
教

舎

と

園

家

ー

ー

ー

イ

7
ス
民
主
々
義
思
想
接
展
史
の
一
せ
っ
ー
ー

堀

潮

寸
]
同
叩
合
同
四
叶
冊
目
仲
吋
刊
日
目
岡
山

O世
田

O同
昨
日
同
町
当

Oユ
山

g
-
H
c
p
m
p口
]
同
山
口
比
国

04司ロ

F目
E
o
p
当
町
内
込
山
田
仲
何
回
叩

同
)
]
笹
口

S仏
B
E口
山
口
問
。
同

F
Z
ロロル
4
2
8・
J
E
2
2
守
口
叩
ぴ
叩
ロ

40司
回
目
m
q
B
F吋
司

M
M
H
弘

山

田

吾

叩

げ

0
5

8σ
昨日

μO門
凶
色
。

SHUH01口
問
。
巳
吋
ず
ユ
え

O
H
E
2
8
d
i
s
s
広・

此
の
世
界
に
存
在
す
る
各
種
の
宗
教
は
、
各
誌
、
説
き
方
は
異
る
け
れ
ど
も
比
の
宇
宙
の
計
査
と
意
味
を
わ
れ
わ
れ

に
説
明
す
る
。
員
の
信
仰
を
有
つ
も
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
比
の
宇
宙
の
中
に
於
け
る
わ
れ
わ
れ
の
短
か
い
生
涯
を

如
何
に
廃
す
る
の
が
最
善
で
あ
る
か
を
推
論
す
る
。
ー
ー
レ
ス
リ
1

・
ス
テ
ィ
ー
グ
ン

l
i

1 

十
八
世
紀
(
思
想
史
的
に
は
一
六
八
八
年
名
春
革
命
に
は
じ
ま

る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
)
以
来
の
英
国
の
政
治
史
は
、
言
わ
ば
教

権
入
キ
リ
ス
ト
教
)
と
世
俗
榛
(
園
家
)
の
分
離
の
歴
史
で
あ
る
。

中
世
以
来
人
間
生
活
の
中
心
で
あ
っ
た
宗
教
が
、
本
稿
の
主
題
と

す
る
十
八
世
紀
に
於
て
も
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
面
(
科

品
駅
舎
と
酒
家

挙
、
思
想
、
政
治
等
)
を
如
何
に
支
配
し
た
か
、
そ
の
宗
教
の
中

で
も
カ
ト
リ
y

ク
あ
り
園
教
汲
あ
り
非
園
教
汲
あ
り
、
園
教
汲
の

中
で
も
寛
容
汲
あ
り
巌
格
汲
が
あ
っ
て
互
い
に
そ
の
立
場
を
主
張

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
に
歴
史
の
殻
展
経
過
を
複
雑
に
し
た

か
は
、
そ
の
時
代
の
空
気
を
呼
吸
し
な
い
者
、
殊
に
キ
リ
ス
ト
教

の
雰
園
気
に
な
じ
み
の
う
す
い
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
は
了

解
不
可
能
に
近
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
に
も
か
L

わ
ら
ず
英
国
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2 

史
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
(
そ
の
歴
史
が
如
何
な
る
内
容
目
的

を
有
と
う
と
も
、
英
園
民
が
宗
教
に
劃
し
て
有
つ
態
度
を
識
ら
な

い
こ
と
は
致
命
的
な
も
の
で
あ
り
之
れ
を
除
外
し
た
英
園
史
は
無

意
味
で
あ
り
、
誤
り
で
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

ジ
ェ

1
ム
ズ
一
世
の
即
位
三
六
O
三
)
よ
り
名
血
管
革
命
に
至
る

迄
の
ス
テ
ュ
ア
1
ト
王
朝
の
八
十
年
間
に
於
け
る
紛
糾
は
、
中
世

英
国
が
近
世
英
園
へ
費
展
す
る
産
み
の
苦
し
み
の
時
期
で
あ
る
。

そ
れ
は
宗
教
を
中
心
と
し
て
争
わ
れ
た
、
思
想
闘
争
、
政
治
闘
争
、

乃
至
枇
舎
闘
争
の
時
期
で
あ
る
。
ジ
ェ

1
ム
ズ
一
世
よ
り
ジ

Z
1

ム
ズ
二
世
に
至
る
ま
で
の
ス
テ
ュ
ア
l

ト
朝
の
四
人
の
王
は
、
例

外
な
く
営
時
急
速
に
自
我
に
目
覚
め
つ
つ
あ
っ
た
国
民
の
動
向
を

見
る
の
明
な
く
、
従
来
の
カ
ト
リ
y

ク
的
思
考
方
法
に
執
着
し
、

君
主
の
統
治
権
は
紳
興
の
も
の
で
あ
る
か
ら
紹
封
の
も
の
で
あ
る

と
魚
す
り
守
宮
叩
何
百
宮
え
閃
吉
宮
を
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
信
僚
と

し
て
園
民
に
強
要
し
た
。
統
一
園
家
形
成
時
代
の
営
時
の
君
主
と

し
て
、
又
『
園
家
、
そ
れ
は
自
分
だ
』
と
ル
イ
十
四
世
を
し
て
叫

ぱ
し
め
た
ほ
ど
の
風
潮
の
中
で
の
ス
テ
ュ
ア
1
ト
朝
の
君
主
の
か

く
の
如
き
態
度
も
致
し
方
も
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
併
し
な
が

ら
彼
等
の
か
く
の
如
き
態
度
こ
そ
貫
は
英
国
の
近
世
化
へ
の
道
程

iノ

を
早
め
た
が
の
観
が
あ
る
。
印
ち
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
と
ク
ロ
ム
ウ

ェ
ル
の
率
い
る
議
曾
清
教
徒
軍
と
の
争
い

(
2
4口
当
ミ
)
之
に

伴
う
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
慮
刑
及
び
名
春
革
命
に
よ
る
ジ
ェ

1
ム

ズ
二
世
の
フ
ラ
ン
ス
へ
の
逃
亡
等
一
連
の
大
事
件
は
こ
と
ご
と
く

之
等
君
主
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
へ
の
固
執
と
之
れ
を
排
除
せ
ん
と
す

る
新
教
主
義
乃
至
新
教
主
義
的
傾
向
を
有
す
る
園
教
主
義
の
聞
の

争
い
に
匹
胎
す
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
此
の
意
味
に
於
て

奮
教
を
墨
守
せ
ん
と
す
る
彼
等
の
努
力
が
逆
に
新
英
園
へ
の
稜
足

を
早
め
た
よ
う
な
結
果
を
産
ん
だ
の
も
興
味
深
い
。

併
し
な
が
ら
歴
史
の
流
れ
は
手
の
裏
を
か
え
す
が
如
く
急
激
に

襲
轄
す
る
も
の
で
は
勿
論
な
い
。
革
命
後
迎
え
ら
れ
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
三
世
は
、
自
身
長
老
汲
の
一
員
で
あ
り
、
共
の
即
位
と
共
に
宗

教
寛
容
令
(
吋
色
町
E
S。ロ
k
p
口
仲
)
を
後
布
し
て
一
部
の
民
心
(
例

え
ば

4
E
m
業
員
の
如
き
)
を
得
た
と
は
言
え
、
ル
イ
十
四
世

の
庇
護
の
下
に
あ
る
ジ
ェ

1
ム
ズ
二
世
へ
の
同
情
者
の
数
も
賀
も

侮
り
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
に
封
し
て
公
然
と

臣
従
の
誓
い
を
担
否
し
た
足
。
口
言

8
5
の
中
に
は
倒
底
軽
視
出

来
な
い
有
力
な
る
借
職
が
数
多
く
含
ま
れ
て
居
り
、
信
仰
的
に
強

く
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
治
世
に
封
抗
し
て
居
り
、
彼
の
地
位
は
決
し
て
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安
固
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
い
得
な
い
。

数
舎
と
国
家
と
の
問
題
も
革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
一
挙
に
解
決

さ
れ
た
課
で
は
毛
頭
な
く
、
そ
れ
が
一
患
の
結
末
に
到
達
す
る
矯

め
に
は
、
更
に
次
の
百
数
十
年
間
の
時
期
を
必
要
と
し
幾
た
び
か

激
し
い
論
争
が
闘
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
此
の
論
争
が
如
何
に
殻
展
し
、
そ
の
時
々
の
政
治
、
枇
曾

賦
勢
に
如
何
に
影
響
し
て
行
っ
た
か
そ
の
超
過
を
出
来
る
だ
け
明

ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
。

一ー，

3 

名
血
管
革
命
の
理
論
づ
け
を
行
っ
た
の
は
ロ

y

ク

G
O
M
H
ロ

島
町
)
で
あ
る
こ
と
は
人
の
知
る
如
く
で
あ
る
。
そ
の
政
府
論

(
斗
君
。
寸
吋
由
主

2
2
丘
2

4
日
目
。
。
4
白
吋
ロ
自
由

E

E
∞S
が
革
命
の

政
治
理
論
を
基
礎
づ
け
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
教
寛
容
論

(Fzzagロ
8
3
E的
寸
。
H
O
B
丘
O
ロ
)
は
、
更
に
政
治
理
論
の

基
礎
と
も
言
う
べ
き
彼
の
宗
教
諭
で
あ
る
、
彼
の
政
治
理
論
は
其

の
后
百
年
に
一
旦
っ
て
ヨ

l

ロ
ァ
パ
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
の
思
想

界
に
も
深
き
影
響
を
及
ぼ
し
、
ア
メ
リ
カ
の
濁
立
宣
言
、
及
び
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
人
権
宣
言
の
根
抵
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

教

舎

と

園

家

は
『
政
府
論
』
の
第
二
部
に
盛
ら
れ
た
理
論
で
あ
る
、
然
る
に
第

一
部
は
問
。

σ
2件
目
-
S
2
の
E

旬
丘
叶

g叶口
E‘
z
に
劃
す
る
徹

底
的
な
駁
論
で
あ
る
、

F
m由民叩

paHM冊
目
は
此
の
事
貫
を
目
し
て

『
そ
れ
は
横
綱
格
の
理
論
家
が
揮
携
ぎ
に
も
雷
ら
な
い
理
論
を
な

ぎ
倒
す
標
本
と
し
て
よ
り
外
に
意
味
は
な
い
』
と
評
す
る
け
れ
ど

も
之
れ
を
阜
な
る
論
争
と
し
て
見
る
な
ら
ば
正
に
そ
の
通
り
で
あ

る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
吾
々
は
此
の
事
貫
の
脊
後
に
横
わ
る
時
代
の

