
「
二
面
的
開
示
」
の
た
め
の
授
菜
準
備
に
み
ら
れ
る

「
回
帰
」
思
考

渡
　
辺
　
光
　
雄

は
じ
め
に

　
「
二
面
的
開
示
し
　
（
ま
層
巴
ω
巴
ユ
鵯
宰
ω
監
ご
⑦
ω
ω
冒
⑰
q
）
の

概
念
は
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
西
ド
イ
ツ
の

精
神
科
学
的
教
育
学
者
ク
ラ
フ
キ
（
ぎ
二
σ
・
§
Φ
・
内
訂
｛
ζ
）
に
よ

り
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
間
形
成
の
事
象
に
対

す
る
解
釈
の
仕
方
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
形
成
の
事
象

を
学
校
の
教
室
に
求
め
る
な
ら
ば
、
教
師
と
生
徒
が
言
語
活
動
を

中
心
に
共
同
で
構
成
す
る
こ
と
が
ら
（
教
師
と
生
徒
が
た
が
い
に

直
接
的
に
知
覚
で
き
る
曲
」
と
が
ら
）
の
生
起
す
る
位
相
を
「
客
観

的
側
面
し
と
呼
び
、
そ
の
と
き
に
生
徒
の
精
神
的
活
動
が
生
起
す

る
位
相
を
「
主
観
的
側
面
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
　
「
客
観
肘
側
面
」

に
お
い
て
教
師
と
生
徒
が
何
か
一
般
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
、
同
時
に
「
主
観
的
側
面
」
に
お
い
て
、
そ
れ
に
対
応
す

る
枠
づ
け
ら
れ
た
精
神
的
活
動
傾
向
を
形
成
す
る
如
」
と
に
な
る
。

サ
」
の
よ
う
な
解
釈
の
仕
方
が
「
二
面
的
開
示
」
の
概
念
を
意
味
す

る
（
竃
艮
ζ
レ
⑩
震
）
。
こ
の
概
念
は
、
精
神
史
の
上
で
は
、
ド

イ
ツ
。
ロ
マ
ン
主
義
教
育
学
者
フ
レ
ー
ベ
ル
（
胃
一
＆
ユ
島
軍
α
．

げ
巴
）
を
経
て
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
で
あ
り
政
治
家
で
も
あ
っ
た

ア
ル
ン
ト
（
睾
塞
叶
ぎ
ユ
訂
＞
昌
睾
）
と
ド
イ
ツ
。
ロ
マ
ン
派
詩

人
ジ
ャ
ン
。
パ
ウ
ル
（
宕
實
蟹
巳
）
に
遡
及
す
る
。
筆
者
は
、

こ
れ
ま
で
、
本
稿
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
教
育
方
法
学
研
究
第
九

集
』
の
既
刊
シ
リ
ー
ズ
と
な
る
第
六
、
七
、
八
集
で
こ
の
こ
と
を

論
及
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
の
遡
及
は
、
　
「
回
帰
し
思
考
と
い

う
人
間
の
思
考
様
式
に
つ
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
遡
及

を
逆
に
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
精
神
史
が
育
む
「
回
帰
」
思
考
が
、
ク

ラ
フ
キ
の
提
起
す
る
「
二
面
的
開
示
」
の
概
念
を
支
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
筆
者
の
一
連
の
論
及
を
さ
ら
に

進
め
、
ク
ラ
フ
キ
が
ド
イ
ツ
精
神
史
か
ら
受
け
継
い
だ
こ
の
「
回

帰
」
思
考
を
ど
の
よ
う
な
人
間
形
成
の
事
象
に
結
び
つ
け
な
が
ら

「
二
面
的
開
示
」
の
概
念
を
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
み
る
よ
う
に
、
ク
ラ
フ
キ
は
、
人

間
形
成
の
い
と
な
み
の
事
例
と
し
て
教
師
の
授
業
準
備
の
行
為
を
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と
り
あ
げ
る
が
、
そ
の
行
為
と
し
て
五
っ
の
間
い
か
け
を
掲
げ
る
。

五
つ
の
間
い
か
け
は
、
　
「
回
帰
」
恩
考
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
、

そ
れ
を
通
し
て
、
　
「
二
面
的
開
示
」
の
概
念
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
一
．
授
業
準
備
に
必
要
な
五
つ
の
間
い
か
け

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
墓
本
的
に
、
学
校
の
教
師
の
影
響
下
に
置
か
れ

る
生
徒
の
成
長
の
有
り
様
と
し
て
「
人
間
形
成
」
の
い
と
な
み
を

考
え
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ま
ず
強
調
さ
れ
る
の
は
、
生
徒
に
対
し

て
「
教
師
が
二
つ
の
立
場
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
教
師
は
、
一
方
で
は
若
者
の
将
来
像
と
し
て
の

『
一
般
人
』
を
代
表
し
、
も
う
一
方
で
は
若
者
自
身
お
よ
び
若
者

の
と
き
ど
き
の
有
り
様
を
代
表
す
る
」
の
で
あ
る
。
ク
ラ
フ
キ
は

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
「
二
般
人
蜴
の
立
場
に
お
い
て
、
教
師
は
、
例
え
ば
今
臼

　
　
の
杜
会
や
国
家
に
責
任
を
も
つ
民
主
的
国
民
、
あ
る
い
は
、

　
　
子
ど
も
と
一
緒
に
認
め
る
宗
教
界
の
構
成
員
、
あ
る
い
は
、

　
　
文
化
的
供
給
を
好
み
に
応
じ
て
選
択
す
る
『
消
費
者
』
な
ど

　
　
を
代
表
す
る
。
こ
の
よ
う
な
展
望
に
お
い
て
、
教
師
は
、
と

　
　
き
ど
き
に
必
要
な
『
こ
と
が
ら
』
を
間
違
い
な
く
真
面
目
に

　
　
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
教
師
は
、
教

　
　
育
的
に
あ
る
い
は
指
導
的
に
開
示
す
べ
き
も
の
の
本
質
的
内

容
を
自
ら
信
念
を
も
っ
て
体
現
し
、
表
現
で
き
る
こ
と
に
よ

り
、
は
じ
め
て
、
子
ど
も
を
教
育
し
指
導
す
る
と
い
う
自
ら

の
課
題
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

教
師
が
明
日
の
授
業
で
子
ど
も
た
ち
に
示
し
て
彼
ら
と
と
も

に
解
釈
し
な
が
ら
改
め
て
語
ろ
う
と
す
る
詩
は
、
そ
の
教
師

自
身
を
も
う
一
度
『
魅
了
』
し
、
感
動
さ
せ
、
歓
ば
せ
、

『
気
分
を
高
め
る
』
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
次
の
物
理
の
時
間
に
専
念
す
る
聞
題
は
、
難
解
な

パ
ズ
ル
の
よ
う
に
、
そ
の
教
師
自
身
を
も
う
一
度
驚
き
。
間

い
か
け
。
実
験
。
仮
説
設
定
へ
と
誘
う
こ
と
が
で
き
て
、
・

。
。
常
識
的
な
人
間
に
対
し
て
意
味
の
あ
る
現
実
の
一
部
に

な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
－
第
二
の
立
場
の
ば
あ

い
、
教
師
は
、
若
者
の
代
表
と
し
て
、
先
述
の
『
教
養
あ
る

一
般
人
』
の
間
題
意
識
の
水
準
を
も
う
一
度
と
き
ど
き
の
教

育
段
階
に
墓
づ
く
子
ど
も
た
ち
の
展
望
か
ら
と
ら
え
直
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
子
ど
も
の
個
々
の
問
い
か
け
、
興
味
、

見
方
を
よ
く
見
極
め
て
彼
ら
の
深
遠
な
人
間
形
成
の
可
能
性

を
探
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
教
師
が
努
力
し
て
開
示
す
べ
き
構
造
や
本
質
的
内
容
を
も

つ
『
こ
と
が
ら
』
は
、
従
っ
て
、
本
来
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も

の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
若
い
精
神
を
同
時
に
開
示
し
、
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満
た
し
な
が
ら
、
将
来
の
円
熟
し
た
生
活
の
課
題
や
可
能
性

　
　
を
予
告
す
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
⑲
津
ご
岩
詔
ち
‘
嵩
窯
．
）

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
　
「
教
舗
甘
は
、
　
「
国
民
」
　
「
構
成
員
」
　
「
消

