写
真
と
い
う
の
が
実
は
存
在
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
大
隈
が
一
切
大

学
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
資
料
か
ら
見
る
と
、
彼
が
開
校
の
二
年
後
に
は
大
学
に
行
っ
て
、
学
生
た
ち
と
写

真
を
撮
っ
た
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
い
わ
ゆ
る
公
式
に
は
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
大
学
に
は
頻
繁
に
来
て

い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
公
式
的
に
は
大
学
と
は
か
な
り
距
離
を
置
い
て
い
た
。

　

公
式
に
大
学
と
関
わ
る
の
は
創
立
一
五
周
年
式
典
に
参
加
し
て
演
説
を
し
た
の
が
最
初
で
す
し
、
大
学
の
職
と
い
う
意
味
で
は
明
治
四

〇
年
の
初
代
総
長
に
就
任
す
る
の
が
最
初
で
す
。
大
隈
は
、
大
学
が
で
き
て
か
ら
二
五
年
間
は
学
校
の
要
職
に
就
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の

で
す
。

　

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
事
実
で
す
が
、
大
隈
が
明
治
一
四
年
の
政
変
に
よ
っ
て
下
野
を
し
た
こ
と

が
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
政
府
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
追
放
し
た
大
隈
が
学
校
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
警
戒
心

を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
従
来
の
大
隈
研
究
で
は
、
こ
の
政
府
の
警
戒
・
妨
害
を
、
大
隈
は
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
、
政
府

が
東
京
専
門
学
校
に
ス
パ
イ
を
送
る
よ
う
な
形
で
監
視
し
て
い
た
の
は
、
政
府
の
無
理
解
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
化
し
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
残
り
ま
す
。

　

当
時
の
事
情
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
西
郷
隆
盛
の
西
南
戦
争
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
が
明
治
六
年
の
政
変
に
よ
っ

て
政
府
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
そ
し
て
鹿
児
島
に
戻
っ
て
、
彼
を
慕
い
、
彼
に
共
感
す
る
若
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
私
学
校
を
作
っ
た
。
結
局
、

最
終
的
に
は
そ
れ
が
政
府
反
乱
と
し
て
の
西
南
戦
争
を
起
こ
す
わ
け
で
す
。
こ
の
西
南
戦
争
は
、
東
京
専
門
学
校
創
設
の
僅
か
五
年
前
の

出
来
事
な
の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
私
学
校
と
政
府
反
乱
の
記
憶
が
生
々
し
い
時
代
に
、
大
隈
が
東
京
専
門
学
校
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
に
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な
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
薩
長
の
政
治
家
た
ち
、
政
治
的
な
要
職
に
あ
っ
た
人
物
た
ち
は
、
そ
の
多
く
が
政
治
結
社
と
し
て
の
松
下
村
塾
の
出
身
者

た
ち
な
の
で
す
。
松
下
村
塾
と
い
う
の
は
、
吉
田
松
陰
が
作
っ
た
「
学
校
」
で
あ
り
、
そ
の
出
身
者
が
幕
末
政
局
の
一
大
勢
力
と
し
て
活

躍
し
た
の
で
す
。
彼
ら
政
府
の
要
人
も
そ
の
よ
う
な
私
学
校
の
出
身
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
近
世
的
な
私
塾
と
い
う
も
の
が
政
治
勢

力
と
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
結
果
的
に
反
政
府
運
動
の
担
い
手
と
な
っ
た
こ
と
、
幕
末
政
局
の
一
大
勢
力
と
し
て
活
動
し
た
こ
と

は
、
彼
ら
の
記
憶
に
は
非
常
に
生
々
し
く
残
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
で
あ
る
ゆ
え
に
、
下
野
し
た
大
隈
と
彼
を
慕
っ
て
集
ま
る
若
者
た

ち
、
小
野
梓
、
高
田
早
苗
を
中
心
と
し
た
集
団
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
妥
当
だ

と
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
私
塾
的
な
側
面
と
い
う
こ
と
に
も
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
程
も
大
隈
重
信
が
近
世
人
的
な
素
養
を
持
ち
な
が
ら
近
代

化
に
関
わ
っ
て
き
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
創
設
に
関
わ
っ
た
、
東
京
専
門
学
校
も
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
近
世
的
な
私
塾
と
い
う
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
東
京
専
門
学
校
を
捉
え

て
い
っ
た
ほ
う
が
、
東
京
専
門
学
校
の
歴
史
的
性
格
に
迫
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
。

　

私
塾
と
い
う
の
は
創
設
者
、
そ
の
塾
を
作
っ
た
個
人
と
の
強
固
な
精
神
的
な
結
合
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
同
じ
志
・
思
想
を
持
っ

て
、
共
感
共
鳴
し
集
ま
っ
て
き
た
集
団
な
わ
け
で
す
。
初
期
の
東
京
専
門
学
校
も
や
は
り
こ
う
い
っ
た
要
素
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
い
う

ふ
う
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
私
塾
と
い
う
の
は
、
や
は
り
近
代
的
な
学
校
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
だ

と
い
う
ふ
う
に
捉
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
、
東
京
専
門
学
校
が
で
き
た
時
期
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
私
塾
か
ら
近
代
的
な

学
校
へ
と
、
日
本
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
シ
ス
テ
ム
が
切
り
替
わ
っ
て
い
く
過
渡
期
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、