空
気
を
観
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
革
命
の
時
期
に
於
て
も
王
様

F
o
，
 

紳
輿
詑
(
上
述
フ
ィ
ル
マ

1
の

E
H江
古
口
げ
mw

は
そ
の
言
わ
ば
一
位

曾
撃
的
解
説
で
あ
る
)
の
如
き
妄
論
が
な
お
如
何
に
蹴
属
し
て
い

た
か
は
恐
ら
く
吾
々
の
想
像
を
超
え
る
欣
態
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
此
の
撲
滅
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
思
想
家
の
最
大
の
関
心
事
で
あ

っ
た
に
相
違
な
い
、
此
所
に
ロ

y
ク
が
既
に
四
十
年
前
に
現
れ
て

い
た
ホ

y
プ
ス
(
↓
]
E
B
S
出。
σぴ
四
国
)
の
有
力
且
つ
明
快
な
る

政
治
論
に
封
し
て
一
顧
も
興
え
ず
、
ひ
た
す
ら
神
輿
棒
読
の
打
倒

に
専
念
し
た
理
由
が
存
在
す
る
し
、
叉
宗
教
の
政
治
に
封
し
て
有

つ
重
要
性
が
何
よ
り
も
大
で
あ
り
、
一
般
の
民
心
も
そ
の
問
題
が

如
何
に
な
り
行
く
か
に
最
大
の
注
意
を
掛
っ
て
い
た
こ
と
が
察
せ

ら
れ
る
。
寸
。

-2由、片山
O
ロ
(
以
下
車
に
寛
容
論
と
課
す
る
〉
に
闘
す
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あ
理
論
が
政
府
論
と
恰
ど
時
を
同
じ
く
し
て
出
版
せ
ら
れ
た
の
も

嘗
然
の
蹄
結
止
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
叉
そ
の
理
論
は
『
人
間
悟
性

論
』
及
『
政
府
論
』
に
劣
ら
ざ
る
重
要
性
を
有
つ
も
の
と
言
わ
れ

て
居
る
。

寛
容
論
の
精
神
を
一
言
に
し
て
要
約
す
れ
ば
、

h
h
p
同
叶

g
口
町
民
'

Z
M
M
E
m
w
同

8
0由
g
g
=
と
い
う
現
代
の
教
曾
観
乃
至
園
家
観
に

開
地
一
泊
す
る
、
卸
ち
数
舎
は
舎
員
の
白
渡
的
意
志
に
基
く
圏
憧
で
あ

る
か
ら
園
家
と
は
何
等
の
相
互
関
係
を
有
つ
も
の
で
は
な
い
、
日

く
君
主
の
櫨
能
は
彼
が
支
配
す
る
枇
舎
の
一
順
一
肱
と
保
存
と
卒
和
の

侠
讃
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
、
各
個
人
の
種
々
の
行
動
に
つ
い
て

は
、
皐
な
る
思
耕
的
な
意
見
乃
至
信
仰
は
、
山
口
田
然
の
権
利
と
し
て

寛
容
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
何
故
な
れ
ば
純
粋
に
思
排
的
な

意
見
は
枇
舎
の
成
員
と
し
て
の
自
分
の
行
動
も
支
配
せ
ず
叉
自
身

に
於
て
そ
の
意
見
を
規
制
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
か
ら
君
主
と
雄

も
そ
れ
を
規
制
出
来
な
い
の
は
雷
然
で
あ
る
。
一
方
信
仰
は
と
一
言

え
ば
そ
れ
は
自
己
と
紳
と
の
聞
の
問
題
で
あ
っ
て
君
主
と
は
何
等

の
欄
係
を
有
た
な
い
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
は
誠
買
に
し
て
良
心
的

で
あ
る
限
り
紹
封
に
罰
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
。
次
に
ロ
ッ
ク
は
道

徳
上
の
徳
と
不
徳
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
臼
く
、
君
主
は
之
等

の
問
題
に
関
し
て
は
そ
れ
が
彼
の
攻
府
の
下
に
於
て
人
類
の
一
一
幅
一
祉

と
そ
の
維
持
を
損
わ
な
い
限
り
、
こ
の
問
題
に
踊
れ
て
は
な
ら
な

い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
彼
は
善
良
な
る
人
々
の
此
の
世
に
於
け
る

霊
魂
の
問
題
及
来
世
に
於
け
る
救
い
の
問
題
に
劃
し
て
何
等
の
干

渉
権
も
有
し
な
い
。
若
し
君
主
が
敢
て
干
渉
を
試
み
る
な
ら
ば
人

民
は
必
ず
や
服
従
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
従
っ
て
是
非
な
く
刑
罰

を
蒙
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
簡
単
な
要
約
に
見
ら
る
L

如
き
ロ
ッ
ク
の
理
論
は
、
現
代

か
ら
考
え
る
と
、
論
ず
る
に
も
足
ら
な
い
自
明
の
事
柄
の
よ
う
に

見
え
る
が
し
か
も
な
お
『
そ
れ
は
官
時
の
人
々
に
取
り
で
は
す
こ

ぶ
る
消
化
困
難
な
肉
片
で
あ
っ
た
』
と
言
わ
れ
る
理
由
は
何
か
。

寛
容
令
(
寸
。

-2担比。ロ
k
p
口付

H
a
∞
甲
)
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
コ
一
世
の

即
位
と
共
に
後
布
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
わ
ば
一
六

七
三
年
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
首
時
務
布
せ
ら
れ
た
審
査
令
(
サ
申
込

〉
三
)
の
逆
の
意
味
を
有
す
る
・
も
の
で
あ
る
、
審
査
令
に
よ
れ
ば

回
目
的
】

ga
の
信
者
に
あ
ら
ざ
る
総
て
の
異
端
者

を
公
職
よ
り
追
放
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
非
園
教
徒
た
る

2
0ロ
，
。
。
民
O
吋ロロ
2
F
U
2
8
E
2
p
u
m仲
間
片
的
た
ち
は
単
に
公
職

に
就
く
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
積
極
的
に
図
主
の
最
高

。何回ロ吋口一
V

O

]市
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権
の
是
認
と
彼
に
封
す
る
忠
誠
の
宣
誓
を
垣
否
し
た
者
に
封
し
て

は
刑
罰
さ
え
も
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
園

教
は
密
接
に
圏
構
と
結
び
つ
い
て
居
り
、
そ
の
信
仰
笛
傑
に
反
封

す
る
自
由
主
義
的
信
徒
に
封
し
で
は
偲
借
な
き
態
度
を
と
っ
た
の

で
あ
る
。
此
の
態
度
は
今
日
に
於
て
も
少
な
か
ら
ざ
る
程
度
に
於

て
高
教
汲
(
回
目
的
げ
の
何
回
口

2
5
の
中
に
流
る
L

精
神
で
あ
り
、
そ

の
特
別
な
支
持
者
と
し
て
政
治
的
叶
。

4
黛
が
あ
っ
た
こ
と
は
注

目
に
値
す
る
。

革
命
は
一
面
か
ら
一
言
え
ば
か
く
の
如
き
空
気
に
封
し
て
費
し
た

自
由
思
想
家
の
運
動
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
主
導
岨
胞
が
非
園
教
徒

で
あ
り
、
政
治
的
に
は
者
げ
仲
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

革
命
の
成
功
に
よ
っ
て
上
述
の
精
神
の
固
執
者
た
る
ジ
ェ

1
ム
ズ

5 

は
逃
走
し
、
か
ね
て
寛
容
精
神
を
鼓
吹
し
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
が

オ
ラ
ン
、
ダ
よ
り
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ル
グ
ィ
ニ
ス
ト
た

る
彼
の
立
場
が
決
し
て
安
固
た
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
上
述

の
理
由
よ
り
十
分
想
像
が
つ
く
の
で
あ
る
。
郎
ち
寛
容
令
は
自
由

思
想
家
た
ち
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
一
言
え
、
高

教
的
精
神
は
依
然
と
し
て
衰
え
た
誇
で
だ
く
、
従
っ
て
此
の
法
律

は
徹
底
し
た
寛
容
を
行
う
こ
と
は
事
情
が
之
れ
を
許
さ
ず
何
ほ
ど

教

舎

と

図

家

か
加
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
然
ら

ば
此
の
い
川
紛
の
限
界
を
何
庭
に
置
く
べ
き
か
が
嘗
然
次
ぎ
に
起
る

問
題
で
あ
る
、
此
の
法
律
は
上
述
審
査
令
等
の
内
容
を
な
す
異
端

迫
害
(
宮

2
2
5芯
ロ
)
を
完
全
に
排
除
し
た
も
の
で
な
く
、
一
定

の
傑
件
を
守
る
者
に
封
し
て
草
な
る
除
外
例
を
設
け
た
に
す
ぎ
な

い
。
勿
論
そ
れ
は
信
教
自
由
の
原
則
を
譲
歩
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
は
言
え
、
或
る
限
芥
内
に
於
て
園
家
と
枇
合
秩
序
を
撹
乱
〆

せ
ざ
る
限
り
宗
教
上
・
の
自
由
行
動
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
、
多
分
に
政
治
的
な
意
味
を
有
し
個
人

的
良
心
の
櫨
利
に
封
す
る
等
重
と
い
う
観
鮎
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も

の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
『
ロ

1

7
カ
ト
リ
ッ
ク
汲
が
嫌

悪
さ
れ
た
の
は
、
彼
等
が
聖
瞳
奔
受
(
九
門
官
ロ

E
Z
S
E
E
Zロ
)

の
数
理
を
信
じ
た
か
ら
で
な
く
、
彼
等
が
ル
イ
十
四
世
と
結
合
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
を
不
利
な
る
立
場
に
陥
れ
る
で
あ
ろ