費
者
」
な
ど
を
代
表
す
る
「
一
般
人
」
の
側
か
ら
「
必
要
な
こ
と

が
ら
」
に
目
を
向
け
、
そ
の
目
を
も
ち
な
が
ら
「
本
質
的
内
容
」

を
「
客
観
的
側
面
」
で
「
体
現
す
る
」
（
箒
肩
泳
竃
こ
g
竃
）
よ

う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
　
「
教
師
」
は
、
次

に
、
　
「
『
教
養
あ
る
一
般
人
k
の
間
題
意
識
の
水
準
」
即
ち
「
一

般
人
し
の
側
か
ら
の
目
で
「
体
現
」
さ
れ
よ
う
と
す
る
「
客
観
的

側
面
」
の
「
本
質
的
内
容
」
を
、
　
「
子
ど
も
の
個
々
の
間
い
か
け
、

興
味
、
見
方
」
に
基
づ
い
て
と
ら
え
直
す
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
教
師
」
の
努
力
に
よ
っ
て
、
　
「
客

観
的
側
面
」
で
の
「
本
質
的
内
容
し
の
「
開
示
」
と
同
時
に
「
若

い
精
神
」
の
「
開
示
」
が
み
ら
れ
る
、
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
｝
」
と
は
、
　
「
教
師
」
が
、
ま
ず
、
　
「
一
般
人
」
の
立

場
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
に
冒
を
向
け
、
次
い
で
、
　
「
客
観
的
側

面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
に
冒
を
向
け
な
が
ら
、
人
間

形
成
の
努
カ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
「
教
師
」
の
努
力
が
「
二
面
的
開
示
」
を
生
起
さ
せ

る
と
い
う
。
こ
松
」
に
は
、
　
「
二
面
的
開
示
」
を
成
立
さ
せ
る
要
件

と
し
て
、
　
「
客
観
的
側
面
」
へ
の
目
と
「
客
観
的
側
面
」
か
ら

「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
を
も
っ
教
師
の
努
力
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
の
努
力
は
一
回
隈
り
の
も
の
で
は
な
い
。
教
師
の

努
力
が
両
側
面
の
あ
い
だ
で
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
、

ク
ラ
フ
キ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
「
レ
ー
ル
プ
ラ
ン
を
つ
く
る
と
き
に
教
師
は
陶
冶
内
容
を
扱

　
　
う
が
、
そ
の
本
質
的
内
容
（
あ
る
い
は
陶
冶
価
値
）
は
『
教

　
　
授
学
的
分
析
』
に
お
い
て
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

　
　
よ
う
な
陶
冶
内
容
は
、
特
定
の
精
神
的
一
歴
史
的
状
況
の
な

　
　
か
で
特
定
の
子
ど
も
を
み
な
が
ら
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
、
考

　
　
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ー
ル
プ
ラ
ン
を
っ
く
る
者

　
　
は
、
該
当
す
る
青
少
年
が
陶
冶
内
容
を
自
分
の
も
の
に
し
て

　
　
し
ま
っ
て
い
る
ば
あ
い
の
こ
と
を
考
え
る
が
、
そ
こ
で
は
、

　
　
そ
の
陶
冶
内
容
に
よ
り
、
若
者
が
、
自
分
の
な
か
に
そ
し
て

　
　
自
分
と
世
界
と
の
関
わ
り
の
な
か
に
二
定
の
秩
序
を
打
ち

　
　
立
工
　
（
リ
ッ
ト
）
、
　
2
頁
任
を
も
ち
』
　
（
ヴ
ェ
i
ニ
ガ
ー
）
、

　
　
生
活
間
題
を
克
服
し
、
余
暇
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

　
　
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
陶
冶
内
容
は
、
こ
の
よ
う
な

　
　
秩
序
な
い
し
秩
序
づ
け
ら
れ
そ
う
な
も
の
、
責
任
、
不
可
避

　
　
の
生
活
間
題
、
余
暇
利
用
を
表
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
若
者
を
、
秩
序
（
法
的
、
社
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会
的
、
道
徳
的
秩
序
）
、
責
任
（
社
会
的
、
政
治
的
責
任
）
、

　
　
生
活
能
力
（
い
わ
ゆ
る
生
活
技
能
や
最
少
限
の
生
活
知
識
の

　
　
駆
使
な
ど
）
、
精
神
の
自
由
な
広
が
り
（
芸
術
的
活
動
、
芸

　
　
術
的
歓
び
、
職
業
選
択
な
ど
）
に
対
し
て
開
く
こ
と
で
あ
る
u

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
曽
黒
ζ
レ
⑩
留
仁
鵠
プ
）

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
「
教
授
学
的
分
析
」
と
い
う
呼
び
名
の
下
で
、

「
陶
冶
内
容
」
の
解
釈
の
仕
方
を
右
の
よ
う
に
ま
と
め
る
が
、
そ

の
ま
と
め
は
、
　
「
一
般
人
」
の
立
場
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
へ
目

を
向
け
な
が
ら
考
え
ら
れ
る
「
陶
冶
内
容
」
が
、
　
「
特
定
の
子
ど

も
」
あ
る
い
は
「
若
者
」
の
「
主
観
的
側
面
」
に
向
か
う
目
で
と

ら
え
直
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
主
観
的

側
面
」
に
お
い
て
「
責
任
」
能
力
な
ど
が
考
慮
さ
れ
た
あ
と
、
ふ

た
た
び
、
目
は
「
客
観
的
側
面
」
の
「
陶
冶
内
容
」
に
向
け
ら
れ
、

「
責
任
」
な
ど
を
「
表
す
も
の
」
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
目

は
、
ま
た
、
　
「
若
者
」
を
「
開
く
」
と
い
う
こ
と
で
、
　
「
主
観
的

側
面
」
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
師
の
よ
テ
な
「
レ
ー

ル
プ
ラ
ン
を
つ
く
る
者
」
は
、
　
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
「
主
観
的

側
面
」
へ
の
目
と
そ
の
逆
方
向
の
目
を
交
互
に
も
ち
な
が
ら
人
間

形
成
の
努
力
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ラ
フ
キ
は
、
こ
の

努
力
が
「
二
面
的
開
示
」
を
成
り
立
た
せ
る
要
件
で
あ
る
と
考
え

る
。
そ
し
て
、
そ
の
努
力
を
促
す
も
の
と
し
て
、
以
下
に
示
す
よ

う
な
授
業
準
備
に
お
け
る
五
っ
の
問
い
か
け
を
掲
げ
、
そ
こ
に
お

い
て
、
　
「
教
授
学
的
分
析
」
と
い
う
名
の
下
で
ま
と
め
た
「
陶
冶

内
容
」
の
解
釈
の
仕
方
を
具
体
的
に
述
べ
る
。
な
お
、
五
つ
の
間

い
か
け
で
用
い
ら
れ
る
「
内
容
」
と
い
う
用
語
は
、
　
「
陶
冶
内
容
」

の
略
語
で
あ
り
、
日
本
語
の
「
教
材
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
。

（
一
）
ど
の
よ
う
な
一
般
的
な
意
味
や
こ
と
が
ら
を
こ
の
内
容
は

　
　
開
示
す
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
基
本
的
な
事
象
、
原
理
、
法

　
　
則
、
基
準
、
間
題
、
方
法
、
技
術
、
態
度
が
内
容
か
ら
範
例

　
　
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。

　
こ
の
第
一
の
問
い
か
け
は
、
教
師
の
目
標
設
定
に
従
っ
て
内
容

の
構
成
の
仕
方
を
考
え
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
例

え
ば
、
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
に
対
す
る
自
動
車
エ
ン
ジ
ン
、
生
物

学
的
根
本
現
象
と
し
て
の
花
に
対
す
る
桜
の
花
、
利
息
計
算
に
対

す
る
銀
行
で
の
実
際
の
課
題
な
ど
の
よ
う
に
内
容
の
本
質
と
そ
れ

に
対
応
す
る
具
体
的
事
象
を
テ
ー
マ
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
、
自
動
車
エ
ン
ジ
ン
と
か
桜
の
花
な
ど
の
内
容

の
具
体
的
事
象
即
ち
テ
下
マ
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
が
、
後

の
教
育
段
階
の
ど
サ
」
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
併
せ
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
ク
ラ
フ
キ
は
、
教
師
が
、
ま
ず
、

「
一
般
人
」
の
立
場
か
ら
目
標
設
定
と
い
う
「
客
観
的
側
面
」
に
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目
を
向
け
て
、
　
「
客
観
的
側
面
」
で
「
本
質
的
内
容
」
を
考
え
る

よ
う
に
自
問
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
（
冒
良
ζ
一

岩
覇
b
μ
ω
駕
．
）
。

（
二
）
具
体
的
テ
ー
マ
で
獲
得
さ
れ
る
べ
き
認
識
。
技
能
な
ど
が

　
　
自
分
の
学
級
の
子
ど
も
た
ち
の
精
神
生
活
に
お
い
て
ど
の
よ

　
　
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
ま
た
、
教
育
学
的
観
点
か
ら
み
て

　
　
そ
の
意
義
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
。

　
こ
の
問
い
か
け
で
は
い
く
つ
か
の
こ
と
が
間
題
に
さ
れ
る
。
ま

ず
間
題
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
　
「
開
示
」
す
べ
き
内
容
の
本
質

