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十
試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。
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解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
人
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合

が
あ
る
。

問
題
冊
子
の
余
白
等
は
適
宜
利
用
し
て
よ
い
が
、

ど
の
ペ

ー
ジ
も
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

試
験
終
了
の
指
示
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
、

蛸
記
用
具
を
置
き
、
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

（記入例）
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（数字見本）
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試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

問
題
は

2
1
9
ぺ
）
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・

乱

rぉ
よ
び
解
答
用
紙

の
汚
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、
H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と。

受
験
番
号
お
よ
び
氏
名
は
、
試
験
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
（
左
の
記
入
例

参
照
）。

所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号

・
氏
名
を
書
い
て
は
な
ら
な
い
。

受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
左
の
数
字
見
本
に
し
た
が
い
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。
読

み
づ
ら
い
数
字
は
、
採
点
処
理
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。

注
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す
る
言
説
と
し
て
相
互
補
完
的
だ
っ
た
。

図
式
が
長
い
間
に
わ
た
っ
て
流
布
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

歴
史
学
は
過
去
に
生
起
し
た
個
別
的
で

な
こ
と
を
語
る
か
ら
で
あ
る
。

文
学
、
と
り
わ
け
小
説
と
、
歴
史
学
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
い
か
け
は
、
旧
く
て
新
し
い
。
両
者
が
ど
ち
ら
も
語

り
の
構
造
に
依
拠
す
る
と
し
て
言
説
上
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
立
場
て
あ
れ
、
逆
に
両
者
の
認
識
論
的
な
差
異
を
強
調
し
て
、
明
確

な
境
界
線
を
も
う
け
る
立
場
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
一
定
の
テ
ー
マ
を
論
じ
る
歴
史
学
が
文
学
作
品
を
重
要
な
史
料
と
し
て
活
用

す
る
場
合
で
あ
れ
、
文
学
と
歴
史
学
、
作
家
と
歴
史
家
は
緊
張
を
は
ら
ん
だ
交
流
と
論
争
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

文
学
と
歴
史
学
を
対
比
さ
せ
る
思
考
は
、
西
洋
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
ま
で
遡
る
。
彼
か
『
詩
学
』

詩
人
（
作
者
）

の
な
か
て
指
摘
し
た
両
者

の
仕
事
は
、
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
語
る
こ
と
で
は
な
く
、
起
こ
り
う
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
あ
り
そ
う

な
仕
方
て
、
あ
る
い
は
必
然
的
な
仕
方
で
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
、
語
る
こ
と
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
家
と
詩
人
は
、

韻
文
で
語
る
か
否
か
と
い
う
点
に
差
異
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
〔
中
略
〕
、
歴
史
家
は
す
で
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
語
り
、
詩
人
は

起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
語
る
と
い
う
点
に
差
異
が
あ
る
か
ら
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
詩
作
は
歴
史
に
く
ら
べ
て
よ
り
哲

学
的
で
あ
り
、

よ
り
深
い
意
義
を
も
つ
も
の
て
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
詩
作
は
む
し
ろ
普
遍
的
な
こ
と
を
語
り
、
歴
史
は
個
別
的

一
回
か
ぎ
り
の
こ
と
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
偶
発
的
て
、
人
間
の
意
志
や
企
図
と
は
関
係

ー

の
な
い
出
来
事
を
叙
述
す
る
。
そ
れ
は
と
き
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
時
聞
の
流
れ
に
そ
っ
て
、
し
か
し
論
理
的
な
脈
絡
を
見
い

だ
す
こ
と
な
く
記
述
す
る
だ
け
の
年
代
記
に
な
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
詩
（
文
学
）

あ
る
い
は
集
団
の
運
命
を
描
く
場
合
で
あ
れ
、
そ
こ
に
一

A

一
な
つ
な
が
り
を
構
築
す
る
こ
と
て
、
普
遍
的
な
次
元
を
有
す

る
ド
ラ
マ
を
め
ざ
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
悲
劇
や
喜
劇
の
よ
う
な
劇
形
式
と
、

な
叙
事
詩
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
学
は
過
去
を
記
述
し
、
文
学
は
未
来
を
展
望
す
る
。
文
学
は
個
人
の
生
を
、
起
承
転
結
を
そ
な

え
た
物
語
と
し
て
、

ひ
と
つ
の
目
的
を
志
向
す
る
行
為
の
連
続
体
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
歴
史
の
出
来
事
は
そ
の
偶
発
性