(
S〉

う
と
い
う
こ
と
が
、
よ
り
強
く
危
倶
さ
れ
た
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
』

か
く
の
如
く
現
貫
に
於
て
は
法
律
の
動
機
は
多
分
に
政
治
的
で
あ

っ
て
、
窯
の
指
導
者
た
ち
は
、
政
治
の
目
的
の
矯
め
に
宗
教
的
情

熱
を
利
用

L
た
の
だ
と
評
さ
れ
て
も
そ
れ
を
否
定
す
る
需
に
行
か

ぬ
。
兎
も
あ
れ
、
か
く
の
如
き
錯
雑
し
た
宗
教
的
政
治
的
雰
園
無
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一

橋

論

叢

第
三
十
七
巻

第
一
一
コ
扱

6 

の
中
に
あ
っ
て
ロ
ァ
ク
の
稽
え
る

同
叶

g
田

ggww
の
思
想
が
完
全
に
寛
容
令
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
は
思
い
も
及
ぱ
ぬ
所
で
あ
り
、
そ
れ
が
此
の
時
代
に

劃
し
て
消
化
困
難
な
る
向
片
で
あ
っ
た
の
は
致
し
方
も
な
い
。

(
1
〉
岡
、
町
田
ロ
白

ωけ由一句
H
H
O
P
国
同
国
交
〉
吋
句
。
同
肘
ロ
関
口
出
何
回
凶
，

HHOロ
mHH仲
町
同

昨
日
回
目
何
時
間
財
仲
町
四
口
昨
日
同

(Umwロ
C
H
H
Uコ
〈
CH・
H
H
の
HHF匂

-M-

(

2

)

出
血
同

i
o
E
F伊
国
]
ロ
祖
国

H丘
C
H刷
、
。
片
岡
ロ

mHH由
討
】

V
C
H
B
P戸
川

門

V
Oヂ

m門
医
・
同
叶

O
B
F
g
r
o
g
H凶
g
g
p
p
(
U
F
P
H
U・
H
H
H

(
3
)
k
r
-
k
r
・
ω
σ
P
S
F
A門
げ

o
o
q
c同

J

円
。

8
]色
目
。
ロ
ロ
ロ
Q
O吋
仲
何
回
目

-hHHO
吋∞
-hdp立
い
少
の
げ
p
u
-
-
H
H

hmH
同
回
以
山
内
山
口
一

F
C
]守
口
げ
山

H
H
P

最
高
構

3
3
2
5
8
u
U
が
教
舎
に
属
す
る
か
、
園
主
に
属
す

る
か
の
問
題
は
上
述
の
事
情
を
更
に
一
一
暦
複
雑
に
す
る
、
主
擢
は

e
 

紳
興
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
り
Z

E

O

H仲
間

E

。
片
岡
宮
宮
の
説

に
従
え
ば
、
園
王
は
数
曾
の
頭
で
あ
る
と
同
時
に
園
家
の
頭
で
も

あ
り
、
従
っ
て
最
高
楼
に
就
い
て
の
疑
問
は
起
ら
な
い
。
元
来
此

の
数
義
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
色
彩
を
有
つ
に
拘
ら
ず
そ
れ
は
英
園
教

が
ロ

1

7
よ
り
濁
立
す
る
矯
め
の
、
一
言
わ
ば
英
園
民
の
停
統
的
な

反
ロ

1

7
精
神
を
賞
現
す
る
魚
め
の
武
器
と
し
て
役
立
っ
た
と
い

う
微
妙
な
る
意
味
を
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
ト
リ
ッ

ク
的
ジ
ェ

1
ム
ズ
二
世
の
追
放
に
よ
っ
て
一
熔
は
右
の
問
題
は
解

決
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
期
待
せ
ら
れ
た
ウ
ィ
リ

ア
ム
一
二
世
の
治
世
は
革
命
の
仕
上
げ
よ
り
ほ
ど
遠
か
っ
た
ば
か
り

で
な
く
問
題
を
一
層
複
雑
化
し
た
か
の
観
が
あ
る
、
此
の
事
情
は

園
数
汲
と
非
園
教
汲
と
の
閥
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

明
瞭
と
な
る
。

非
園
数
汲
は
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
教
権
の
世
俗
楼
と
の
結
び

付
き
を
排
斥
す
る
、
従
っ
て
彼
等
は
世
俗
棒
を
代
表
す
る
園
主
の

教
樺
の
代
表
者
た
る
名
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
麿
迫
に
極
力
反
封
し

た
の
で
あ
る
、
革
命
の
成
就
に
よ
り
若
し
新
た
に
迎
え
ら
れ
た
ウ

ィ
リ
ア
ム
が
そ
の
属
す
る
長
老
汲
数
舎
の
教
義
に
従
っ
て
行
動
し

た
な
ら
ば
問
題
は
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
周
圏
の
政
治
的
事

情
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
印
位
後
の
第
一
手
段
で
あ
っ
た
寛
容
令
す

ら
不
徹
底
に
了
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
は
上
述
の
通
り
で
あ

る
。
更
に
重
大
な
の
は
彼
が
園
教
汲
に
封
し
て
強
要
し
た
『
忠
誠

の
宣
誓
』

(
O主
耐
え
と
-
m
m
E
ロg
)

で
あ
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
迎

立
は
園
教
の
高
教
汲
の
人
々
に
と
り
決
し
て
喜
ば
し
き
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
彼
に
封
し
て
宗
教
上
の
最
高
樺
を
認
む
る
こ
と
は
結

.... 〆
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局
彼
等
の
教
権
の
致
命
的
な
波
落
を
意
味
す
る
。
何
故
な
れ
ば
、

教
権
と
俗
権
の
分
離
を
標
傍
す
る
非
園
教
徒
の
数
理
に
照
ら
す
な

ら
ば
数
櫨
は
明
ら
か
に
世
俗
擦
の
外
に
立
つ
べ
き
だ
あ
り
、
・
教
権

に
封
す
る
世
俗
榛
の
優
位
性
は
到
底
之
れ
を
是
認
し
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
敢
て
宗
教
上
の
最
高
位
櫨
を
主

張
し
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
徹
底
し
た
手
段
の
中
で
は
彼
の
地
位

が
未
だ
甚
だ
不
安
田
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ

μ寸
一
一
小
し
、
二

つ
に
は
機
を
見
て
鋒
起
せ
ん
と
し
て
い
た

τgzg∞
に
備
え
る

矯
め
の
彼
及
び
彼
の
側
近
者
た
ち
の
防
衛
的
努
力
を
示
す
も
の
に

外
な
ら
ぬ
。

『
忠
誠
の
宣
誓
』
が
強
要
さ
れ
る
や
否
や
忽
ち
之
れ
に
封
す
る

反
封
の
撃
が
有
力
な
る
園
教
汲
殊
に
高
教
汲
の
僧
職
の
間
に
起

り
、
強
硬
な
る
分
子
は
こ
と
ご
と
く
之
れ
を
担
否
す
る
態
度
を
採

っ
た
の
で
あ
る
、
宣
誓
担
否
者
(
足
。
ロ
自

]
5
2
6
と
し
て
知
ら
る

7 

る
一
一
回
が
之
れ
で
あ
る
、
彼
等
は
主
張
し
て
日
く
若
し
教
権
と
世

俗
擢
と
が
濁
立
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
舎
に
劃
し
て
園
王

の
優
位
を
認
め
し
め
ん
と
す
る
宜
誓
は
明
ら
か
に
園
王
に
劃
す
る

数
舎
の
従
属
を
意
味
し
、
そ
れ
は
中
世
の
同

2
2片
山
白
日
へ
の
複

蹄
で
あ
り
、
数
舎
は
紳
の
主
宰
す
る
忠
一
配
な
る
調
立
憧
た
る
性
格

教

舎

と

図

家

(
ω
o
o
u
g臼
ゆ

2
P口
E
)
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
、
か
く
の
如

き
数
曾
は
既
に
教
舎
で
な
い
、
何
故
な
れ
ば
キ
リ
ス
ト
の
支
配
こ

そ
数
舎
が
完
全
な
る
同
朋
圏
瞳
と
し
て
の
中
心
要
素
で
あ
る
べ
き

に
拘
ら
ず
そ
れ
が
園
王
の
子
に
よ
っ
て
左
右
せ
ら
る
」
に
於
て
は

そ
の
要
素
は
破
壊
さ
れ
て
仕
舞
う
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
之
れ
は

園
数
の
分
裂
宮
仲
間
B
と
い
う
悲
惨
な
る
運
命
に
ま
で
護
展
し
後
述

す
る
パ
ン
ゴ
リ
ヤ
ン
論
争
(
出
B-向
。
吋
芯
ロ
。
。
巳
吋
。

4
2出

u
る
と
し
て

知
ら
る
L

大
波
乱
を
容
き
起
す
原
因
と
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
一
考
を
要
す
る
の
は
宣
誓
担
否
汲
が
有
つ
政
治
的
意
味
で

あ
る
。
彼
等
の
主
張
の
根
抵
を
な
す
も
の
は
『
紳
興
棒
読
』
で
あ

る
。
そ
の
最
も
強
硬
な
支
持
者
は
ジ
ェ

1
ム
ズ
一
世
で
あ
る
。
併

し
な
が
ら
彼
が
此
の
説
の
上
に
立
っ
て
数
舎
の
忠
誠
を
要
求
し
た

時
彼
の
主
た
る
目
的
は
多
分
に
政
治
的
で
あ
り
、
彼
の
立
場
の
保

持
の
魚
め
是
非
必
要
で
あ
っ
た
法
皇
の
侵
掠
を
排
撃
せ
ん
と
す
る

事
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
、
非
園
教
汲
は
之
れ
に

封
し
猛
裂
な
る
反
封
を
潟
し
大
論
争
の
末
、
義
務
と
し
て
の
抵
抗

を
魚
す
こ
と
を
そ
の
教
義
の
中
心
要
素
と
さ
え
考
え
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
園
教
汲
は
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
た
か
と
言
う
に
、