が
生
徒
の
そ
の
と
き
ど
き
の
生
活
や
理
解
の
状
態
の
な
か
で
要
因

に
な
り
得
る
か
ど
う
か
と
い
う
怯
」
と
で
あ
る
。
即
ち
、
内
容
の
本

質
が
学
校
外
で
の
生
徒
の
生
活
に
対
し
て
有
効
と
な
る
か
ど
う
か

と
い
う
こ
と
が
間
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
次
い

で
、
当
該
の
テ
ー
マ
が
す
で
に
学
級
に
お
い
て
間
わ
れ
て
い
な
い

か
ど
う
か
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
生
徒
は
学
校
外
で
何
か
経
験

し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
そ
の
テ
ー
マ
が
生
徒
の
学
校
内
外
の
生

活
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
、
そ
の
テ
ー

マ
に
向
け
て
の
間
題
設
定
が
最
初
に
覚
醒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
ど
う
か
、
そ
の
問
題
設
定
が
積
極
的
に
行
わ
れ
得
る
の
か

ど
う
か
、
ど
の
側
面
か
ら
生
徒
は
す
で
に
テ
ー
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ

し
て
い
る
の
か
、
生
徒
に
と
っ
て
ど
こ
が
分
か
ら
な
い
の
か
、
と

い
う
諾
々
の
問
題
が
こ
こ
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
。
こ
帖
」
で
は
、
第
一
の
間
い
か
け
に
お
け
る
「
一
般
人
」
の
立

場
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
と
ら
え
た
「
本
質
的
内
容
」

を
、
　
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で

と
ら
え
直
す
必
要
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
曽
良
ζ
一

崔
雷
一
ω
μ
窒
）
。

（
三
）
子
ど
も
た
ち
の
将
来
に
対
す
る
テ
ー
マ
の
意
義
づ
け
は
ど

　
　
こ
に
あ
る
の
か
。

　
こ
の
間
い
か
け
は
、
第
二
の
聞
い
か
け
で
「
一
般
人
」
か
ら
み

た
「
本
質
的
内
容
し
を
生
徒
の
そ
の
と
き
現
在
の
「
主
観
的
側
面
」

へ
の
目
で
と
ら
え
直
し
た
あ
と
、
同
じ
「
本
質
的
内
容
し
を
生
徒

の
将
来
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
改
め
て
と
ら
え
直
す
必
要

の
あ
る
こ
と
を
求
め
る
。
こ
こ
で
は
、
内
容
が
生
徒
の
将
来
の
精

神
生
活
に
お
い
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
当
該
の
内

容
が
成
人
に
よ
っ
て
も
実
際
に
真
面
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の

な
の
か
、
そ
の
内
容
が
何
ら
か
の
専
門
教
育
に
結
び
つ
く
の
か
、

そ
の
内
容
の
将
来
の
関
わ
り
が
生
徒
に
分
か
っ
て
い
る
の
か
、
分

か
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
申
」
の
第
三
の
間
い
か
け
は
、
第
二
の
聞
い
か
け
と
同

じ
よ
う
に
、
教
師
が
第
一
の
間
い
か
け
で
規
定
し
た
「
本
質
的
内

容
」
を
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
と
ら
え
直
さ
せ
る
も
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の
で
あ
る
（
竃
良
巨
レ
塞
F
ω
μ
零
）
。

（
四
）
第
」
、
二
、
三
の
間
い
か
け
を
経
て
考
え
ら
れ
る
内
容
の

　
　
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
と
き
ど
き
の
内
容
が
第
一
、
二
、
三
の
問
い
か

け
を
経
て
は
じ
め
て
そ
の
基
礎
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

て
か
ら
、
内
容
自
体
の
構
造
を
問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
は
、
例
え

ば
「
電
流
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
「
原
子
論
」
　
「
電
子
流
」
　
「
オ
ー

ム
の
法
則
」
な
ど
に
よ
っ
て
の
み
解
釈
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ

れ
は
学
問
的
で
あ
っ
て
教
育
以
前
の
「
事
実
分
析
」
の
レ
ベ
ル
の

こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
う
。
　
「
電
流
」
の
テ
ー
マ
が
人
間
形
成
の

レ
ベ
ル
の
こ
と
が
ら
と
な
る
の
は
、
　
「
原
子
論
」
　
「
電
子
流
」
．

「
オ
ー
ム
の
法
則
」
な
ど
に
よ
る
解
釈
が
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
上
級
段

階
や
職
業
学
校
お
よ
び
専
門
学
校
の
最
終
学
年
の
生
徒
の
間
題
意

識
や
理
解
状
況
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
と
き
で
あ
り
、
ま
た
、
第

七
、
八
学
年
の
生
徒
に
電
気
の
単
純
な
興
味
あ
る
現
象
の
か
た
ち

で
直
接
的
経
験
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
き
で
あ
る
と
い
う
。
彼
は
、

第
七
、
八
学
年
の
生
徒
に
原
子
論
や
オ
ー
ム
の
法
則
の
数
式
を
与

え
る
こ
と
の
不
適
切
さ
を
述
べ
、
こ
の
時
期
の
生
徒
に
は
実
生
活

に
お
け
る
電
気
の
作
用
や
活
用
を
現
象
の
か
た
ち
で
学
ば
せ
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
は
、
第
二
、
三
の
問
い
か

け
で
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で

と
ら
え
直
さ
れ
た
「
本
質
的
内
容
」
が
、
改
め
て
、
生
徒
の
「
主

観
的
側
面
」
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
構
造
を
成
り
立
た
せ
る
要

件
を
次
の
六
つ
の
小
間
に
ま
と
め
る
。

　
①
意
味
の
連
な
り
と
し
て
の
内
容
の
個
々
の
要
素
に
ど
の
よ

　
　
う
な
も
の
が
あ
る
か
。

　
　
　
こ
の
間
い
か
け
は
、
例
え
ば
「
ガ
ソ
リ
ン
ェ
ン
ジ
ン
」
と

　
　
い
う
テ
ー
マ
の
ば
あ
い
、
　
（
a
）
点
火
時
の
気
体
の
膨
張
、

　
　
（
b
）
ガ
ソ
リ
ン
の
最
低
発
火
温
度
ー
プ
ラ
グ
、
　
（
c
）
上

　
　
下
運
動
か
ら
回
転
運
動
へ
の
変
換
を
与
え
る
ク
ラ
ン
ク
軸
、

　
　
（
d
）
単
純
な
歯
車
結
合
に
よ
る
機
械
的
運
動
伝
達
、
と
い

　
　
う
要
素
に
分
け
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

②
個
々
の
要
素
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
。

　
　
　
個
々
の
要
素
の
関
係
は
ま
ず
論
理
的
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ

　
　
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
後
で
、
現
実
の
場
面
の
な
か
に
お
い

　
　
て
そ
れ
ら
の
要
素
が
相
互
に
作
用
す
る
関
係
が
考
え
ら
れ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
場
面
で
は
必
ず
し
も
論
理
的
関

　
　
係
の
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
と
ク
ラ
フ
キ
は
指
摘
す
る
。

③
当
該
の
内
容
は
層
化
さ
れ
て
い
る
か
。

　
　
　
内
容
を
構
成
す
る
層
は
三
つ
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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第
一
は
、
事
実
を
記
し
た
層
、
第
二
は
、
表
に
出
な
い
内
面

　
的
な
人
間
の
体
験
を
記
し
た
層
、
第
三
は
、
第
一
と
第
二
の

　
層
の
記
述
内
容
を
象
徴
的
な
概
念
で
ま
と
め
て
記
し
た
層
で

　
あ
る
が
、
第
三
は
必
要
に
応
じ
て
考
え
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
る
。

　
例
え
ば
地
理
の
内
容
で
「
ア
フ
リ
カ
」
と
い
う
テ
i
マ
を
扱

　
う
ば
あ
い
、
第
一
の
層
に
は
気
侯
風
土
の
記
述
が
あ
り
、
第

　
二
の
層
に
は
経
済
地
誌
的
。
人
文
地
誌
的
な
こ
と
が
ら
の
記

　
述
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
　
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
一
九
一
七
年

　
の
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
革
命
」
と
い
う
テ
i
マ
の
ば
あ
い
に

　
は
、
第
一
の
層
に
歴
史
的
事
実
が
あ
り
、
第
二
の
層
に
政
治

　
思
想
が
あ
り
、
第
三
の
層
に
国
家
、
政
府
、
ツ
ア
ー
、
階
級
、

　
革
命
な
ど
の
歴
史
的
。
政
治
的
。
社
会
学
的
な
基
本
概
念
が

　
あ
る
。
加
」
の
よ
う
な
内
容
の
各
層
に
つ
い
て
そ
の
相
互
の
関

　
係
も
当
然
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
当
該
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
前
提
に
す
る
の