を
含
め
て
、
そ
の
よ
う
な
完
結
し
た
全
体
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。

学
よ
り
も
哲
学
的
で
、
普
遍
的
だ
と
し
た
の
た
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
以
降
、
文
学
11
普
遍
性
、
歴
史
学
11
個
別
性
と
い
う
二
項
対
立
の

い
ま
「
歴
史
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、

は
、
個
人
の
行
動
と
人
生
を
語
る
場
合
で
あ
れ
、

ホ
メ
ロ
ス
的

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
ゆ
え
、
文
学
が
歴
史

じ
つ
は
内
洋
て
過
去
の
出
来
事
を
記
述
し
、
そ
の
因
果
関
係
を
探
る
営
み
が
歴
史

学
と
い
う
ひ
と
つ
の
学
問
、
あ
る
い
は
科
学
と
し
て
成
立
す
る
の
は
十
九
憔
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ま
で
は

歴
史
を
語
る
こ
と
は
「
文
洪
」
や
倫
理
学
の
一
部
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
叙
述
は
し
ば
し
ば
国
工
や
権
力
者
た
ち
の
事
績
を
語

り
、
王
朝
の
交
替
劇
を
描
き
だ
す
こ
と
に
尽
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
傾
向
に
異
議
を
申
し
た
て
た
十
九
世
紀
前
半
の
ロ
マ
ン
主
義
歴

史
学
が
、
文
明
の
歴
史
、
国
民
の
歴
史
、
民
衆
の
生
活
と
心
性
を
記
述
す
る
新
た
な
方
法
を
提
唱
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
代
、
歴

史
学
と
文
学
は
事
実
と
虚
構
、
学
問
と
物
語
と
し
て
対
寸
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
歴
史
を
解
釈
し
、
国
民
の
習
俗
を
叙
述

そ
の
よ
う
な
時
代
に
誕
生
し
た
の
か
、
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
（
と
り
わ
け
小
説
）
は
、
歴
史
の
現
実
が

2
 

人
々
に
突
き
つ
け
た
諸
問
題
を
理
解
し
、
表
象
し
よ
う
と
す
る
意
志
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
生
ま

れ
た
の
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
数
批
紀
の
あ
い
だ
続
い
た
王
政
を
崩
壊
さ
せ
、
同
家
の
父
と
し
て
の
同
王
を
処
刑
ま
で
し
た

革
命
は
、
統
治
原
理
を
根
本
か
ら
変
え
、
そ
の
後
の
社
会
は
ま
さ
に
末
曾
有
の
時
代
に
突
入
し
て
い
っ
た
。
新
し
い
世
界
の
誕
生
は
、

新
た
な
も
の
の
見
方
を
要
請
し
、
現
実
を
認
識
し
、
表
現
す
る
新
た
な
方
法
を
求
め
る
だ
ろ
う
。

の
位
相
の
違
い
は

つ
と
に
名
高
い
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

2
 



文
学
の
領
域
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
作
家
た
ち
は
ま
ず
、
「
い
ま
」
を
描
き
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
る
時
代
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
扶
り
だ
そ
う
と
し
た
の
て
あ
る
。
ハ
ル
ザ
ソ
ク
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
か
ら
フ
ロ
ベ
ー
ル
、
ゾ
ラ
に
い
た
る
系
譜
が
、
こ
の

リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
く
つ
き
り
し
た
稜
線
を
構
成
す
る
。
哲
学
者
ラ
ン
シ
ェ
ー
ル
が
、
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
と
歴
史
学
、
さ
ら
に
は
杜

3
 

会
科
学
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
創
出
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
し
な
が
ら
、
文
学
に
は
現
実
を
認
識
す
る
能
力
が
あ
り
、
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
の
合
理
性
」
が
具
わ
っ
て
い
る
と
強
調
し
た
の
は
同
じ
趣
旨
に
沿
う
。

他
方
で
、
現
在
を
理
解
す
る
た
め
に
は
過
去
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
家
た
ち
が
同
時
代
の
歴
史
家
た
ち
と
競
合
す
る
か

の
よ
う
に
、
歴
史
の
解
釈
を
提
示
す
る
「
歴
史
小
説
」
を
発
表
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ハ
ル
ザ
ノ
ク
、
テ
ュ
マ
、