数
舎
の
存
績
の
魚
め
に
は
カ
ト
り
y

ク
よ
り
の
濁
立
と
非
園
教
汲
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8 

一

橋

論

叢

第

三

十

七

拳

の
『
抵
抗
』
に
封
す
る
反
抗
が
必
要
な
罪
で
あ
る
。
言
い
換
え
る

な
ら
ば
数
舎
は
そ
の
存
立
を
維
持
せ
ん
矯
め
に
は
君
主
制
に
依
存

す
る
外
に
方
法
は
な
い
。
若
し
園
王
に
封
す
る
抵
抗
が
非
園
教
汲

の
武
器
と
し
て
役
立
つ
な
ら
ば
、
一
と
度
び
園
王
制
が
轄
覆
し
て

仕
舞
う
と
園
数
々
舎
は
そ
の
存
立
の
立
脚
貼
を
失
う
に
到
る
で
あ

ろ
う
。
鼓
に
園
数
汲
の
有
力
な
論
者
が
全
力
を
傾
注
し
て
主
権
の

等
巌
を
主
張
し
た
理
由
が
存
在
す
る
。
国
家
主
権
の
等
厳
性
の
主

張
は
結
局
数
舎
の
曾
巌
性
の
確
認
に
外
な
ら
ず
彼
等
が
自
己
保
存

の
必
要
上
紹
封
『
無
抵
抗
』
(
目
。
ロ

tHW22E50)
を
設
い
た
の
は

雷
然
で
あ
る
。

第
一
一
一
銭

(

1

)

の
F
C
3
H
H
O同
開
口
m州
H
P
ロ
門
戸
に
は
高
教
へ
回
応
討
の
H
E
吋口
HM)
と
低

教
(
岡
、
D
司
の
HH
ロ
吋
口
ど
と
が
あ
る
、
前
者
は
極
端
に
教
舎
の
儀
式
を

重
ん
ず
る
教
汲
で
あ
り
、
従
っ
て
教
義
も
窮
屈
で
あ
る
に
反
し
、
後

者
は
繭
普
主
義
を
そ
の
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
。

(

2

)

草
命
に
よ
り
追
放
さ
れ
た
ジ
ェ

l
ム
ズ
二
世
を
以
て
あ
く
ま
で

王
位
の
正
営
な
る
相
績
様
者
で
あ
る
と
し
て
そ
の
復
位
を
策
謀

L
た

人
々
。

四

紛
争
の
種
を
ま
い
た
宣
誓
令
は
略
k

次
の
如
き
内
容
に
要
約
せ

• 

ら
る
。

(

1

)

ウ
ィ
リ
ア
ム
及
メ
ア
リ
l
女
皇
に
封
し
て
宣
誓
を
潟
さ
な

い
者
は
将
来
政
府
の
、
軍
部
の
、
教
曾
の
、
又
は
撃
府
の
公
職

に
就
く
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。

(

2

)

既
に
攻
府
又
は
軍
部
の
公
職
に
あ
る
者
は
一
六
八
九
年
八

月
一
日
起
に
宣
誓
を
矯
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
然
ら
ざ
れ
ば

公
職
よ
り
追
放
せ
ら
ル

μ
。

之
れ
に
封
し
或
る
者
は
主
張
し
た
。
如
何
な
る
議
曾
も
司
教
の

地
位
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
、
法
律
を
通
過
さ
せ
る
権
能

を
有
し
な
い
、
如
何
な
る
地
上
の
樺
力
も
司
教
が
司
教
直
に
於
て

有
す
る
キ
リ
ス
ト
の
使
徒
よ
り
継
承
し
た
き
ず
な
を
断
ち
切
る
能

力
は
な
い
。
『
紳
の
合
わ
せ
給
え
る
も
の
は
人
之
れ
を
離
す
べ
か

(
1
)
 

ら
ず
』
、
此
の
宇
宙
の
主
宰
者
は
彼
の
好
む
が
ま
L

に
冬
を
興
え

夏
を
輿
え
る
如
く
一
定
の
秩
序
即
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
数
舎
に
思
寵

を
輿
え
得
る
よ
う
な
秩
序
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
は
如

何
な
る
此
の
世
の
権
力
の
支
配
を
受
く
る
も
の
で
は
な
い
。
サ
ン

ク
ロ
フ
ト
(
巧
邑
芯

B
E
5
5
F
E
E
l
E
S
)
は
立
法
府
と

拘
り
な
く
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
大
司
教
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず

彼
は
唯
一
の
員
の
大
司
教
で
あ
る
故
に
彼
か
ら
大
司
教
職
の
機
能

194 
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を
剥
奪
せ
ん
と
す
る
者
は
救
命
閏
破
壊
者
に
外
な
ら
ぬ
。

以
上
宣
言
葉
は
如
何
に
強
く
神
輿
接
説
が
教
曾
の
主
要
部
分
と

し
て
根
ざ
し
て
い
た
か
の
詮
左
で
あ
る
、
若
し
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
宣

誓
を
強
要
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
数
舎
の
分
裂
は
起
ら
ず
し
て
す
ん

だ
で
あ
ろ
う
が
、
上
述
サ
ン
ク
ロ
フ
ト
等
の
要
職
に
あ
る
者
が
宣

誓
担
否
の
故
を
以
て
，
次
々
と
そ
の
職
を
追
わ
る
L

に
及
び
忽
ち
大

問
題
を
惹
起
し
た
。
日
く
圏
構
は
果
し
て
数
櫨
に
優
越
す
る
も
の

な
り
や
否
や
、
苦
し
議
舎
の
法
律
が
借
櫨
剥
奪
の
権
利
を
有
す
る

も
の
と
せ
ば
数
舎
は
俗
棒
の
製
造
物
に
す
ぎ
ず
如
何
に
し
て
共
の

員
の
姿
を
保
持
す
る
こ
と
を
得
る
や
、
更
に
す
L

ん
で
人
間
の
良

心
は
如
何
等
々
の
議
論
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
強
硬
に
ウ
ィ
リ

ア
ム
の
要
求
に
反
封
し
た
。
要
す
る
に
ジ
ェ

l

ム
ズ
の
治
世
以
来

の
停
統
で
あ
る
紳
興
棒
読
の
精
神
が
如
何
に
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
強

靭
性
を
有
っ
て
い
た
か
Y

窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

9 

叉
彼
等
の
う
ち
の
或
る
者
は
若
し
教
曾
の
形
式
的
貫
質
的
事
件

が
す
べ
て
政
府
の
意
の
ま
L

に
左
右
せ
ら
る
も
の
と
せ
ば
、
そ
の

命
令
に
従
う
者
は
す
べ
て
教
舎
を
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
し
員

の
信
仰
を
も
っ
者
だ
け
が
後
に
残
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
郎

ち
教
舎
の
分
裂

(ω
口
げ
仲
間
自
)
と
い
う
破
壊
に
も
等
し
い
混
乱
を
招

教

舎

と

圏

家

来
し
た
営
の
責
任
者
は
外
な
ら
ぬ
攻
府
自
身
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
の
命
令
に
屈
服
し
た
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
強
く
主
張

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
飽
く
ま
で
自
読
を
柾
げ
ず
、
俗
櫨
に
封
し
て

裏
切
り
行
矯
を
矯
す
者
に
封
し
て
、
そ
の
完
全
性
を
維
持
せ
ん
と

し
た
。
何
れ
に
し
て
も
之
等
の
諸
議
論
は
既
に
新
し
き
停
統
と
な

り
つ
L

あ
っ
た
。
ロ
ッ
ク
の
枇
曾
契
約
誌
に
劃
し
て
一
撃
を
加
え

た
も
の
と
見
て
差
支
え
な
く
、
最
も
注
意
せ
ら
る
べ
き
貼
は
そ
の

主
棒
読
で
あ
る
。
即
ち
神
輿
の
統
治
構
を
賦
興
せ
ら
れ
た
君
主
に

よ
ら
ざ
る
限
り
如
何
な
る
枇
舎
も
創
設
不
可
能
に
了
る
こ
と
は
必

然
で
あ
る
。
紳
輿
に
よ
ら
ざ
る
如
何
な
る
統
治
権
者
と
雄
も
一
般

の
人
々
の
同
意
を
得
る
は
不
可
能
に
近
《
、
若
し
彼
等
が
一
度
び

反
意
を
表
明
す
る
や
否
や
そ
の
一
位
舎
は
崩
壊
す
る
。
完
全
な
る
服

従
こ
そ
無
政
府
扶
態
を
防
衛
す
る
唯
一
の
安
全
排
で
あ
る
。

さ
て
按
で
わ
れ
わ
れ
が
疑
問
に
堪
え
な
い
の
は
、
以
上
の
論
者

達
が
果
し
て
純
粋
に
信
仰
的
立
場
か
ら
彼
等
の
良
心
に
一
貼
の
曇

り
も
な
く
か
く
の
如
き
立
論
を
渇
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
た
Y

し

は
他
に
何
等
か
の
動
機
を
有
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
の
問

題
で
あ
る
。
宣
誓
担
否
者
た
ち
が
次
々
と
そ
の
要
職
を
剥
奪
せ
ら

れ
生
活
困
難
に
さ
え
防
相
h
p
な
が
ら
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
命
に
服
さ
な
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か
っ
た
り
、
そ
の
中
の
或
る
も
の
は
『
自
分
は
こ
の
馬
鹿
々
々
し

い
宣
誓
を
受
け
入
れ
る
よ
り
は
傑
殺
さ
れ
た
方
が
よ
い
』
と
叫
ん

だ
な
ど
の
事
貫
を
考
え
合
わ
せ
る
と
殉
教
者
の
精
神
を
努
霧
さ
せ

ら
れ
る
か
と
思
え
ば
、
一
方
に
於
て
官
時
の
文
献
よ
り
察
せ
ら
れ

る
よ
う
に
此
の
異
園
の
王
に
劃
す
る
園
教
汲
の
毛
嫌
の
如
き
も
の

が
感
得
せ
ら
れ
る
し
、
彼
の
行
動
に
封
し
て
強
い
て
反
封
せ
ん
と

す
る
態
度
さ
え
看
取
さ
れ
ぬ
で
も
な
い
。
若
し
単
に

ωo♀
2
2

0
目
見

g
g
と
し
て
の
数
舎
を
望
ん
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
ジ
ェ

1
ム

ズ
に
封
し
て
彼
等
が
と
っ
た
態
度
は
ジ
ェ

1
ム
ズ
を
神
格
者
と
し

て
認
め
な
い
限
り
正
首
化
せ
ら
れ
な
い
。
之
れ
に
封
し
て
彼
等
は

ジ
ェ

1
ム
ズ
は
紳
の
使
徒
と
し
て
の
権
利
を
纏
承
し
た
園
王
で
あ

り
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
正
雷
の
繕
承
者
で
な
い
と
主
張
す
る
が
、
此
の