　
か
。

　
　
こ
の
問
い
か
け
は
、
例
え
ば
電
気
モ
ー
タ
ー
が
電
磁
作
用

　
を
前
提
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
類
い
の
こ
と
が
ら
を
間
題
に

　
す
る
。

⑤
ど
の
よ
う
な
内
容
が
事
実
へ
の
生
徒
の
導
入
を
難
し
く
さ

　
せ
る
の
か
。

　
　
　
こ
の
聞
い
か
け
は
、
内
容
の
構
成
を
誤
っ
た
か
た
ち
で
行

　
　
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
警
告
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
例
え
ば
「
電
気
の
流
れ
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
誤
っ
た
類
捷
を

　
　
生
徒
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
ク
ラ
フ
キ
は
述
べ
る
。
即
ち
、

　
　
「
流
れ
」
は
高
さ
の
違
い
に
よ
っ
て
移
動
す
る
「
流
れ
る
水
」

　
　
を
連
想
さ
せ
、
高
い
所
か
ら
低
い
所
へ
の
水
の
流
れ
が
「
直

　
　
観
的
」
な
内
容
と
し
て
構
成
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
生
徒
に
誤

　
　
っ
た
類
捷
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
不
遼
切
で
あ
る
と
い

　
　
う
。
歴
史
を
テ
ー
マ
と
す
る
ば
あ
い
に
も
、
生
徒
が
現
在
の

　
　
自
ら
の
体
験
か
ら
出
て
き
た
考
え
を
過
去
の
歴
史
的
事
象
に

　
　
直
接
投
影
し
て
理
解
し
よ
う
に
も
そ
れ
が
で
き
な
い
こ
と
も

　
　
あ
る
と
指
摘
し
、
内
容
の
あ
り
方
に
よ
る
事
実
へ
の
生
徒
の

　
　
導
入
の
難
し
さ
に
つ
い
て
ク
ラ
フ
キ
は
注
意
を
促
す
。

　
⑥
こ
の
よ
う
に
し
て
規
定
さ
れ
る
内
容
が
生
徒
の
生
き
生
き

　
　
し
た
活
動
的
な
精
神
的
内
容
に
な
る
ば
あ
い
に
、
最
低
必
要

　
　
と
さ
れ
る
確
固
た
る
も
の
は
何
か
。

　
　
　
内
容
は
、
①
か
ら
⑤
ま
で
の
小
間
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ

　
　
た
あ
と
、
こ
の
第
六
の
小
問
に
よ
り
そ
の
核
心
部
分
が
押
え

　
　
ら
れ
る
こ
と
で
成
り
立
つ
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
フ
キ
は
、
内
容
の

全
体
構
成
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
曽
良
ζ
一
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岩
留
一
ω
μ
零
－
焦
O
）
。

（
五
）
当
該
の
教
育
段
階
に
お
け
る
当
該
の
学
級
の
こ
ど
も
た
ち

　
　
に
対
し
て
当
該
の
内
容
構
造
を
興
味
深
く
と
ら
え
さ
せ
、
問

　
　
題
視
さ
せ
、
概
念
的
。
直
観
的
に
把
握
し
や
す
く
さ
せ
る
個

　
　
別
的
な
ケ
ー
ス
、
事
象
、
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

　
　
か
。

　
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
間
い
か
け
で
と
ら
え
ら
れ
る
「
客
観
的

側
面
」
で
の
「
本
質
的
内
容
」
は
、
こ
の
第
五
の
問
い
か
け
で
、

ふ
た
た
び
、
　
「
客
観
的
側
酉
」
か
ら
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で

考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
問
い
か
け
は
、

次
に
示
す
三
つ
の
小
問
に
さ
ら
に
分
け
ら
れ
る
。

　
①
ど
の
よ
う
な
直
観
的
な
体
験
状
況
に
よ
っ
て
当
該
の
内
容

　
　
構
造
に
合
っ
た
問
題
意
識
を
生
徒
に
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で

　
　
き
る
か
。

　
　
　
こ
の
間
い
か
け
の
な
か
に
み
ら
れ
る
直
観
的
な
体
験
状
況

　
　
と
問
題
意
識
に
つ
い
て
そ
の
例
を
ク
ラ
フ
キ
は
次
の
よ
う
に

　
　
掲
げ
る
。
第
一
は
、
生
徒
が
ミ
ル
ク
缶
に
一
っ
の
穴
を
開
け

　
　
て
ミ
ル
ク
を
出
そ
う
と
し
て
も
出
な
い
が
、
二
つ
の
穴
を
開

　
　
け
て
缶
を
斜
め
に
す
る
と
中
の
ミ
ル
ク
が
出
て
く
る
こ
と
を

　
　
観
察
し
、
空
気
の
力
に
っ
い
て
間
題
に
す
る
例
、
第
二
は
、

　
　
生
徒
が
山
の
村
で
ソ
リ
遊
び
が
で
き
る
の
に
平
地
の
村
で
は

　
雪
が
融
け
て
い
る
の
を
み
て
気
侯
の
問
題
を
考
え
る
例
、
そ

　
し
て
、
第
三
は
、
生
徒
が
、
一
方
で
は
悲
し
く
も
の
憂
い
歌

　
を
聞
き
、
も
う
一
方
で
は
楽
し
い
陽
気
な
歌
を
聞
い
て
、
長

　
調
と
短
調
の
違
い
を
問
題
に
す
る
例
で
あ
る
が
、
生
徒
は
自

　
ら
の
体
験
に
基
づ
い
て
問
題
意
識
を
抱
く
よ
う
に
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

②
ど
の
よ
う
な
直
観
的
な
状
況
に
よ
っ
て
生
徒
は
本
質
的
な

　
間
題
設
定
に
で
き
る
隈
り
自
主
的
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

　
る
の
か
。

　
　
こ
の
間
い
か
け
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
例
え

　
ば
、
帆
船
時
代
の
語
（
無
風
海
域
で
は
船
は
動
か
な
い
油
」
と

　
な
ど
）
で
貿
易
風
の
存
在
が
間
題
に
な
っ
た
後
、
生
徒
は
、

　
そ
の
問
題
を
、
空
気
の
移
動
の
考
え
方
に
即
し
な
が
ら
、
暖

　
め
ら
れ
た
部
屋
の
語
に
発
展
さ
せ
る
。
直
観
的
な
認
識
に
基

　
づ
く
「
本
質
的
内
容
」
へ
の
探
求
が
こ
こ
で
は
必
要
と
さ
れ

　
る
。

③
ど
の
よ
う
な
課
題
状
況
に
よ
っ
て
、
範
例
的
ま
た
は
要
素

　
的
に
得
ら
れ
た
原
理
や
構
造
が
実
際
に
効
果
的
に
応
用
さ
れ

　
る
の
か
。

　
　
蜂
の
生
活
で
得
ら
れ
た
生
き
物
の
社
会
の
特
性
を
生
徒
が

　
自
分
で
蟻
の
社
会
に
適
用
す
る
、
と
い
う
例
に
み
ら
れ
る
よ
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う
に
、
生
徒
が
後
で
自
ら
応
用
で
き
る
よ
う
な
「
本
質
的
内

　
　
容
」
を
学
ば
せ
る
課
題
状
況
に
つ
い
て
、
教
師
は
考
え
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
三
つ
の
小
問
は
、
生
徒
に
適
切
な
間
題
意
識
を
起
こ

さ
せ
て
自
主
的
な
問
題
解
釈
と
応
用
を
行
わ
せ
る
個
別
的
な
状
況

作
り
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
授
業
準
備
段
階
で
教
師
が
想
定

す
る
サ
」
の
状
況
つ
く
り
の
な
か
で
、
第
四
の
問
い
か
け
で
生
徒
の

「
主
観
的
側
面
」
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
と
ら
え
ら
れ

た
「
本
質
的
内
容
」
は
、
こ
の
第
五
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
、
ふ

た
た
び
、
　
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の

目
で
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ビ
良
区
レ
鵠
F
ω
・
ぱ
○
、
H
§
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ク
ラ
フ
キ
は
、
教
師
が
授
業
準
備
段
階
で
五

つ
の
間
い
か
け
に
よ
っ
て
「
陶
冶
内
容
し
を
考
え
る
必
要
の
あ
る

こ
と
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
　
「
客
観
的
側
面
」
と
「
主
観
的

側
面
」
の
あ
い
だ
に
お
け
る
思
考
の
往
来
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
彼
は
、
こ
の
思
考
の
往
来
す
る
授
業
準
備
段
階
に
お
い
て

「
本
質
的
内
容
」
を
深
く
検
討
す
る
こ
と
が
実
際
の
授
業
で
「
二

面
的
開
示
」
を
成
り
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
か
け
が
「
陶
冶
内
容
」
に
具
体
的