ル
、
ゾ
ラ
か
ら
二
十
批
紀
の
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
に
至
る
ま
で
、

フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
傑
作
を
生
み
だ
し
続
け
て
き
た
。
革
命

後
の
近
代
小
説
の
歴
史
に
お
い
て
、
最
初
に
形
成
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
が
歴
史
小
説
だ
と
い
う
の
は
、
文
学
と
歴
史
学
の
浅

そ
し
て
現
代
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
歴
史
に
素
材
を
汲
む
新
た
な
か
た
ち
の
文
学
が
重
要
な
潮
流
を
形
成
し
、
読
者
の
支
持
を
得
て
い

4
 

る
。
現
代
の
歴
史
学
や
社
会
科
学
で
し
ば
し
ば
話
題
に
な
る
「
記
憶
」
や
「
忘
却
」
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
文
学
作
品
が
、
二
十

一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
数
多
く
刊
行
さ
れ
、
名
誉
あ
る
文
学
賞
を
授
与
さ
れ
る
な
ど
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値

す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、

ナ
チ
ス
や
、

ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
や
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
主
題
に
し
た
文
学
の
隆
盛
は
、
近
年
の
フ
ラ
ン
ス
で

顕
著
な
傾
向
で
あ
る
。
作
者
は
狭
義
の
小
説
家
に
か
ぎ
ら
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
歴
史
家
に
も
及
ふ
。
歴
史
の
現
実
が
提
供
す
る

要
素
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て
ら
れ
た
物
語
は
、

せ
る
が
、
歴
史
の
空
白
や
沈
黙
を
物
語
に
よ
っ
て
充
填
し
、
資
料
調
査
す
る
作
者
み
ず
か
ら
の
営
み
も
物
語
の
一
部
と
し
て
組
み
こ

む
と
い
う
点
で
、
歴
史
書
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
異
な
る
。
そ
こ
に
は
、
文
学
が
独
自
の
技
法
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
な
知
と
解
釈
を

他
方
、
歴
史
学
は
文
学
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
の
た
ろ
う
か
。

ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
文
学
と
の
蜜
月
状
態
の
な
か
で
誕
牛
し
た
近
代
歴
史
学
は
、

っ
て
、
科
学
的
な
学
問
分
野
と
し
て
実
証
主
義
歴
史
学
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
を
中
心
に
し
て
確
立
す
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
制

度
的
な
歴
史
研
究
は
、
真
実
と
事
実
の
名
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
因
果
論
的
に
記
述
す
る
学
問
と
し
て
、

差
異
化
し
て
い
っ
た
。
文
学
は
あ
く
ま
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
歴
史
学
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
誘
惑
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
歴
史
的

現
実
を
再
構
成
す
る
の
を
日
的
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
九
七

0
年
代
の
言
語
論
的
転
回
や
社
会
構
築
主
義
を
経
て
、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ー
ヌ
や
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
や
ポ
ー
ル

・
リ
ク
ー
ル
な
ど
が
、
歴
史
叙
述
の
う
ち
に
物
語
と
の
構
造
的
な
相
同
性
を
指
摘
し
た
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
学
と
文
学
創
造
の
関
係

性
に
新
た
な
光
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
ば
し
ば
「
エ
グ
ゾ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
。
実
在
し
た
人
物
を
登
場
さ

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
そ
の
後
の
世
紀
後
半
に
い
た

み
ず
か
ら
を
文
学
と

二
十
世
紀
初
頭
の
実
証
主
義
か
主
張
し
た
の
と
は
異
な
り
、
歴
史
学
は
純
粋
に
客

観
的
、
中
立
的
な
科
学
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
産
す
る
歴
史
家
自
身
の
主
観
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
切
り
離
せ
な
い
知
的
な
営
み
て
あ

る
。
そ
れ
は
歴
史
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
学
や
人
類
学
な
ど
の
社
会
科
学
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
。

歴
史
学
と
文
学
の
関
わ
り
を
証
一
[
-
口
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
例
は
、
歴
史
家
が
史
料
と
し
て
文
学
作
品
や
、
作
家
の
書
き
残
し
た
日
記

や
書
簡
を
使
用
す
る
傾
向
が
、
近
年
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
現
象
が
と
り
わ
け
明
瞭
な
の
は
、
文
化
史
や
感