主
張
の
中
に
は
あ
く
迄
も
の

E
H
2
F
O同
出

HMm-B仏
の
優
越
性

を
維
持
せ
ん
と
す
る
彼
等
の
感
情
が
多
分
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る

と
一
言
え
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
有
力
な
る
反
封
論
者
で
あ
っ
た
と
言
わ

(
2
)
 

れ
る
開
門
印
有
虫
色
町
出

E
-
E
R
Z
E
が
若
し
ウ
ィ
リ
ア
ム
が
来
な
か
っ

た
と
し
た
ら
宣
誓
担
否
者
が
維
持
せ
ん
と
し
た
の
官
民
口
耐
え
出
回
目

(su 

m-PR日
!
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
逆
説
を
試
み
た
理
由
も

以
上
の
事
情
に
照
ら
し
て
明
瞭
と
な
る
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
之
れ
は
あ
ま
り
に
も
彼
等
に
封
し
て
同
情
の
な
い

見
方
た
る
を
失
わ
ぬ
、
人
は
ロ
ッ
ク
の
一
世
舎
理
論
の
十
八
世
紀
の

思
想
界
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
あ
ま
り
に
絢
蝿
た
る
が
故
に
、
十
八

世
紀
の
初
頭
に
於
て
は
そ
れ
が
如
何
に
紛
争
の
種
を
蒔
い
た
か
の

事
貫
を
見
落
し
易
い
。
と
言
う
の
は
彼
の
理
論
が
昔
時
の
英
園
民

に
取
っ
て
消
化
し
難
い
肉
片
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
こ
と
は

前
に
も
見
た
通
り
で
あ
る
、
何
故
に
消
化
困
難
で
あ
っ
た
か
に
就

い
て
も
一
爆
の
詑
述
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
要
約
し
て
此

所
に
再
述
す
る
な
ら
ば
結
局
数
舎
封
園
家
の
問
題
が
そ
の
解
決
貼

を
見
出
す
矯
め
に
苦
し
ん
だ
経
過
と
い
う
こ
と
に
踊
差
す
る
、
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
嘗
時
の
園
民
感
情
と
し
て
の
園
教
主
義
が
勃

興
し
て
来
た
非
園
教
主
義
に
掩
わ
れ
て
仕
舞
う
ほ
ど
の
弱
さ
で
は

決
し
て
な
か
っ
た
事
を
意
味
す
る
、
現
在
に
於
て
こ
そ
園
教
汲
と

非
園
教
汲
と
の
争
い
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
故
に
嘗
時
の
雨

汲
の
深
刻
な
る
態
度
の
了
解
に
人
は
苦
し
む
の
で
あ
る
が
、
事
が

一
園
の
政
治
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
っ
た
官
時
に
於
て

は
此
の
問
題
が
如
何
に
解
決
さ
れ
る
か
は
、
園
民
の
運
命
が
決
定

せ
ら
る
L

問
題
で
あ
‘
っ
た
誇
で
あ
る
。
園
教
汲
と
非
園
教
汲
と
の

教
の
比
率
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
現
在
に
於
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て
も
然
り
で
あ
る
如
く
、
前
者
の
敷
が
塵
到
的
に
後
者
の
上
に
あ

っ
た
こ
と
は
争
え
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
代
表
者
と
し
て
の
僧
職

の
人
々
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
迎
立
と
そ
の
手
段
に
強
硬
に
反
謝
し
た

の
は
或
る
意
味
に
於
て
は
官
時
の
園
民
感
情
の
代
表
と
言
っ
て
差

し
支
え
な
く
、
非
園
教
徒
た
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
も
宗
教
を
度
外
視
し

て
は
自
己
の
地
位
を
確
保
し
得
な
か
っ
た
事
情
が
察
せ
ら
る
L

、

か
く
て
ロ
ッ
ク
の
純
枇
舎
理
論
た
る
一
位
曾
契
約
説
に
根
基
を
有
つ

民
主
主
義
理
論
の
普
及
は
決
し
て
卒
坦
な
る
遣
を
辿
っ
た
課
で
な

く
幾
多
の
迂
館
曲
折
を
経
過
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
己
む
を

得
な
か
っ
た
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

之
れ
に
よ
っ
て
見
て
も
、
園
数
汲
の
強
硬
な
る
態
度
は
信
仰
的

で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
明
ら
か
に
世
俗
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
信
仰

の
名
に
よ
っ
て
盆
と
そ
の
強
硬
性
を
募
ら
せ
た
か
の
観
が
あ
り
、

遂
に
は
そ
の
内
部
に
於
て
数
理
上
の
巌
格
汲
と
寛
大
汲
と
の
二
汲

が
分
立
し
互
に
猛
烈
な
る
論
争
を
港
き
起
す
に
至
っ
た
こ
と
は
後

述
の
通
り
で
あ
る
。

11 

(

1

)

]

回
・
民
E
b
p
ロH
p
uコ
出
片
的
件
。
吋
可

O
同
開
口
∞
宮
口
ny
〈
O
H
-
H
H
H
・

(UHMPHV-

凶][

(
2
)
H
L
H
g
r
r
H
ぴ
Ha--

の
H
H
P
H
V
-
H
H
]
[

教

舎

と

ノも図

家

• 

(

3

)

〉
-
k
r
・

m
g
g
p
A
E
gミ
え
同
，
C
H
R
P昨
日

O
ロ
ロ
ロ
仏
2

5叩

-
B
H
A
W

一円∞
H
H
H
P叶
{
い
白

(
H由
一
戸
]
戸
)
u

円

U
V
m
w
u
-
H
H
H

五

以
上
吾
々
は
教
楼
と
世
俗
擢
の
問
題
に
つ
き
革
命
後
惹
き
起
さ

れ
た
複
雑
極
ま
り
な
き
事
情
に
闘
し
て
述
べ
て
来
た
の
で
あ
る

が
、
之
等
の
闘
係
を
総
合
す
る
と
お
よ
そ
衣
の
様
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。先

ず
園
王
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
立
場
を
考
え
て
見
る
に
、
彼
は
前
に

も
鯛
れ
た
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
た
る
長
老
汲
で
あ
り
従
っ

て
非
園
教
徒
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
彼
は
本
園
に
於
て
は
極
端
な
る

反
議
曾
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
恰
も
議
曾
主

義
の
創
設
者
の
如
き
顔
を
卒
然
と
な
し
得
る
ほ
ど
の
オ
ァ
ポ
テ
ュ

ニ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
性
格
よ
り
推
し
て
篤
信
な
る
基
教
精
神
の

保
持
者
で
あ
っ
た
と
断
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
位
後
彼
の
採

用
し
た
ほ
と
ん
ど
総
て
の
手
段
は
悉
く
信
仰
の
所
産
で
な
く
て
、

便
宜
的
政
策
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
は
上
の
説
明
に
よ
っ
て
略
k

明

ら
か
で
あ
る
。
非
園
教
徒
た
る
彼
が
直
ち
に
寛
容
令
を
公
布
し
一

部
の
例
外
を
除
い
て
非
園
教
汲
を
し
て
の
E

H

叶
岳
え
肘
H
M
m
g
a
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の
中
に
包
含
せ
し
め
た
の
も
未
だ
数
俗
分
離
の
域
に
達
し
て
い
な

い
事
情
の
中
に
あ
っ
て
園
王
の
最
高
楼
を
主
張
せ
ん
と
す
る
意
園

に
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
の
館
地
な
く
、
若
し
ロ
ッ
ク
の

圏
家
理
論
が
完
全
に
貫
行
出
来
た
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
寛
容

令
も
宣
誓
令
も
後
布
の
必
要
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
彼
も
必
ず

そ
れ
を
避
け
た
に
違
い
な
い
。

一
方
園
数
汲
は
ど
う
か
と
言
う
に
、
彼
等
は
ロ
!
?
よ
り
の
分

立
に
よ
り
一
新
教
徒
た
る
の
立
揚
を
主
張
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
数

合
組
織
は
カ
ト
リ
y

ク
そ
の
ま
L

の
監
替
制
で
あ
り
、
数
理
に
於

て
も
例
え
ば
聖
慢
拝
受
と
一
五
う
が
如
き
も
の
を
信
仰
箇
保
の
主
要

部
分
と
し
て
入
信
の
保
件
と
し
て
居
り
、
之
れ
を
肯
じ
な
い
者
は

反
園
教
徒
(
り

2
m
g
gる
と
し
て
数
舎
の
外
に
逃
れ
る
よ
り
道
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
若
し
ジ
ェ

1
ム
ズ
が
ロ

1

7
及
フ
ラ

ン
ス
と
結
び
付
い
て
極
端
な
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
走
る
こ
と
な
く

忠
貫
に
園
教
主
義
の
中
に
閉
じ
込
も
っ
て
い
た
な
ら
ば
又
園
王
と

し
て
の
限
界
を
逸
脱
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
彼
等
は
彼
の
園
楼
の
最

高
権
者
た
る
こ
と
を
認
め
た
で
あ
ろ
う
し
且
づ
教
権
の
最
高
楼
と

し
て
の
地
位
を
も
許
し
た
に
違
い
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
の
闘
係

に
つ
い
て
は
事
情
は
異
る
。
彼
等
か
ら
見
れ
ば
ウ
ィ
リ
ア
ム
は
あ

く
迄
も
圏
外
者
で
あ
り
異
端
者
で
あ
り
、
一
押
櫨
の
承
櫨
者
で
は
な

い
。
か
く
の
如
き
者
よ
り
最
高
擦
の
認
容
を
内
容
と
す
る
宣
誓
を

要
求
せ
ら
れ
で
も
頑
強
な
る
園
教
徒
が
桓
否
し
た
こ
と
は
官
然
で

あ
る
。か

く
て
宣
誓
担
否
者
の
分
裂
に
よ
り
園
教
の
立
場
は
困
難
な
る

朕
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
困
難
性
は
教
舎
の
宣
誓

に
封
す
る
批
判
が
厳
格
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
倍
加
し
て
行
く
傾
向