に
は
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
次
に
み
る
こ

と
に
す
る
。

　
　
　
二
。
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」
を
事
例
と
す
る

　
　
　
　
　
「
二
画
的
開
示
」
の
た
め
の
授
業
準
備

　
授
業
準
備
に
お
け
る
五
つ
の
問
い
か
け
は
、
　
「
二
面
的
開
示
」

を
成
り
立
た
せ
る
五
つ
の
要
件
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
「
陶
冶

内
容
」
に
具
体
的
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ク
ラ
フ
キ
は
、

西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
第
六
学
年
生
の
算
数
「
分
度
器
に
よ
る
角
の

測
定
」
を
事
例
と
し
て
紹
介
す
る
（
曽
艮
ζ
レ
⑩
竃
一
ω
μ
漬
－
崖
べ
）
。

（
一
）
ど
の
よ
う
な
一
般
的
な
意
味
や
こ
と
が
ら
を
こ
の
内
容
は

　
　
開
示
す
る
の
か
。
ど
の
よ
う
な
基
本
的
な
事
象
、
原
理
、
法

　
　
則
、
基
準
、
問
題
、
方
法
、
技
術
、
態
度
が
内
容
か
ら
範
例

　
　
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。

　
こ
の
第
一
の
問
い
か
け
に
従
っ
て
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」

を
考
え
る
と
き
、
ク
ラ
フ
キ
は
、
　
「
角
を
測
定
す
る
遺
具
と
し
て

分
度
器
自
体
が
す
で
に
二
般
的
』
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
ほ
か

の
図
形
指
導
で
形
を
作
る
課
題
で
は
す
べ
て
こ
の
遣
具
が
使
わ
れ

る
」
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
　
「
客
観
的
側
面
」
で
は
「
一
般
人
」

に
と
っ
て
「
分
度
器
」
の
遣
具
的
な
性
格
に
一
般
性
の
あ
る
「
本

質
的
内
容
」
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
即
ち
、
　
「
分
度
器
」
の

遺
具
性
に
お
い
て
、
　
「
幾
何
図
形
は
正
確
に
規
定
で
き
る
運
動
の

結
果
で
あ
る
」
と
い
う
「
本
質
的
内
容
」
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
本
質
的
内
容
」
の
説
明
は
後
述
の
第
四
の
間
い
か
け
の
と
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こ
ろ
で
改
め
て
行
う
が
、
そ
れ
は
、
　
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」

と
い
う
内
容
を
、
一
般
的
に
「
開
示
」
す
べ
き
墓
本
的
な
「
思
考

原
理
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。

（
二
）
具
体
的
テ
ー
マ
で
獲
得
さ
れ
る
べ
き
認
識
・
技
能
な
ど
が

　
　
自
分
の
学
級
の
子
ど
も
た
ち
の
精
神
生
活
に
お
い
て
ど
の
よ

　
　
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
ま
た
、
教
育
学
的
観
点
か
ら
み
て

　
　
そ
の
意
義
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
の
か
。

　
こ
の
問
い
か
け
は
、
第
一
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

「
客
観
的
側
面
」
の
「
本
質
的
内
容
」
を
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」

へ
の
目
で
見
直
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ク
ラ
フ
キ
は
、
　
「
学
校

を
通
し
て
角
度
の
正
確
な
測
定
が
生
徒
の
精
神
生
活
の
な
か
で
生

き
生
き
と
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
、
図
形
へ
の

見
方
や
考
え
方
を
鋭
く
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
」
と

指
摘
し
、
　
「
こ
の
時
期
の
生
徒
に
正
確
な
測
定
や
規
定
へ
の
興
味

を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
　
「
そ

れ
と
同
時
に
、
生
徒
が
自
分
の
興
味
か
ら
図
形
に
関
す
る
間
題
意

識
を
も
っ
と
こ
ろ
で
正
確
な
角
度
測
定
を
練
習
す
れ
ば
、
そ
れ
に

よ
り
精
神
的
活
動
が
生
き
生
き
と
し
て
見
方
が
鋭
く
な
る
」
と
付

け
加
え
る
。
一
ク
ラ
フ
キ
は
、
　
「
生
徒
が
自
分
の
興
味
か
ら
図
形
に

関
す
る
間
題
意
識
を
も
つ
と
こ
ろ
」
の
例
と
し
て
、
自
転
車
や
自

動
車
に
乗
っ
た
坂
の
上
が
り
下
り
、
ス
キ
ー
や
ソ
リ
に
よ
る
斜
面

や
平
地
で
の
滑
走
、
太
陽
の
入
射
光
と
関
わ
る
日
光
浴
な
ど
の
生

徒
の
経
験
を
掲
げ
、
そ
れ
ら
の
経
験
の
な
か
で
角
度
測
定
が
間
題

視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
の
「
精
神
生
活
」
に
お
い
て
「
図

形
の
見
方
や
考
え
方
を
鋭
く
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
。

こ
こ
で
は
、
第
一
の
間
い
か
け
で
規
定
さ
れ
る
「
角
度
の
正
確
な

測
定
」
と
い
う
内
容
が
、
　
「
学
校
を
通
し
て
・
：
生
徒
の
精
神

生
活
の
な
か
で
生
き
生
き
と
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
し

と
い
わ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
は
、
内
容
の
側
か
ら
生
徒
の
側
に
向
か

っ
て
の
解
釈
に
な
る
。
さ
ら
に
、
　
「
生
徒
が
自
分
の
興
味
か
ら
。

・
。
問
題
意
識
を
も
つ
と
こ
ろ
で
正
確
な
角
度
測
定
を
練
習
で
き

る
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
フ
キ
の
い
い
方
に
は
、

「
客
観
的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
向
か
っ
て
の

解
釈
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
三
）
子
ど
も
た
ち
の
将
来
に
対
す
る
テ
ー
マ
の
意
義
づ
け
は
ど

　
　
こ
に
あ
る
の
か
。

　
こ
の
間
い
か
け
は
、
第
一
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

「
本
質
的
内
容
」
を
第
二
の
間
い
か
け
の
あ
と
も
生
徒
の
「
主
観

的
側
面
」
に
目
を
向
け
た
ま
ま
改
め
て
見
直
す
こ
と
を
求
め
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
の
見
直
し
は
生
徒
の
将
来
の
「
主
観
的
側
面
」

に
目
を
向
け
て
の
も
の
と
な
る
。
角
度
の
測
定
は
人
間
が
自
ら
の

方
向
感
覚
を
養
う
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
建
築
、
設
計
、
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木
工
金
属
な
ど
の
職
業
に
と
っ
て
重
要
な
基
礎
能
力
に
な
る
。
ク

ラ
フ
キ
は
、
　
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」
と
い
う
内
容
が
生
徒

の
将
来
の
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
関
わ
り
方
を
す
る
と
規
定
し
、

角
度
の
測
定
が
生
徒
の
そ
の
時
の
身
近
な
経
験
の
な
か
で
意
義
づ

け
ら
れ
る
と
と
も
に
そ
の
生
徒
の
将
来
の
生
活
と
の
関
わ
り
で
も

意
義
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
。
　
「
こ
の
よ
う

な
将
来
の
関
わ
り
を
二
一
歳
の
生
徒
が
見
直
す
」
こ
と
の
必
要
性

を
彼
は
重
視
す
る
。

（
四
）
第
一
、
二
、
三
の
問
い
か
け
を
経
て
考
え
ら
れ
る
内
容
の

　
　
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

　
第
四
の
間
い
か
け
は
、
第
一
、
二
、
三
の
間
い
か
け
に
よ
っ
て

基
礎
の
固
め
ら
れ
た
内
容
の
構
造
を
間
題
に
す
る
が
、
と
く
に
内

容
構
造
の
骨
子
を
考
え
る
と
き
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
内
容
の

構
成
要
素
と
要
素
間
関
係
そ
し
て
そ
の
関
係
の
層
化
の
三
つ
に
分

け
て
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
内
容
の
構
成
要
素
を
考
え
る
に
当
た
り
、
　
「
分
度
器
」
の

定
義
を
ク
ラ
フ
キ
に
従
っ
て
こ
｝
」
で
改
め
て
行
う
と
、
　
「
分
度
器
」

と
は
、
二
つ
の
直
線
の
う
ち
の
一
本
を
固
定
し
て
そ
の
直
線
上
の

あ
る
点
を
申
心
に
も
う
一
本
の
直
線
を
回
転
さ
せ
た
結
果
を
具
象

化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
「
分
度
器
に
よ
る
角

の
測
定
」
と
い
う
内
容
の
構
成
要
素
は
こ
の
「
分
度
器
」
の
構
成

要
素
を
申
心
と
す
る
。
即
ち
、
二
つ
の
直
線
各
々
の
方
向
の
違
い
、

二
直
線
の
う
ち
の
一
本
を
圃
定
し
て
か
ら
行
わ
れ
た
も
う
一
本
の

直
線
の
回
転
、
角
の
頂
点
と
し
て
の
そ
の
回
転
の
申
心
点
、
回
転

運
動
の
等
分
化
が
主
な
構
成
要
素
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に

加
え
て
測
定
行
為
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
次
に
、
構
成
要
素
聞
の