性
の
歴
史
の
領
域
で
あ
ろ
う
。
事
件
や
出
来
事
で
は
な
く
、
人
々
の
私
生
活
や
内
面
性
を
分
析
す
る
歴
史
学
に
と
っ
て
、
文
学
作
品

や
日
記
や
書
簡
は
き
わ
め
て
示
唆
的
な
コ
ー
パ
ス
で
あ
る
。
私
生
活
や
内
面
性
の
痕
跡
は
、
行
政
・
警
察
文
書
や
、
裁
判
記
録
や
、

教
会
の
古
文
書
な
ど
従
来
の
歴
史
学
が
特
権
化
し
て
き
た
史
料
に
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
か
ら
だ
。
最
近
注
目
度
が
高
ま
っ
て
い
る

「
感
情
の
歴
史
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
学
の
潮
流
を
代
表
す
る
の
が
、

ア
ラ
ン
・
コ
ル
ハ
ン
て
あ
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
た
ち
の
あ
い
た
に
は
、

史
小
説
、
自
伝
、
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど
現
代
文
学
の
形
式
や
手
法
を
積
杯
的
に
取
り
こ
ん
で
い
る
こ

創
出
で
き
る
は
ず
だ
、
と
い
う
認
識
が
存
在
す
る
。

か
ら
ぬ
つ
な
が
り
を
よ
く
証
言
し
て
い
る
。

フ
ロ
ベ
ー

フ
ラ
ン
ス
で
は

さ
ら
に
新
た
な
流
れ
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
。
叙
述
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
に
、
歴

3
 



ホ Iヽ

る
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
。

来
を
展
望
す
る
文
学
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
。

史
的
な
記
述
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
。

れ
た
か
ら
。

ロ イ
問 問 問

5
 

と
だ
。
叙
述
の
方
法
と
し
て
意
図
的
に
物
語
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
と
き
に
は
歴
史
家
自
身
が
一
人
称
の
「
私
」
と
し
て
登
場
す
る
。

し
ゅ
ん
じ
ゅ
，
～

調
査
の
過
程
、
そ
れ
に
伴
う
驚
き
、
送
巡
な
ど
が
歴
史
的
な
分
析
の
な
か
に
組
み
こ
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
新
潮
流
を

『
歴
史
は
現
代
文
学
で
あ
る
』
（
二

0
一
四
）
に
お
い
て
、
「
方
法
と
し
て
の
私
」
、

「
方
法
と
し
て
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
名
称
で
定
式
化
し
た
概
念
て
あ
る
。
彼
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
有
す
る
発
見
的
な
次
元
を

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
そ
れ
自
体
で
は
虚
偽
で
も
真
実
で
も
な
い
。

真
実
と
関
係
を
持
た
な
い
。

〔
・
:
〕
。
反
対
に
、

説
（
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
自
分
が
自
足
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ぎ
り
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
現
実
を
再
現
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
か
ぎ
り
、
真
実
と
不
完
全
な
関
係
し
か
結

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
知
識
の
操
作
者
と
し
て
知
の
生
産
の
プ
ロ
セ
ス
に
加
わ
れ
ば
、
真

実
と
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
ー
た
と
え
ば
、
問
題
（
ス
コ
ソ
ト
、
バ
ル
サ
J
ク
）
、
異
化
（
ス
タ
ー
ン
、
ボ
ル
ヘ
ス
）
、
仮

ウ
ェ
ル
ス
）
、
理
念
型
（
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の
よ
う
な
女
性
、

実
際
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
小
説
が
歴
史
の
問
題
化
に
寄
与
し
、
社
会
的
な
問
い
か
け
を
誘
発
す
る
と
い
う
点
で
「
方
法
と
し
て
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ジ
ャ
ブ
ロ
ン
カ
は
高
く
評
価
す
る
。
文
学
創
造
は
、
研
究
、
発
見
、
認
識
と
い
う
側
面

を
排
除
し
な
い
。
彼
が
め
ざ
す
の
は
、
詩
学
と
美
学
と
物
語
性
を
兼
備
し
た
文
学
的
な
歴
史
叙
述
で
あ
る
。

傍
線
部
ー
「
論
理
的
な
脈
絡
」
と
あ
る
が
、
歴
史
に
お
け
る
「
論
理
的
な
脈
絡
」
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
を
言
い
換
え