東
京
専
門
学
校
は
私
塾
の
最
後
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
東
京
専
門
学
校
の
創
設
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
る
の
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か
、
あ
る
い
は
早
稲
田
大
学
の
性
格
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
際
に
は
や
は
り
、
初
期
に
は
大
隈
や
小
野
、
高
田
と
の
精
神
的
結
合
、

あ
る
い
は
思
想
を
同
じ
く
す
る
集
団
と
し
て
の
私
的
な
学
校
、
私
塾
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
が
、
近
代
的
な
教
育
機
関
と
し
て
の
大

学
へ
ど
の
よ
う
に
脱
皮
し
、
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
と
葛
藤
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

　

実
は
、
早
稲
田
大
学
は
四
年
前
に
一
二
五
周
年
を
迎
え
た
わ
け
で
す
が
、
も
う
す
で
に
一
五
〇
年
に
向
け
て
少
し
づ
つ
動
き
始
め
て
い

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
早
稲
田
大
学
の
一
五
〇
年
史
」
と
い
う
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
も
う
動
き
始
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の

際
に
は
、
初
期
の
専
門
学
校
か
ら
の
性
格
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
近
代
的
な
教
育
機
関
と
し
て
ど
う
変
化
し
て
い
っ

た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
部
分
に
つ
い
て
捉
え
直
し
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

も
う
、
予
定
の
時
間
が
近
づ
い
て
き
ま
す
の
で
、
最
後
に
少
し
今
日
の
話
を
ま
と
め
て
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
の
話
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
、
大
隈
を
少
し
近
世
人
的
に
捉
え
返
し
て
み
よ
う
。
彼
の
思
想
や
行
動
様
式
の
根
底
に
は
、
や
は
り

近
世
的
な
素
養
と
い
う
も
の
を
強
く
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、

一
方
で
彼
は
、
近
代
人
と
し
て
の
思
想
や
行
動
様
式
も
身
に
つ
け
て
い
き
ま
す
。
彼
は
単
に
古
い
近
世
的
な
も
の
を
頑
固
に
持
ち
続
け
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
世
的
な
も
の
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
を
自
分
の
土
台
に
し
な
が
ら
も
、
近
代
的
な
も
の
を

受
け
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
大
隈
重
信
と
い
う
個
人
に
お
け
る
近
代
あ
る
い
は
近
代
性
の
受
容
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
彼
の
思
想
形

成
が
孕
ん
で
い
る
あ
る
種
の
矛
盾
や
葛
藤
と
い
っ
た
も
の
は
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に
捉
え
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
の
が
、
今
後
の
課
題
と

な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
際
に
従
来
の
よ
う
な
前
近
代
的
な
思
想
、
近
世
的
な
思
想
行
動
様
式
か
ら
完
全
に
逸
脱
し
た
と
考
え
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る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
儒
教
的
な
素
養
や
近
世
人
と
し
て
の
行
動
規
範
と
い
う
も
の
を
ベ
ー
ス
に
し
な

が
ら
も
、
彼
が
近
代
的
知
識
、
文
明
的
知
見
を
融
合
さ
せ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
、
そ
こ
と
葛
藤
し
な
が
ら
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
っ
た
、

少
し
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
近
世
人
的
な
思
考
方
法
や
価
値
観
を
強
く
持
ち
な
が
ら
も
、
近
代
的
な
知
見
や
政
策
に
深
く
関
わ
っ
た

人
物
で
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
矛
盾
や
ズ
レ
と
い
う
も
の
が
必
然
的
に
包
含
さ
れ
る
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
最
大
の
魅
力
な
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
単
純
に
一
つ
の
価
値
観
の
み
で
動
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
近
世
と
近
代
と
い
う
矛
盾
す
る
も
の
を
自
分
の
内

部
に
抱
え
な
が
ら
、
し
か
し
近
代
文
明
的
な
政
策
を
推
進
し
て
い
く
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
隈
重
信
の
最
大
の
魅
力

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
彼
の
矛
盾
や
ズ
レ
と
い
っ
た
も
の
が
、
彼
が
作
っ
た
東
京
専
門
学
校
・
早
稲
田
大
学
の
歩

み
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
歴
史
的
に
位
置
付
け
解
釈
し
直
す
こ
と
が
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
あ
る
い
は
一

五
〇
年
史
を
執
筆
し
て
い
く
う
え
で
の
最
大
の
課
題
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
近
世
人
的
な
大
隈
の
思
想
、
人
間
と
し
て
の
基
盤
に
あ
る
も
の
は
、
近
世
的
な
儒
教
的
な
考
え
方
、
あ
る
い

は
行
動
様
式
を
培
っ
た
「
場
」
こ
そ
、
佐
賀
と
い
う
土
地
で
あ
り
、
さ
ら
に
佐
賀
の
中
で
の
こ
の
生
家
、
彼
が
生
ま
れ
た
生
家
と
彼
が
育
っ

た
こ
の
空
間
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
彼
が
近
世
人
と
し
て
ま
さ
し
く
人
間
形
成
を
し
た
こ
の
空
間
や
「
場
」
と
い
っ
た
も
の

が
歴
史
的
に
持
つ
意
味
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
い
っ
た
「
場
」
で
こ
の
よ
う

な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
非
常
に
貴
重
な
体
験
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
を
し
て
お

り
ま
す
。

　

と
り
と
め
の
な
い
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
お
付
き
合
い
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