関
係
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
表
さ
れ
る
。
即
ち
、
二
直
線
の
う
ち

の
一
つ
の
直
線
を
固
定
し
て
そ
の
直
線
上
の
あ
る
点
を
申
心
に
も

う
一
つ
の
直
線
を
回
転
さ
せ
た
と
き
、
そ
の
申
心
点
が
頂
点
と
な

り
、
二
つ
の
直
線
の
方
向
の
違
い
が
角
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の

違
い
を
正
確
に
測
定
す
る
た
め
に
一
回
転
の
運
動
範
囲
を
三
六
〇

等
分
し
て
そ
の
違
い
を
等
分
冨
盛
り
で
現
象
化
し
た
も
の
が
「
分

度
器
」
と
な
り
、
そ
の
「
分
度
器
」
を
遣
具
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
測
定
行
為
と
な
る
。

　
内
容
構
造
の
骨
子
を
考
え
る
と
き
の
三
つ
目
の
扱
い
方
で
あ
る

層
化
に
つ
い
て
は
、
　
「
分
度
器
」
そ
れ
自
体
の
表
し
方
と
し
て
規

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
分
度
器
」
は
、
右
の
よ
う
な
構
成
要

素
間
関
係
を
シ
ン
ボ
ル
［
ぐ
］
に
基
づ
い
て
表
す
層
と
、
実
際
に

は
一
八
○
度
の
目
盛
り
の
あ
る
半
円
径
の
形
を
し
た
具
体
物
に
基

づ
い
て
表
す
層
に
よ
っ
て
規
定
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
シ
ン

ボ
ル
［
く
］
に
墓
づ
く
層
で
は
、
角
の
頂
点
は
見
た
目
に
は
扇
形

と
い
う
図
形
の
隅
を
示
し
て
い
て
も
幾
何
学
的
に
は
回
転
の
中
心
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点
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
二
直
線
の
う
ち
の
一
本
を
固
定
し
て

も
う
一
本
を
そ
の
申
心
点
の
回
り
に
回
転
さ
せ
た
緒
果
と
し
て
の

二
直
線
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
の
違
い
が
角
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
シ
ン
ボ
ル
が
道
具
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
も
う
一
つ
の
層
と
し
て
一
八
○
度
目
盛
り
の
半
円
形
で
表

す
層
が
あ
る
が
、
そ
の
層
で
は
、
本
来
で
あ
る
な
ら
ば
、
二
直
線

の
う
ち
の
一
本
を
固
定
し
て
も
う
一
本
を
一
回
転
さ
せ
た
運
動
の

範
囲
を
三
六
〇
等
分
し
、
二
直
線
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
の
違
い
を

表
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
一
八
○
度
以
上
の
鈍
角

を
測
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
て
最
大
の
回
転
運
動
も
半
円
に
限

定
さ
れ
、
二
直
線
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
の
最
大
差
異
を
一
八
○
度

と
す
る
半
円
ア
i
チ
で
押
さ
え
た
「
分
度
器
」
で
よ
い
こ
と
に
な

る
。
こ
サ
」
で
は
、
　
「
分
度
器
」
が
半
円
形
の
板
そ
の
も
の
を
示
す

の
で
は
な
く
て
ア
ー
チ
型
の
半
円
運
動
を
示
す
と
い
う
と
こ
ろ
に

重
要
な
点
が
あ
る
。
こ
の
点
を
生
徒
が
と
ら
え
る
と
き
、
　
「
分
度

器
」
を
昆
る
そ
の
生
徒
の
目
の
焦
点
は
半
円
運
動
の
申
心
点
即
ち

頂
点
に
置
か
れ
、
　
「
分
度
器
」
の
正
し
い
使
い
方
を
そ
の
生
徒
に

期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
ク
ラ
フ
キ
は
、
　
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」
と
い
う
内
容
構

造
の
骨
子
を
以
上
の
よ
う
な
構
成
要
素
や
要
素
関
係
そ
し
て
層
化

に
よ
っ
て
考
え
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
第
二
、
三
の
問
い
か
け
で

「
客
観
的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
に
目
を
向
け
る

解
釈
を
行
わ
せ
た
あ
と
で
改
め
て
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
か
ら

「
客
観
的
側
面
」
へ
と
い
う
逆
方
向
の
目
で
解
釈
を
行
わ
せ
る
も

の
で
あ
り
、
第
一
の
問
い
か
け
で
一
般
的
な
目
で
規
定
さ
れ
る
内

容
を
「
客
観
的
側
面
」
で
改
め
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
、
こ
の
考
え
方
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
「
分
度
器
の
正
し
い
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
分
度
器
が
上
述
の

　
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
門
精
神

　
的
な
焦
点
』
は
頂
点
に
置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

　
は
じ
め
て
、
子
ど
も
た
ち
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
誤
り
が
避
け

　
ら
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
が
測
定
の
際
に
測
ろ
う
と
す
る
角
の
頂

　
点
に
分
度
器
の
頂
点
を
合
わ
せ
な
い
で
1
ま
さ
に
彼
ら
が
頂
点

　
を
頂
点
と
し
て
即
ち
回
転
の
中
心
点
と
し
て
全
く
自
覚
し
て
い

　
な
い
た
め
に
1
も
の
さ
し
利
用
の
間
違
っ
た
類
推
か
ら
分
度
器

　
の
本
質
と
は
か
け
離
れ
て
半
円
形
の
両
角
の
一
つ
を
含
わ
せ
る

　
と
い
う
誤
り
が
避
け
ら
れ
る
。
」
　
（
冒
良
江
レ
⑩
＄
一
ω
μ
ミ
）

　
こ
こ
で
は
、
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
か
ら
「
客
観
的
側
面
」

へ
の
目
を
も
っ
た
教
師
に
よ
る
正
し
い
内
容
の
解
釈
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
生
徒
に
誤
っ
た
認
識
を
も
た
せ
な
く
て
済
む
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
ク
ラ
フ
キ
の
指
摘
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な

内
容
構
造
の
骨
子
作
り
が
行
わ
れ
た
後
、
彼
は
、
さ
ら
に
、
生
徒
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の
「
主
観
的
側
面
」
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
へ
の
目
を
保
っ
た
ま

ま
、
内
容
構
造
の
骨
子
を
補
強
す
る
。
そ
の
補
強
は
、
三
つ
の
点

で
行
わ
れ
る
。

　
補
強
の
第
一
は
、
内
容
構
造
の
骨
子
に
前
提
を
与
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
生
徒
の
側
に
は
、
も
と
も
と
日
常
生
活
に
お
け
る

「
大
き
い
角
し
　
「
小
さ
い
角
」
　
「
直
角
の
半
分
」
な
ど
の
「
角
」

の
と
ら
え
方
の
経
験
が
あ
り
、
二
直
線
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
の
違

い
が
角
で
あ
る
と
い
う
墓
本
的
な
と
ら
え
方
は
日
常
生
活
の
こ
の

よ
う
な
児
童
の
経
験
自
体
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
ク
ラ
フ

キ
は
考
え
る
。
生
徒
は
、
こ
の
経
験
的
な
と
ら
え
方
に
正
確
さ
が

欠
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
間
題
意
識
老
感
じ
、
正
確
な
角
の
測
定

を
求
め
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
徒

の
側
か
ら
の
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」
の
解
釈
に
よ
り
、
内

容
構
造
の
骨
子
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
生
徒
の
日
常
生
活
に

お
け
る
「
角
」
の
と
ら
え
方
を
そ
の
骨
子
の
前
提
に
設
定
す
る
必

要
性
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
生
徒
の
側
か
ら
の
第
二
の
補
強
は
、
生
徒
に
誤
解
を
与
え
る
㍉
」

と
の
な
い
内
容
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
は
、
し

ば
し
ば
自
ら
冨
に
す
る
分
度
器
の
具
体
的
な
形
そ
の
も
の
に
縛
ら

れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
目
の
前
の
分
度
器
を
み
る
ば
あ
い
、
そ

れ
を
、
二
直
線
の
う
ち
の
一
本
の
回
転
後
に
緒
果
と
し
て
で
き
る

両
直
線
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
の
違
い
を
測
定
す
る
補
助
具
と
し
て
と