た
語
旬
を
本
文
中
か
ら
漢
字
四
文
字
で
抜
き
出
し
、
解
答
欄
に
記
し
な
さ
い
。

空
欄
＿
A
一
に
当
て
は
ま
る
言
葉
（
漢
字
二
文
字
）
を
考
え
て
、
解
答
欄
に
記
し
な
さ
い
。

傍
線
部
2
「
そ
し
て
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
生
ま
れ
た
の
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
か
。
そ
の

理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
は
、
歴
史
学
が
科
学
と
接
近
し
た
よ
う
に
、
文
学
も
リ
ア
ル
な
科
学
的
叙
述
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
は
、
王
政
を
倒
し
て
処
刑
ま
で
し
た
こ
と
の
原
因
と
結
果
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
歴
史
学
が
求
め
ら

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
は
、
唯
一
の
権
力
者
だ
っ
た
王
朝
の
交
替
劇
は
も
う
必
要
な
く
な
り
、
新
た
に
権
力
を
得
た
民
衆
の
歴

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
は
、
歴
史
学
と
文
学
と
の
対
立
が
解
消
さ
れ
て
、
た
だ
歴
史
を
記
述
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
の
未

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
国
王
に
支
配
さ
れ
な
い
社
会
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
が
で
き

ル
フ
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
）
と
い
っ
た
か
た
ち
に
お
い
て
。

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

代
表
す
る
一
人
イ
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ャ
ブ
ロ
ン
カ
が

（
小
倉
孝
誠
『
歴
史
を
ど
う
語
る
か
』
に
よ
る

カ
フ
カ
的
世
界
）
、
叙
述
の
構
成
（
ウ

4
 



ホ Iヽ 口

)
そ
歴
史
の
真
実
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
始
め
た
か
ら
。

料
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

イ
ら
一
っ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

問
六

傍
線
部

3
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
合
理
性
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中

文
学
で
は
あ
る
が
、
社
会
の
法
則
を
見
ぬ
き
、

そ
れ
を
整
合
性
を
も
っ
て
書
く
こ
と
。

文
学
と
歴
史
学
と
が
わ
か
ち
が
た
く
結
び
つ
き
、
歴
史
の
統
合
原
理
を
基
礎
に
し
た
こ
と
。

文
学
が
同
時
代
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
歴
史
小
説
の
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
。

文
学
が
現
実
を
正
確
に
認
識
す
る
こ
と
で
、
現
実
を
リ
ア
ル
に
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

文
学
が
独
自
の
技
法
に
よ
っ
て
、
埋
に
か
な
っ
た
形
で
歴
史
を
作
り
出
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。

傍
線
部
4

「
「
記
憶
」
や
「
忘
却
」
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
文
学
作
品
」
は
、
な
ぜ
い
ま
支
持
を
得
て
い
る
の
か
。
そ
の

理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

事
実
の
中
で
何
が
記
憶
さ
れ
何
が
忘
却
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
に
こ
そ
歴
史
の
真
実
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
始
め
た
か
ら
。

実
証
王
義
的
な
歴
史
学
が
記
述
す
る
歴
史
に
対
し
て
、
記
憶
や
忘
却
を
組
み
込
ん
だ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
小
説
の
本
分
だ
か
ら
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
歴
史
小
説
が
書
い
た
の
は
国
家
の
権
力
闘
争
の
歴
史
で
し
か
な
い
の
に
対
し
て
、
大
衆
を
書
い
た
歴
史

事
実
と
認
定
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
記
述
し
た
歴
史
よ
り
も
、
人
々
の
声
を
拾
い
上
げ
た
文
学
こ
そ
が
歴
史
の
真
実
を
書
い
て

戦
争
や
迫
害
の
歴
史
で
は
多
く
の
事
実
が
秘
密
に
さ
れ
た
ま
ま
眠
っ
て
い
る
の
で
、
そ
う
し
た
秘
密
に
さ
れ
た
事
実
を
記
憶

に
頼
り
な
が
ら
探
し
当
て
る
こ
と
は
文
学
に
し
か
で
き
な
い
か
ら
。

傍
線
部
5
「
叙
述
の
方
法
と
し
て
意
図
的
に
物
語
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
と
き
に
は
歴
史
家
自
身
が
一
人
称
の
「
私
」
と
し

て
登
場
す
る
」
よ
う
な
歴
史
の
叙
述
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

権
力
者
に
有
利
な
記
録
に
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
歴
史
の
真
実
は
見
え
て
こ
な
い
の
て
、
歴
史
家
が
意
図
的
に
そ
れ
ら
の
史