を
有
っ
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
数
合
と
園
家
乃
至
園
民
と
の
閥
係

に
つ
い
て
鈴
り
に
巌
格
な
る
議
論
を
闘
わ
す
こ
と
は
遂
に
は
拾
牧

す
べ
か
ら
ざ
る
立
揚
に
ま
で
教
曾
を
陥
れ
る
危
険
さ
え
字
ん
で
い
~

た
の
で
あ
る
。
か
く
て
数
舎
内
に
於
て
そ
の
厳
格
性
を
寛
和
し
な

け
れ
ば
救
糟
の
道
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
者
が
砂
く
な
か
っ

た
様
に
見
え
る
。
併
し
な
が
ら
か
L

る
寛
容
論
は
惹
い
て
は
園
教

脱
退
者
乃
至
反
園
教
教
汲
の
人
々
の
復
踊
を
も
許
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

結
果
を
産
む
で
あ
ろ
う
し
、
園
教
汲
が
有
っ
て
い
た
す
べ
て
の
特

樺
に
も
あ
や
か
ら
せ
る
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
反
園
教
汲

に
封
す
る
彼
等
の
停
統
的
な
嫌
悪
の
情
よ
り
推
し
て
一
ツ
の
悲
劇

に
外
な
ら
ぬ
。

}
の
事
情
を
讃
明
す
る
事
件
と
し
て
サ
y

シ
ュ
グ
ア
レ
ル
古
鳥
肌
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(↓H
M
叩

ω
P口げー白
4
2
0ロ
の
虫
ロ
)
が
あ
る
、
此
の
事
件
は
一
七

O
九

年
の
出
来
事
で
あ
り
従
っ
て
ア
ン
女
皇
の
治
世
に
な
る
の
で
あ
る

が
高
数
汲
に
属
す
る
一
人
の
牧
師
サ
ッ
シ
ュ
グ
ァ
レ
ル
(
同

g
q

mszs叶
色
)
に
よ
っ
て
潟
さ
れ
た
説
教
が
政
治
的
紛
争
に
ま

で
導
い
た
事
件
で
あ
る
。
史
家
レ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
彼
は
さ
し
た

る
撃
殖
も
な
く
、
横
柄
に
し
て
熱
し
易
い
性
格
の
持
ち
主
で
あ
っ

(

2

)

 

た
よ
う
で
あ
る
。
彼
の
反
園
教
徒
及
び
ホ
ウ
ィ
ツ
グ
黛
に
封
す
る

嫌
悪
の
情
は
甚
だ
し
く
、
一
七

O
九
年
十
一
月
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
寺

院
に
於
て
『
誤
れ
る
同
朋
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
た
園
教
の
危

機
』
な
る
題
の
下
に
説
教
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
説
教
の
中

に
於
て
彼
は
、
反
園
教
主
義
者
は
謀
れ
る
数
理
の
上
に
立
つ
が
故

に
紹
封
に
赦
す
べ
き
で
な
い
と
説
き
、
教
曾
は
今
や
切
迫
し
た
危

機
に
頻
し
て
い
る
と
強
調
し
た
。
議
舎
は
此
の
問
題
を
と
り
上
げ
、

教
舎
は
決
し
て
彼
の
言
う
が
如
く
危
機
に
頻
し
て
い
る
の
で
は
な

い
と
宣
言
し
、
説
教
は
治
安
を
鋭
す
お
そ
れ
あ
る
も
の
と
し
て
、

13 

裁
判
に
附
せ
ら
る
L

に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

此
の
事
件
は
本
稿
の
考
察
に
と
っ
て
、
二
つ
の
重
要
な
る
意
味

を
有
っ
、
そ
の
一
つ
は
園
教
汲
殊
に
高
教
汲
の
人
々
が
反
園
教
徒

の
態
度
に
封
し
如
何
に
峻
厳
で
あ
っ
た
か
、
従
っ
て
彼
等
に
劃
し

品
駅
舎
と
酒
家

て
寛
容
の
行
動
が
如
何
に
困
難
で
あ
っ
た
か
を
示
し
、
他
の
一
つ

は
、
此
の
説
教
が
パ
ン
フ
レ
ア
ト
の
形
で
出
版
さ
れ
る
や
否
や
忽

ち
洛
陽
の
紙
債
を
高
か
ら
し
な
る
ほ
ど
の
責
れ
行
き
を
示
し
、
彼

が
裁
判
に
附
せ
ら
れ
る
と
知
る
や
、
民
心
は
怒
津
の
よ
う
に
沸
騰

し
、
女
皇
ア
ン
の
乗
用
車
の
周
固
に
殺
到
し
て
そ
の
赦
免
を
乞
う

た
等
の
事
貫
よ
り
推
し
て
園
民
感
情
は
必
ず
し
も
自
由
主
義
者
の

側
に
ば
か
り
無
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

FHHM問
。
ユ
戸
口
の

o
E
3
4
2田
可
と
し
て
知
ら
る
L

大
論
争
は
か

く
の
如
き
事
情
の
下
に
勃
費
し
た
イ
ギ
リ
ス
思
想
史
を
研
究
す
る

者
が
見
の
が
す
こ
と
の
出
来
な
い
事
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
極
端
な

る
宣
誓
担
否
者
。

g話
。
出
山
口
付

g
の
死
後
一
七
一
六
年
に
後
行

せ
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
論
文
に
封
し
て
矯
さ
れ
た
出
。
旦
P
S
E

出

g
a
q
の
反
封
論
に
端
を
裂
す
る
も
の
で
あ
り
、
嘗
時
ホ

1
ド

リ
1
は、

F
g
m
2
の
司
教
で
あ
っ
た
所
か
ら
此
事
件
が
上
記
の

よ
う
な
名
栴
で
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ

y

ク
ス
の
論

文
は
高
教
的
数
理
の
論
述
と
し
て
特
別
に
債
値
あ
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
ホ

1
ド
リ
ー
が
敢
て
之
れ
を
と
り
上
げ

た
理
由
は
、
そ
れ
が
前
年
の
一
七
一
五
年
に
於
け
る
ジ
ェ

1
ム
ス

黛
(
守
口

C
E
g
&
の
鋒
起
と
関
係
し
て
革
命
の
結
末
に
劃
し
て
更
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に
新
し
い
攻
撃
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
従
っ
て
此
の
論
争
は
園
教
の
内
部
に
於
て
起
っ
た
論
争
で
あ

り
、
組
封
無
抵
抗
と
教
曾
の
最
高
楼
と
を
主
張
す
る
高
教
主
義
と

自
由
主
義
的
教
義
内
容
を
持
つ
寛
大
汲

P
己
主
主
E
R
gロ
)
と

の
争
い
で
あ
っ
た
。
ホ

1
ド
リ
ー
が
後
者
の
代
表
者
と
し
て
登
場

し
て
来
る
の
で
あ
る
。
此
の
論
争
は
今
日
か
ら
見
れ
ば
慶
あ
く
た

の
如
き
も
の
で
あ
り
、
人
は
何
故
に
か
く
の
如
き
事
件
に
闘
し
て

数
百
に
も
上
る
パ
ン
フ
レ

y
ト
が
護
行
せ
ら
れ
、
ロ
ン
ド
ン
取
引

所
は
そ
の
取
引
を
一
日
休
止
す
る
と
云
う
が
如
き
大
波
澗
を
巻
き

起
し
た
の
で
あ
る
か
を
了
解
す
る
に
苦
し
む
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ

る
が
、
そ
れ
は
革
命
の
結
末
が
か
L

る
蹴
態
に
於
て
何
時
完
成
す

る
か
見
雷
が
う
か
ず
、
数
舎
と
国
家
と
の
問
題
の
解
決
は
一
刻
も

遅
延
を
許
さ
れ
な
い
緊
急
問
題
と
し
て
園
民
と
針
決
し
て
い
た
か

ち
で
あ
る
と
い
う
前
述
の
所
論
を
繰
り
返
す
の
外
は
な
い
。

ホ
1
ド
リ
1
は
卑
俗
よ
り
身
を
起
し
て
官
枯
な
る
司
教
の
職
に

昇
っ
た
出
世
型
の
典
型
人
物
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
彼
の
原
典

を
持
ち
合
わ
せ
な
い
筆
者
は
棒
威
あ
る
著
述
家
の
説
明
に
従
う
の

外
な
き
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ス
テ
ィ

1
グ
ン

(
口
町
由
民

m
g
O
1
5ロ
)
は
彼
の
文
髄
乃
至
性
格
に
づ
い
て
賞
揚
的

な
観
方
を
し
て
い
に
川
。
印
ち
彼
の
文
瞳
は
退
屈
そ
の
も
の
で
あ

り
、
頑
固
で
個
人
的
怨
嵯
癖
強
く
、
杜
撰
な
性
格
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
、
併
し
な
が
ら
人
は
全
力
を
蓋
し
て
教
曾
を
邪

道
に
踏
み
込
む
こ
と
よ
り
救
っ
た
と
こ
ろ
の
此
の
う
ん
ざ
り
男
に

感
謝
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ス
テ
ィ

1
グ
ン
は
説
く
。

ホ
1
ド
リ
1
は
紳
撃
の
み
に
波
頭
し
易
い
牧
者
の
中
に
あ
っ
て

政
治
論
を
織
り
交
ぜ
た
特
徴
的
な
一
人
で
あ
る
、
彼
の
政
治
的
立

論
は
ロ
ッ
ク
の
政
府
論
の
不
完
全
な
る
且
つ
拙
劣
な
る
焼
き
直
し

と
言
わ
れ
紳
興
棒
読
の
徹
底
的
な
反
駁
者
た
る
こ
と
に
於
て
も
ロ

y
ク
と
同
様
で
あ
る
。
彼
の
主
張
は
前
述
ヒ

y
ク
ス
の
論
文
に
封

し
て
書
か
れ
た
『
宣
誓
担
否
者
の
理
論
と
賓
際
に
封
す
る
駁
論
』

及
び
一
七
一
七
年
三
月
園
王
の
前
で
魚
さ
れ
た
『
吾
が
王
園
は
此

の
世
の
王
園
な
ら
ず
』
と
題
す
る
説
教
の
中
に
要
約
せ
ら
れ
る
。

彼
の
論
述
の
主
要
貼
は
い
教
舎
が
要
求
す
る
超
自
然
的
な
権
威
を

否
認
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
政
府
の
側
に
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん

と
す
る
に
あ
る
、
若
し
教
舎
が
超
自
然
的
制
度
で
あ
る
と
し
た
な

ら
ば
そ
の
特
棒
の
一
部
と
雄
も
割
か
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は

一
つ
の
主
権
が
他
の
主
権
の
内
に
存
在
す
る
如
き
も
の
で
あ
り

公

Bり
2
E
B
吉
山
臣
官
ュ
。
)
園
家
と
の
闘
争
は
不
可
避
で
あ
る
。
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然
ら
ぱ
若
し
教
舎
が
超
自
然
的
の
制
度
で
な
い
と
し
た
ら
そ
の
性

格
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
?
此
の
設
問
に
答
え
て
彼
は
、
そ

れ
は
キ
リ
ス
ト
よ
り
直
接
に
繕
承
さ
れ
た
棒
威
を
有
っ
と
主
張
す

る
人
々
に
よ
っ
て
主
宰
せ
ら
る
L

目
に
見
え
る
圏
簡
で
は
な
い
、

と
説
く
。
如
何
な
る
人
も
地
上
の
人
で
あ
る
限
り
紳
の
代
理
者
と

し
て
紹
封
佐
存
紹
封
服
従
を
そ
の
被
治
者
に
強
要
す
る
権
利
を
有

一
た
な
い
し
叉
良
心
及
宗
教
の
問
題
を
判
断
し
得
る
地
上
の
人
間
は

存
在
し
な
い
。
も
し
そ
う
と
し
た
な
ら
ば
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
園

で
な
く
、
か
く
の
如
き
櫨
利
を
握
っ
た
人
々
の
園
で
あ
る
。

之
等
の
設
論
は
何
を
意
味
す
る
か
と
言
え
ば
、
要
す
る
に
彼
が

考
え
た
員
の
教
舎
と
は
地
上
の
も
の
で
な
い
、
そ
れ
は
人
間
の
世

界
に
は
あ
り
得
な
い
理
想
の
構
固
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
か
く
構
想
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
今
地
上
の
数
舎
が
問
題

と
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
紛
争
の
種
を
蒔
い
て
い
る

醜
き
姿
に
封
し
て
攻
撃
の
子
を
ゆ
る
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
裁
に
彼
が
従
来
の
論
者
と
異
る
特
徴
が
存
在
し
、
教
舎
の
方

向
を
善
導
し
た
と
い
う
上
述
ス
テ
ィ
グ
ン
の
所
説
も
背
け
る
の
で

あ
る
。

15 

員
の
キ
リ
ス
ト
の
数
舎
は
天
上
に
し
か
な
い
、
地
上
の
閤
韓
は

教

舎

と

図

家

• 

出
来
る
だ
け
の
親
切
心
と
正
義
感
と
を
以
て
、
行
動
ぜ
ん
と
す
る

圏
憧
に
す
ぎ
な
い
、
現
在
敬
舎
が
主
張
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
の
権

力
1

1
使
徒
的
繕
承
櫨
、
破
門
の
権
利
、
人
間
の
罪
悪
の
赦
免
、

異
の
教
理
の
決
定
|
|
に
封
す
る
要
求
は
要
す
る
に
本
来
教
舎
に

属
し
な
い
権
能
を
掠
奪
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
脚
と
人

と
の
閥
係
は
全
く
彼
の
個
人
の
問
題
で
あ
り
、
紳
は
人
聞
が
如
何

な
る
教
理
を
抱
い
て
い
る
か
に
つ
い
て
審
判
し
給
わ
ず
、
紳
が
人

よ
り
要
求
し
給
う
の
は
只
異
撃
性
と
正
直
性
だ
け
で
あ
る
、
故
に

教
舎
は
園
家
の
人
間
的
要
求
に
反
封
す
る
何
等
の
超
自
然
的
主
張

理
由
を
有
た
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
園
家
は
そ
れ
自
瞳
の
中
に

完
全
な
る
生
活
手
段
を
有
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
数
曾
|
|

そ
れ
は
正
賞
の
楼
利
な
し
に
上
記
の
諸
棒
利
を
掠
奪
せ
ん
と
す
る

|
|
の
攻
撃
に
極
力
抵
抗
出
来
る
の
は
正
雷
で
あ
り
雷
然
の
権
利

で
あ
る
。

以
上
の
論
貼
よ
り
首
然
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
教
舎
は
員
理
の

濁
占
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
信

仰
に
つ
い
て
真
否
を
た
ピ
す
こ
と
は
出
来
る
が
、
他
人
の
態
度
の

通
否
を
決
定
出
来
る
の
は
只
理
性
あ
る
の
み
で
あ
る
。
信
仰
の
根

抵
は
彼
が
果
し
て
誤
り
な
き
ド
グ
マ
を
有
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
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な
く
、
彼
が
た
ま
た
ま
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
ド
グ
マ
に
到
達
す

る
の
に
偏
心
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
君
主
に
と
っ
て
大

切
な
こ
と
は
行
動
の
源
泉
を
な
す
表
を
作
る
こ
と
で
な
く
、
そ
の

表
に
立
脚
す
る
行
動
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
『
審

査
令
』
の
如
き
も
の
は
何
等
の
政
治
的
安
首
性
を
有
た
な
い
。
そ

れ
は
上
記
掠
奪
楼
に
封
す
る
狭
き
解
躍
を
下
し
た
者
が
闘
家
に
強

要
し
た
も
の
に
外
な
ら
ず
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
制
限
を
受

け
て
い
る
非
園
教
徒
は
市
民
と
し
て
の
権
利
の
享
有
を
要
求
す
る

こ
と
が
出
来
る
と
同
様
に
園
教
舎
の
一
員
と
し
て
の
権
利
を
も
要

求
出
来
る
の
は
首
然
で
あ
る
。

此
の
議
論
は
明
ら
か
に
従
来
の
園
教
汲
の
数
理
に
封
す
る
全
面

的
な
否
定
で
あ
る
。
問
題
は
か
く
の
如
き
反
駁
が
同
じ
園
教
の
要

職
に
あ
る
人
の
口
か
ら
渡
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
嘗
然

に
批
難
の
撃
が
一
斉
に
翠
げ
ら
れ
た
、
中
で
も
最
も
カ
あ
り
議
論

の
中
心
貼
を
つ
い
た
の
は
イ
1
ト
ン
の
曲
学
長

J
5
5
9
B
ド
p
d
司
で

あ
る
、
日
く
、
若
し
教
曾
が
ホ
l
ド
リ
1
の
言
う
よ
う
な
も
の
に

す
ぎ
な
い
な
ら
ば
英
園
教
舎
は
如
何
な
る
歴
史
的
意
味
に
於
て
も

のげ己

2
v
o同
阿
国
民

-Zロ
仏
と
稽
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
と
な

れ
ば
ホ

1
ド
り
ー
が
掠
奪
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
の
数

舎
員
に
よ
っ
て
本
質
的
な
中
心
鮎
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

、、

る
、
の
み
な
ら
ず
若
し
呉
撃
性
の
み
が
員
理
の
試
金
石
で
あ
る
な

ら
ば
地
上
に
客
観
的
な
宗
教
真
理
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。

ホ
1
ド
リ
l
は
園
教
の
如
何
な
る
権
威
を
も
否
定
す
る
と
同
時
に

刑
罰
を
以
て
宗
教
的
信
仰
を
強
要
せ
ん
と
す
る
園
王
の
棒
威
を
も

同
様
に
認
め
な
い
。
併
し
な
が
ら
之
れ
は
如
何
な
る
政
府
に
と
っ

て
も
致
命
的
で
あ
る
。
数
曾
が
有
っ
と
こ
ろ
の
権
威
は
本
質
的
に

固
有
の
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
基
督
教
信
仰
の
義
務
は
キ
リ

ス
ト
の
教
え
を
代
表
す
る
と
見
ら
れ
る
数
舎
に
封
す
る
信
仰
と
選

ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

更
に
ロ
ウ
は
ホ

1
ド
リ
1
の
主
張
の
中
心
貼
で
あ
る
員
撃
性
の

問
題
に
鯛
れ
て
論
を
す
L

め
て
日
く
、
若
し
員
撃
性
の
み
が
唯
一

の
重
要
貼
を
潟
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
誤
謬
も
不
正
も
員
理
と
正

義
と
同
様
に
紳
に
受
け
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
馬
鹿
げ
た

結
論
に
到
達
す
る
、
そ
も
そ
も
「
員
撃
L

と
は
何
ぞ
や
?
ホ
l

ド
リ
は
員
撃
だ
と
自
ら
考
え
る
人
は
す
べ
て
員
撃
だ
L
U
答
え
る
け

れ
ど
も
、
ロ
ウ
は
之
れ
を
反
駁
し
て
、
そ
の
員
撃
性
を
構
成
す
る

内
容
に
つ
い
て
人
が
誤
謬
に
陥
る
可
能
性
は
頗
る
多
く
、
同
様
の

こ
と
は
宗
教
の
構
成
内
容
に
づ
い
て
も
適
合
す
る
と
説
く
。
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以
上
が
論
争
の
焦
鮎
で
あ
る
。
両
者
と
も
教
俗
雨
界
の
絶
封
櫨

威
を
認
容
し
な
い
こ
と
に
於
て
は
一
致
す
る
が
、
ホ

1
ド
リ
l
の

数
曾
論
が
天
上
の
数
舎
を
構
想
す
る
論
理
的
数
舎
論
で
あ
る
に
反

し
ロ
ウ
の
そ
れ
は
歴
史
的
現
貫
と
し
て
の
数
舎
論
に
基
礎
を
置

く
。
ロ
ウ
は
ホ

1
ト
リ
ー
を
目
し
て
理
紳
論
者

(
U
2由
。
と
刻
印

づ
け
た
と
き
口
わ
れ
る
。
之
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
園
民
で
な
い
わ
れ
わ