ら
え
る
伽
」
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
教
師
は
、

生
徒
が
最
初
に
目
に
す
る
分
度
器
の
形
そ
れ
自
体
に
縛
ら
れ
ず
に

直
線
の
回
転
運
動
の
結
果
と
し
て
「
分
度
器
」
を
と
ら
え
る
よ
う

に
、
内
容
の
構
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
構
成
要
素
や
要
素
閲
関
係
そ
し
て
層
化
に
よ
っ
て
構
造
化

さ
れ
た
内
容
が
生
徒
に
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
に
授
業
で
扱
わ
れ
る

た
め
に
も
、
内
容
構
造
の
骨
子
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
欠
け
て

は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
内
容
構
造
の
骨
子
に
対
す
る
第
三
の
補
強
は
、
右
の
内
容
構
成

を
生
徒
の
体
験
と
結
び
つ
け
、
そ
の
体
験
を
生
徒
に
不
可
欠
の
も

の
と
し
て
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
　
「
分
度
器
に
よ
る
角
の

測
定
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
内
容
で
生
徒
に
不
可
欠
と
さ
れ
る
も
の

は
、
生
徒
が
、
最
初
に
目
に
す
る
分
度
器
の
形
そ
れ
自
体
に
緯
ら

れ
ず
に
、
直
線
の
回
転
運
動
の
結
果
と
し
て
の
「
分
度
器
」
を
自

ら
体
験
的
に
認
識
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
自
身
に
よ

る
こ
の
体
験
的
な
認
識
は
、
内
容
の
構
造
化
を
成
り
立
た
せ
る
た

め
に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
五
）
当
該
の
教
育
段
階
に
お
け
る
当
該
の
学
級
の
子
ど
も
た
ち

　
　
に
対
し
て
当
該
の
内
容
構
造
を
興
味
深
く
と
ら
え
さ
せ
、
間

　
　
題
視
さ
せ
、
概
念
的
。
直
観
的
に
把
握
し
や
す
く
さ
せ
る
個
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別
的
な
ケ
ー
ス
、
事
象
、
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

　
　
か
。

　
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
内
容
に
つ
い

て
そ
の
「
本
質
的
内
容
」
や
構
造
そ
し
て
生
徒
と
の
諾
々
の
関
わ

り
の
間
題
が
検
討
さ
れ
た
後
で
最
後
に
出
て
く
る
の
が
、
そ
の
内

容
を
実
際
の
授
業
の
な
か
で
取
り
扱
う
具
体
的
手
立
て
で
あ
る
。

ク
ラ
フ
キ
は
こ
の
こ
と
を
三
つ
の
点
で
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
内

容
構
造
に
適
っ
た
間
題
意
識
を
生
徒
に
起
こ
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の

間
題
意
識
に
対
し
て
生
徒
に
自
主
的
に
答
え
さ
せ
る
こ
と
、
内
容

構
造
を
児
童
に
実
際
に
応
用
さ
せ
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。

　
第
一
の
点
は
、
生
徒
が
そ
れ
ま
で
の
自
ら
の
生
活
で
使
っ
て
い

た
不
十
分
な
「
角
」
の
と
ら
え
方
と
関
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
、
　
「
大

き
い
角
」
　
「
小
さ
い
角
」
　
「
直
角
の
半
分
」
と
い
う
よ
う
な
暖
味

な
こ
と
ば
で
表
し
て
い
た
「
角
」
を
正
確
に
測
定
し
て
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
、
生
徒
の
な
か
に
起
き

て
く
る
よ
う
に
、
状
況
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　
こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
く
策
二
の
点
は
内
容
の
直
観
化
と
関
わ

る
。
こ
こ
で
は
、
同
じ
長
さ
の
二
つ
の
直
線
の
う
ち
一
方
の
園
定

さ
れ
た
直
線
の
一
端
を
申
心
点
に
し
て
も
う
一
方
の
直
線
を
回
転

さ
せ
る
が
、
そ
の
と
き
に
幾
何
学
的
運
動
プ
ロ
セ
ス
の
直
観
化
が

求
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
ボ
ー
ル
紙
や
木
で
作
っ
た
二
つ
の
直
線
が

共
有
す
る
一
点
で
回
転
す
る
よ
う
に
し
、
一
方
の
直
線
の
先
に
チ

罰
ー
ク
を
つ
け
て
黒
板
上
に
そ
の
直
線
の
圓
転
運
動
の
軌
跡
を
画

き
な
が
ら
圓
転
運
動
そ
の
も
の
が
目
で
見
て
分
か
る
よ
う
に
工
夫

す
る
。
こ
の
よ
う
な
工
夫
に
よ
り
、
正
確
な
測
定
の
可
否
に
関
す

る
間
題
意
識
に
対
し
て
生
徒
の
自
主
的
な
回
答
が
導
か
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
自
主
的
な
回
答
が
生
徒
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
あ

と
は
第
三
の
点
で
あ
る
実
際
の
応
用
に
移
る
。
こ
こ
で
は
、
道
路

地
図
や
技
術
図
面
な
ど
を
利
用
し
た
生
徒
自
ら
の
手
に
よ
る
角
度

の
測
定
が
求
め
ら
れ
る
。

　
第
五
の
間
い
か
け
の
下
で
三
つ
の
点
か
ら
な
さ
れ
る
内
容
の
取

り
扱
い
は
、
第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
問
い
か
け
に
よ
っ
て
整
え
る

こ
と
の
で
き
る
「
客
観
的
側
面
」
で
の
内
容
構
成
全
体
を
改
め
て

生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
に
目
を
向
け
て
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
の
問
い
か
け
の
下
で
行
わ
れ
た
内
容
構
造
の
骨
子
の
解
釈
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
内
容
構
成
全
体
を
そ
の
ま
ま
で
是
と
す
る
の
で

は
な
く
、
改
め
て
生
徒
の
内
面
に
目
を
向
け
な
が
ら
三
つ
の
点
で

見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
分
度
器
に
よ
る
角
の
測
定
」
と
い
う

テ
ー
マ
に
対
す
る
生
徒
の
取
り
組
み
、
即
ち
、
第
一
の
間
い
か
け

の
下
で
の
「
本
質
的
内
容
」
や
第
四
の
問
い
か
け
の
下
で
の
「
客

観
的
側
面
」
に
お
け
る
内
面
構
造
の
獲
得
が
よ
り
い
っ
そ
う
確
実
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に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
策
一
か
ら
第
五
ま
で
の
間
い
か
け
の
下
で
み
ら

れ
る
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
「
主
観
的
側
面
」
に
向
け
て
の
解
釈

と
、
逆
に
、
　
「
主
観
的
側
面
」
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
に
目
を
向

け
て
の
解
釈
が
綴
る
一
連
の
喰
」
と
が
ら
が
、
ク
ラ
フ
キ
の
考
え
る

「
二
面
的
開
示
」
の
事
象
と
な
り
、
そ
れ
ら
を
導
く
五
つ
の
間
い

か
け
や
そ
の
下
で
の
い
く
つ
か
の
小
間
が
、
そ
の
「
二
面
的
開
示
」

を
成
り
立
た
せ
る
要
件
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
三
。
「
二
面
的
開
示
」
を
成
り
立
た
せ
る
「
圓
帰
」

　
　
　
　
　
思
考

　
ク
ラ
フ
キ
は
自
ら
の
提
起
す
る
「
二
面
的
開
示
」
が
五
つ
の
間

い
か
け
に
よ
っ
て
成
り
立
？
」
と
を
主
張
す
る
が
、
五
っ
の
間
い

か
け
に
関
わ
る
彼
の
考
え
方
に
は
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
　
「
一
般
人
」
の
立
場
か
ら
「
客

観
的
側
面
」
に
向
け
て
の
解
釈
に
始
ま
り
、
そ
の
あ
と
、
　
「
客
観

的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
に
向
け
て
の
解
釈
と
そ

の
逆
方
向
の
解
釈
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
教
師
は
、
ま
ず
、
第
一
の
間
い
か
け
で
、
　
「
一
般
人
」
の
立
場

か
ら
冒
標
設
定
と
い
う
「
客
観
的
側
面
」
に
目
を
向
け
て
、
　
「
客

観
的
側
面
」
で
「
本
質
的
内
容
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
の
間
い
か
け
で
は
、
第
一
の
問
い
か
け
に
お
け
る
二
般
人
L

の
立
場
か
ら
「
客
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
と
ら
え
た
「
本
質
的
内

容
」
を
、
　
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
そ
の
と
き
現
在
の
「
主

観
的
側
面
」
へ
の
冒
で
と
ら
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三

の
間
い
か
け
は
、
第
二
の
問
い
か
け
と
同
じ
よ
う
に
、
教
師
が
第

一
の
間
い
か
け
で
規
定
し
た
「
本
質
的
内
容
」
を
生
徒
の
将
来
の

「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
と
ら
え
直
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第