歴
史
は
単
な
る
事
実
の
集
積
で
は
な
く
て
歴
史
家
の
好
み
や
思
想
が
反
映
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
家
の
好
み
や
思
想
に

歴
史
を
記
述
す
る
人
も
社
会
の
中
に
存
在
し
、
史
料
の
使
い
方
や
選
択
に
よ
っ
て
歴
史
が
個
人
の
好
み
に
よ
っ
て
再
構
成
さ

れ
る
も
の
だ
と
認
め
る
こ
と
で
、
歴
史
の
真
実
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

日
記
や
書
簡
な
ど
、
従
来
の
歴
史
学
が
特
権
化
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
史
料
に
よ
っ
て
人
々
の

葛
藤
を
叙
述
す
る
感
情
の
歴
史
に
し
か
、
歴
史
の
真
実
は
隠
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。

歴
史
は
虚
偽
と
真
実
の
入
り
交
じ
っ
た
も
の
だ
と
認
め
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
を
方
法
化
し
て
知
を
生
産
す
る
こ
と
が
、

文
学
と
歴
史
学
が
近
づ
く
も
っ
と
も
優
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
考
え
ら
れ
始
め
た
か
ら
。

ホ
い
る
と
考
え
ら
れ
始
め
た
か
ら
。

小
説
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
。

Iヽ 口 ィ
問
五 ホ Iヽ 口 ィ

か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

問
四

5
 



家
の
中
の
普
段
の
恰
好
で
そ
の
辺
を
歩
く
と
、
子
供
達
か
ら
「
変
な
オ
ジ
サ
ン
」
と
言
わ
れ
る
が
、
ネ
ク
タ
イ
を
し
て
ス
ー
ツ
を

a
 

着
る
と
、
子
供
達
も
ア

V
ハ
ク
感
を
感
じ
る
の
か
避
け
て
通
る
。
猫
も
杓
了
も
ス
ー
ツ
を
着
れ
ば
社
会
人
と
し
て
通
用
す
る
よ
う
だ
。

ス
ー
ツ
に
は
個
性
が
な
い
。

だ
か
ら
、

ス
ー
ツ
と
は
記
号
な
の
だ
。
記
号
を
ま
と
い
な
が
ら
歩
い
て
い
る
姿
は
、
も
は
や
人
間
と
い
う
よ
り

も
、
ネ
ク
タ
イ
と
ス
ー
ツ
を
着
た
記
号
な
の
だ
。
記
号
の
差
異
だ
け
が
問
題
と
な
る
。
大
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
し
ば
ら
く

見
な
い
う
ち
に
、
ず
い
ぶ
ん
立
派
な
記
号
に
お
育
ち
に
な
り
ま
し
た
ね
」
と
い
う
言
葉
と
対
応
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
。

い
か
な
る
記
号
を
ま
と
っ
て
い
る
の
か
が
注
肩
さ
れ
、
そ
の
記
号
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
勝
負
が
つ
け
ら
れ
る
。
ど
の
プ
ラ

ン
ド
が
高
級
で
、
誰
の
も
の
よ
り
優
れ
て
い
て
、
誰
の
も
の
に
負
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
だ
け
が
問
題
な
の
だ
。
「
立
派
に
出
世
し

た
で
し
ょ
」
と
記
号
が
話
し
か
け
て
く
る
。
ど
の
ブ
ラ
ン
ド
の
ス
ー
ツ
な
の
か
、
安
物
の
つ
る
し
（
注
1

)

な
の
か
、
と
の
プ
ラ
ン

ド
の
腕
時
計
な
の
か
。
社
会
的
地
位
の
目
盛
り
が
少
し
て
も
上
が
っ
た
か
下
が
っ
た
か
で
、
評
価
す
る
た
め
の
指
標
と
す
る
。

町
中
到
る
と
こ
ろ
、
格
付
け
や
ラ
ン
キ
ン
グ
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
合
戦
の
と
き
の
武
士
の
よ
う
に
、
手
柄
を
i
>
て
、
武
勲

を
上
げ
る
た
め
に
、
街
の
中
で
「
い
ざ
勝
負
勝
負
」
と
合
戦
を
挑
む
。
「
オ
レ
は
勝
っ
た
」
「
私
は
勝
っ
た
」
と
ほ
く
そ
笑
む
の
が
勝