れ
の
眼
に
は
、
む
し
ろ
名
替
の
刻
印
と
さ
え
影
ず
る
の
で
あ
る
が
、

永
き
歴
史
の
期
間
に
亙
っ
て
徹
底
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
躍
を
受

け
、
信
何
が
人
間
生
活
に
致
命
的
な
重
要
性
を
有
っ
て
い
た
雷
時

に
於
て
、
理
神
論
者
と
評
さ
れ
る
こ
と
は
無
神
論
者

(
k
r
F
白山田仲)

と
評
さ
れ
る
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
が
司
教
の
要
職
に
あ
る
者
に

封
し
て
向
け
ら
れ
た
時
の
深
刻
さ
は
推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
。

然
ら
ば
そ
の
結
末
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
1
)

当
・
出
回
、
H
h
g
w
u
J
H
H
a
z
q
o同
肘
ロ
m

F
ロ
仏

E
F町
村
〈
'

ロ
ロ
げ
の
叩
ロ
H
C
M
守一アぐ。
H

・H

・。HM伊
匂
-
H

(
2
)
F
O
由】由。∞
HOHVげ
P
H
σ

広
・
ぐ
O
H
・口・

(
υ
H
H
P
U
-
M

(

3

)

出
-
F
F日
r
r
H
σ

広
・
の
HHHH喝

H
H
H

(

4

)

ド・

ω
F
H
V
H
H
m
H
Y
H
σ
H
a
w

〈
。
日
・
口
・
の
HH
ぷ
Y
M
n
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舎

と

図

家

此
の
論
争
の
途
中
に
於
て
超
っ
た
事
件
就
中
投
獄
、
所
刑
、
罰

金
等
の
刑
に
庭
せ
ら
れ
た
借
侶
は
数
知
れ
ず
あ
っ
た
こ
と
、
民
心

が
如
何
に
昂
奮
し
て
い
た
か
に
就
い
て
は
史
家
の
叙
速
に
明
ら
か

で
あ
る
が
、
繁
雑
に
亙
る
か
ら
誌
で
は
鯖
れ
な
い
こ
と
と
し
、
只

英
国
民
が
数
曾
と
園
家
と
の
問
題
解
決
に
闘
し
て
辿
っ
た
歴
史
的

過
程
が
如
何
に
巌
し
い

γ

も
の
で
あ
っ
た
か
の
貼
に
讃
者
の
注
意
を

換
起
す
る
に
止
め
て
置
く
。

一
七
一
七
年
五
月
宗
教
議
曾
(
。
。
ロ
4
0
2巴
O
ロ
)
が
召
集
せ
ら

れ
、
下
院
は
満
場
一
致
を
以
て
ホ
l
ド
リ
1
の
所
論
を
非
難
す
る

報
告
書
を
是
認
し
た
。
之
れ
は
下
院
の
中
に
高
教
主
義
を
支
持
す

る
者
が
多
か
っ
た
こ
と
と
、
恐
ら
く
理
一
紳
論
者
と
ま
で
酷
評
さ
れ

た
ホ

1
ド
リ
1
の
人
気
が
一
般
に
弱
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と

思
わ
れ
る
。
然
る
に
時
の
政
府
は
少
く
と
も
彼
の
味
方
で
あ
り
、

共
の
後
起
っ
た
種
々
の
事
件
は
、
結
局
圏
構
の
教
櫨
に
封
す
る
優

位
を
説
く
エ
ラ
ス
タ
ス
主
義
が
塵
倒
的
に
勝
利
を
占
め
た
事
を
讃

明
す
る
。
間
も
な
く
政
治
の
前
田
に
現
わ
れ
て
来
た
ウ
ォ

1
ル
ポ

ー
ル
〔

H
U
Z
2
羽
田
戸
句
。
-
o
)
は
有
名
な
御
都
合
主
義
者
で
あ
り
、

従
っ
て
民
心
を
刺
戟
す
る
あ
ら
ゆ
る
政
策
の
同
避
者
で
あ
り
、
か

つ
て
昂
奮
し
た
民
衆
が
ホ

h
ド
リ
l

の
邸
宅
を
破
壊
せ
ん
と
し
た
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第
三
十
七
巻

様
な
事
件
を
思
い
合
わ
せ
て
、
ホ
ウ
ィ

y

グ
黛
員
で
あ
る
に
拘
ら

ず
形
而
上
撃
的
数
理
論
の
煩
噴
に
堪
え
ず
、
徹
底
し
た
寛
大
汲
理

論
支
持
の
政
策
を
採
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
審
査
令
の
如
き

奮
法
が
十
九
世
紀
の
初
頭
に
至
る
ま
で
何
の
修
正
も
加
え
ら
れ
ず

存
績
し
た
の
は
か
く
の
如
き
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。

エ
ラ
ス
タ
ス
主
義
と
極
端
な
る
高
数
汲
理
論
と
の
折
衷
論
を
試

み
た
の
は
ウ
オ
ー
バ
ー
ト
ン
司
教
に
よ
る
『
教
舎
と
国
家
と
の
同

盟
論
』
で
あ
る
。
未
解
決
の
ま
L

残
さ
れ
て
い
る
数
舎
と
国
家
の

問
題
の
解
決
を
づ
け
る
こ
と
を
何
よ
り
も
大
切
な
義
務
と
考
え
た

彼
は
競
い
て
日
く
、
『
す
べ
て
の
園
瞳
は
そ
れ
が
政
治
的
で
あ
れ
、

宗
教
的
で
あ
れ
、
一
度
び
組
織
せ
ら
る
L

や
否
や
、
そ
れ
を
組
織

す
る
個
人
の
集
合
と
は
全
く
異
っ
た
濁
特
の
人
格
と
意
志
と
を
持

。
圏
憧
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
有
た
な
い
圏
憧
は
蔭
の
如

き
圏
憧
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
教
舎
は
国
家
と
全
く
別
個
の
圏
憧
で

あ
り
園
家
に
封
し
て
助
力
す
る
圏
櫨
で
あ
る
。
宗
教
の
裏
付
け
な

く
し
て
は
園
家
は
如
何
な
る
枇
曾
目
的
を
も
達
す
る
こ
と
を
得
な

一

橋

論

叢

第
三
猿

ぃ
。
か
く
て
此
の
両
者
の
闘
係
は
相
互
に
彼
等
の
共
通
の
一
一
胴
一
肱
の

矯
め
に
援
助
す
る
同
盟
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
の
同
盟
は
如
何
な
る
内

容
を
有
づ
か
と
い
う
に
、
各
々
は
明
確
に
そ
の
濁
立
を
保
つ
と
こ

ろ
の
連
盟
で
あ
り
、
従
っ
て
教
舎
も
園
家
も
何
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
に
於
け
る
最
高
楼
を
交
う
誇
で
な
く
、
数
曾
人
が
園
家
の
立

法
府
に
参
興
す
る
理
由
も
背
け
る
の
で
あ
る
(
今
但
に
於
て
も
司

教
は

O
凶
。
自
己
。
で
上
院
議
員
で
あ
る
〉
。
連
盟
で
あ
る
以
上
ホ

l
ド
リ
ー
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
「
主
権
の
内
に

於
け
る
主
櫨
」
の
問
題
は
自
然
的
に
消
滅
す
る
。

此
の
設
論
は
言
わ
ば
、
従
前
互
に
排
斥
し
つ
L

あ
っ
た
要
求
の

聞
に
於
け
る
力
の
均
衡
を
説
く
理
論
で
あ
り
、
此
の
意
味
に
於
て

民
主
々
義
思
想
の
一
面
で
あ
る
自
由
へ
の
途
上
で
の
一
歩
前
進
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。
ロ
ッ
ク
の
開
拓
し
た
此
の
途
も
只
一
歩
の

前
進
を
魚
す
矯
め
に
は
以
上
略
述
し
た
よ
う
な
波
澗
曲
折
を
経
過

せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
固
で
あ
る
英
園
民
に
課

せ
ら
れ
た
重
荷
で
あ
る
。
と
は
言
え
民
主
々
義
は
そ
れ
を
支
え
る

支
柱
な
く
し
て
は
衆
愚
政
治
に
陥
っ
て
仕
舞
う
危
険
性
を
多
分
に

有
つ
。
民
主
主
語
の
組
園
と
言
わ
れ
る
英
園
が
そ
の
芽
生
え
の
初

頭
に
於
て
か
く
の
如
き
重
荷
を
課
せ
ら
れ
た
こ
と
は
強
ち
に
不
幸

で
あ
っ
、
た
と
は
言
え
な
い
。
少
く
と
も
道
徳
性
に
富
む
キ
リ
ス
ト

教
が
此
の
課
題
慮
理
の
聞
に
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
支
柱
と
し
て
彼
等

の
盟
内
に
し
っ
か
り
と
植
え
付
け
ら
る
L

基
礎
を
築
い
た
か
ら
で

204 

上一



あ
る
。わ

れ
わ
れ
は
本
稿
の
官
頭
に
於
て
十
八
世
紀
以
来
の
イ
ギ
リ
ス

の
政
治
史
は
教
権
と
園
楼
の
分
離
の
歴
史
と
述
べ
た
。
今
日
あ
ら

ゆ
る
進
歩
的
な
論
者
は
民
間
吋

2
口

E
H
2
F
B
P
同吋叩白血
S
S
を

理
想
の
姿
と
し
て
心
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
ら
ず
完
全
な

19 . 

-

格

論

叢

第
三
十
七
巻

第
三
崎
柄
、

る
園
教
の
底
止
(
り

2
2
S
E
2げ
5
3
6
な
く
し
て
其
の
理
想
が

貫
現
せ
ら
る
」
や
否
や
。
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(UHH伊
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司
君
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O
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E
-
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叩
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叩

Z
8
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E
吋凸

F
S仏
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開
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】
戸
吋
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大
挙
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