四
の
間
い
か
け
は
、
第
二
、
三
の
問
い
か
け
で
「
客
観
的
側
面
」

か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
と
ら
え
直
さ
れ
た
「
本

質
的
内
容
」
が
改
め
て
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
か
ら
「
客
観
的

側
面
」
へ
の
目
で
考
え
ら
れ
、
そ
の
構
造
が
間
わ
れ
る
。
最
後
の

第
五
の
間
い
か
け
で
は
、
第
四
の
問
い
か
け
に
よ
り
「
客
観
的
側

面
し
で
構
造
化
さ
れ
る
「
本
質
的
内
容
」
が
、
ふ
た
た
び
「
客
観

的
側
面
」
か
ら
生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
へ
の
目
で
解
釈
さ
れ
、

生
徒
自
身
に
把
握
さ
れ
や
す
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
客
観
的
側
面
」
か
ら
「
主
観
的
側
面
」
へ
向

か
う
解
釈
と
そ
の
逆
方
向
の
解
釈
の
繰
り
返
し
は
、
ク
ラ
フ
キ
の

考
え
る
「
陶
冶
内
容
」
の
解
釈
の
仕
方
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ

し
て
、
第
一
の
間
い
か
け
に
よ
り
「
客
観
的
側
面
」
に
お
い
て

「
本
質
的
内
容
」
が
一
般
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
の
間
い
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か
け
に
よ
り
そ
の
「
本
質
的
内
容
」
が
生
徒
の
と
き
ど
き
の
「
主

観
的
側
面
」
で
意
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
第
三
の
問
い
か
け
に
よ

り
同
じ
「
本
質
的
内
容
」
が
生
徒
の
将
来
の
コ
王
観
的
側
面
」
で

意
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
第
四
の
問
い
か
け
に
よ
り
「
本
質
的
内

容
」
が
「
客
観
的
側
面
」
で
改
め
て
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し

て
、
第
五
の
問
い
か
け
で
「
本
質
的
内
容
」
が
生
徒
の
「
主
観
的

側
面
」
で
把
握
さ
れ
や
す
い
状
態
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
ら
五
つ
の

こ
と
が
ら
全
体
を
通
し
て
「
客
観
的
側
面
」
で
「
本
質
的
内
容
」

が
一
般
的
に
規
定
さ
れ
、
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
、

生
徒
の
「
主
観
的
側
面
」
で
そ
の
「
本
質
的
内
容
」
が
現
在
と
将

来
に
お
い
て
意
義
づ
け
ら
れ
、
把
握
さ
れ
や
す
い
状
態
に
な
る
ど

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ク
ラ
フ
キ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
　
「
本
質
的
内

容
」
が
「
客
観
的
側
面
」
と
コ
王
観
的
側
面
」
で
規
定
さ
れ
る
こ

と
を
「
二
面
的
開
示
」
の
状
態
と
し
て
と
ら
え
る
。

　
「
二
面
的
開
示
」
の
概
念
は
、
緕
局
、
　
「
客
観
的
側
面
」
に
お

い
て
「
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
解
明
す
る
た
め
の
か
ぎ
、
っ

ま
り
範
酵
と
な
る
一
般
的
。
基
本
的
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
」

で
あ
り
、
　
「
主
観
的
側
面
」
に
お
い
て
「
一
般
的
。
基
本
的
な
洞

察
、
体
験
“
経
験
、
方
法
、
っ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
獲
得

す
る
た
め
の
範
醇
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

ク
ラ
フ
キ
に
お
い
て
は
、
　
「
客
観
的
側
面
」
に
お
い
て
「
本
質
的

内
容
」
が
一
般
的
に
規
定
さ
れ
、
構
造
化
さ
れ
る
状
態
は
、
　
「
範

騰
と
な
る
一
般
的
・
基
本
的
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
」
状
態
と
さ

れ
、
　
「
主
観
的
側
面
」
に
お
い
て
「
本
質
的
内
容
」
が
現
在
と
将

来
に
お
い
て
意
義
づ
け
ら
れ
、
把
握
さ
れ
や
す
い
状
態
に
な
る
こ

と
は
、
　
二
般
的
。
基
本
的
な
洞
察
、
体
験
、
経
験
、
方
法
、
つ

ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
獲
得
す
る
た
め
の
範
藤
を
身
に
つ
け

る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
　
「
本
質
的
内
容
」
は
、
　
「
客
観
的

側
面
」
に
お
い
て
は
「
範
騰
と
な
る
一
般
的
な
基
本
的
内
容
」
と

し
て
、
　
「
主
観
的
側
面
」
に
お
い
て
は
「
一
般
的
・
基
本
的
な
洞

察
、
体
験
、
経
験
、
方
法
、
っ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
獲
得

す
る
た
め
の
範
購
し
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
起
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
　
「
二
面
的
開
示
」
の
状
態
と
な
る
。
油
」
の

よ
う
な
「
二
面
的
開
示
」
の
状
態
は
、
　
「
客
観
的
側
面
」
で
「
人

閲
に
対
す
る
物
的
お
よ
び
精
神
的
な
現
実
の
開
示
状
態
」
が
起
き
’

る
と
同
時
に
、
　
「
主
観
的
側
面
」
で
「
そ
の
人
間
の
こ
の
現
実
に

対
す
み
開
示
状
態
」
が
起
き
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
b
毘
巨
レ
鵠
戸
ω
一
墨
鳶
．
）
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
ク
ラ
フ
キ
は
、

「
客
観
的
側
面
」
か
ら
「
主
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観
的
側
面
L
へ
向
か
う
解
釈
と
そ
の
逆
方
向
の
解
釈
の
繰
り
返
し

に
よ
り
、
　
「
二
面
的
開
示
」
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

か
つ
て
筆
者
の
論
及
し
て
き
た
ド
イ
ツ
精
神
史
に
み
ら
れ
る
「
回

帰
」
思
考
が
、
フ
レ
ー
ベ
ル
を
通
し
て
ク
ラ
フ
キ
に
継
承
さ
れ
た

結
果
で
も
あ
る
と
い
う
サ
」
と
が
で
き
る
（
渡
辺
、
一
九
八
三
、
一

九
八
六
、
一
九
八
七
、
一
九
八
八
）
。
即
ち
、
　
「
二
面
的
開
示
」

の
概
念
は
、
ド
イ
ツ
的
な
人
聞
形
成
の
考
え
方
を
支
え
る
フ
レ
ー

ベ
ル
の
「
回
帰
」
思
考
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
と
く
に
、
フ
レ
ー
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
内
か
ら
外
へ
そ
し
て

外
か
ら
内
へ
推
論
す
る
（
精
神
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
事
象
へ
そ

し
て
現
実
的
事
象
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
考
え
を
め
ぐ
ら
す
）
と

い
う
「
回
帰
」
思
考
が
さ
い
こ
ろ
の
事
例
で
具
象
化
さ
れ
て
い
た

が
、
ク
ラ
フ
キ
は
、
そ
の
事
例
に
「
二
面
的
開
示
し
の
概
念
を
見

出
し
て
お
り
、
フ
レ
ー
ベ
ル
の
「
回
帰
」
思
考
を
「
二
面
的
開
示
」

の
概
念
に
継
承
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
渡
辺
光
雄
．
　
（
一
九
八
三
）
．
E
・
M
・
ア
ル
ン
ト
の
門
人
間
陶
冶
に

関
す
る
断
想
』
に
お
け
る
陶
冶
の
概
念
に
つ
い
て
．
教
育
方
法
談
話
会
、

教
育
方
法
学
研
究
、
六
、
九
〇
1
一
一
四
．

　
渡
辺
光
雄
．
　
（
一
九
八
六
）
．
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
ジ
ヴ
ァ
ナ
』
に

お
け
る
人
間
形
成
に
つ
い
て
．
教
育
方
法
研
究
会
、
教
育
方
法
学
研
究
。

七
、
二
一
－
四
三
．

　
渡
辺
光
雄
．
　
（
一
九
八
七
）
．
E
．
M
。
ア
ル
ン
ト
の
叩
人
間
陶
冶
に

関
す
断
想
』
と
J
・
パ
ウ
ル
の
門
レ
ヴ
ァ
ナ
』
の
人
間
形
成
論
に
お
け
る

「
二
面
的
開
示
」
に
つ
い
て
．
日
本
教
育
方
法
学
会
、
教
育
方
法
学
研
究
、

二
一
、
九
－
一
七
．

　
渡
辺
光
雄
．
　
（
一
九
八
八
）
．
フ
レ
ー
ベ
ル
の
「
内
と
外
の
関
係
」
に

お
け
る
「
二
面
的
開
示
」
に
つ
い
て
．
教
育
方
法
研
究
会
、
教
育
方
法
学

研
究
、
八
、
四
三
－
六
四
．
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