負
終
了
の
徴
だ
。
勝
負
を
分
け
る
の
は
、
笑
い
声
の
大
き
さ
だ
っ
た
り
、
腕
時
計
の
値
段
だ
っ
た
り
、
連
れ
歩
い
て
い
る
恋
人
の
美

貌
で
あ
っ
た
り
、
身
長
で
あ
っ
た
り
、
学
歴
で
あ
っ
た
り
、
年
収
で
あ
っ
た
り
す
る
。

都
会
と
は
、
或
る
人
の
流
れ
と
別
の
人
の
流
れ
が
次
々
と
す
れ
違
っ
た
り
、
交
錯
し
た
り
、
並
ん
た
り
す
る
流
体
の
世
界
だ
。
人

の
流
れ
と
そ
の
流
れ
を
構
成
す
る
人
員
が
、
標
準
規
格
な
の
か
、
以
上
な
の
か
、
以
下
な
の
か
値
踏
み
が
さ
れ
、
そ
れ
に
応
し
て
対

応
が
変
わ
っ
て
く
る
。
記
号
と
は
す
く
に
読
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
す
く
に
正
確
に
読
み
取
ら
れ
る
標
準
的
記
号
こ
そ

が
、
「
善
い
記
号
」
で
あ
る
。

2
 

現
代
社
会
で
は
資
本
主
義
と
い
う
馴
致
機
構
が
標
準
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
宣
伝
を
見
る
こ
と
て
購
入
動
機
を
植
え
付

け
ら
れ
る
よ
う
な
者
が
、
善
い
消
費
者
で
あ
り
、
資
本
主
義
に
適
応
し
た
存
在
で
あ
る
。
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の

C
M
を
見
て
、

イ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
に
行
き
た
い
願
望
が
沸
い
て
、
ま
よ
わ
ず
に
す
ぐ
に
行
動
す
る
の
が
、
「
善
い
消
費
者
」
「
善
い
メ
テ
ィ
ア
享
受

者
」
な
の
で
あ
る
。

C
M
を
見
て
、
買
い
た
く
な
っ
て
、
買
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
仕
方
が
な
く
な
る
こ
と
、

が
購
入
行
動
の
ス
イ
ノ
チ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
人
問
が
、
よ
く
馴
致
さ
れ
た
人
間
な
の
だ
。

C
M
に
簡
単
に
欺
さ
れ
る
人
間
が
増

え
て
こ
そ
、
人
々
の
消
費
行
動
は
予
想
し
や
す
く
な
る
。

C
M
を
見
て
、
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
思
う
よ
う
な
不
埒
な
視
聴
者
は
お

仕
置
き
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
と
か
、
使
い
道
が
な
い
か
ら
要
ら
な
い
と
い
う
人
は
、
資
本
主
義
の
社

会
の
中
で
は
、
「
購
入
装
置
」
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
壊
れ
て
い
る
か
、
不
良
製
品
で
あ
る
。

購
入
を
促
進
す
る
た
め
に
は
、
購
入
を
娯
楽
や
快
楽
と
し
て
錯
覚
さ
せ
る
方
策
が
採
ら
れ
る
。
販
売
と
購
入
は
契
約
で
あ
り
平
等

な
関
係
で
あ
る
の
に
、
非
対
称
性
を
投
影
し
て
、
購
入
す
る
方
が
主
人
て
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
「
お
客
様
は
神
様
」
と
は

よ
く
言
わ
れ
る
。
売
る
方
も
そ
こ
ま
で
購
入
者
を
持
ち
上
げ
る
。
客
の
方
が
エ
ラ
イ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。

「
お
金
を
わ
ざ
わ
ざ
払
っ
て
買
っ
て
あ
げ
て
や
る
」
思
い
が
ク
レ
ー
マ
ー
を
作
り
卜
げ
る
。
「
わ
ざ
わ
ざ
店
に
ま
で
来
て
、
お
金
を

払
っ
て
買
っ
て
あ
げ
て
、
使
っ
て
や
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
商
品
は
使
え
な
い
」
と
思
う
の
で
あ
る
。
商
品
を
買
っ
て
、
恩
を
売
る

の
で
あ
る
。

デ

つ
ま
り

C
M

＿
A
＿
‘
究
極
の
ク
レ
ー
マ
ー
は
、
代
金
を
払
わ
ず
に
、
タ
ダ
て
使
い
な
が
ら
、
商
品
と
恩
と
の
等
価
交
換
を

行
い
、
「
お
金
も
も
ら
わ
ず
、
た
だ
で
使
っ
て
あ
げ
て
い
る
の
に
」
、
と
文
句
を
言
う
人
物
の
は
ず
て
あ
る
。

＿

B

＿
‘
そ
う
い
っ
た
価
値
の
非
対
称
的
交
換
を
目
指
す
純
粋
消
費
の
時
代
は
終
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

C

M
で
人
間
の
心
が
躍
り
消
費
に
逸
る
時
代
は
終
わ
っ
た
よ
う
た
。
情
報
の
荒
波
で
擦
ら
れ
て
い
る
内
に
心
の
皮
は
肥
厚
し
て
何
も
感

し
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
多
く
の
量
を
激
し
く
強
く
伝
え
れ
ば
良
い
と
い
う
法
則
に
対
抗
し
て
、
心
は
強
か
に
も
、
反
応
を

停
止
し
て
、
自
ら
防
御
策
を
と
る
。

需
要
と
供
給
、
生
産
と
出
荷
、
販
売
と
消
費
と
い
っ
た
関
係
を
支
配
す
る
法
則
に
抗
う
流
れ
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
た
が
、
古
来
そ

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
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注
2

)

ス
ト
ア
派

生
き
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
。

（注
l

つ
る
し

）
こ
で
は
既
製
品
の
衣
服
の
こ
と
。

れ
て
い
る
が
、
決
し
て
自
明
の
こ
と
て
は
な
い
。

な
い
。

教
義
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

b
 

う
い
う
も
の
は
嫌
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
法
則
や
規
則
に
従
順
な
人
間
こ
そ
、
ギ
ョ
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
抗
お
う
と

自
分
で
規
則
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
て
、
間
違
わ
な
い
人
間
が
い
た
ら
、
そ
う
い
う
存
在
者
を
救
済
す
る
必
要
は
な
い
。
勝
手
に

自
分
で
自
分
を
救
済
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
、

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
と
は
、

五
世
紀
初
頭
、

山
内
志
朗
「
過
去
と
和
解
す
る
哲
学
』
に
よ
る

〈
声
〉
が
聴
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
が
徹
底
的
に
断
罪
さ
れ
た
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
活
躍
し
て
い
た
頃
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
が
主
張
し
た
立
場
の
こ
と
た
。
自

由
意
志
に
よ
っ
て
律
怯
を
遵
守
す
る
こ
と
で
救
済
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
て
あ
る
。

（注
2

)

を
踏
ま
え
、
合
理
的
な
倫
理
思
想
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
原
罪
思
想
や
i
字
架
の
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
を
破
壊
す
る
も
の
と

し
て
徹
底
的
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
忌
み
嫌
わ
れ
た
。
後
に
「
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
エ
義
」
は
相
手
を
罵
る
た
め
の
、
悪
魔
的
な

キ
リ
ス
ト
教
の
正
統
カ
ト
リ
ノ
ク
に
従
う
と
、

ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
の
誤
り
と
は
、
人
間
に
自
由
が
あ
る
と
妄
想
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
を
徹
底
的
に
断
罪
し
、
少
な
く
と
も
西
欧
社
会
に
お
い
て
は
存
続
で
き
な
い
ま
て
に
磯
滅
の
限
り
を
尽
く
し

た
の
は
、
原
罪
の
徹
底
的
罪
悪
と
そ
れ
を
凌
駕
す
る
十
字
架
の
栄
光
と
を
、
教
会
の
基
本
軸
に
し
よ
う
と
い
う
確
信
か
あ
っ
た
か
ら

だ
ろ
う
。
西
欧
の
結
婚
制
度
や
家
族
の
あ
り
方
や
欲
望
の
捉
え
方
な
ど
、
多
く
の
側
面
に
お
い
て
重
す
ぎ
る
影
響
を
及
ぽ
す
こ
と
に

な
る
と
は
予
想
し
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

3
 自

由
と
い
う
の
は
、
人
間
の
尊
厳
と
栄
光
の
徴
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
心
と
体
を
ジ
リ
ジ
リ
と
灼
き
、
苦
し
め
る
も
の
た
と
思
う
。

一
三
―
―
一
年
、
京
都
で
疫
病
か
流
行
っ
た
。
知
恩
寺
八
世
善
阿
空
円
が
、
七
日
間
念
仏
を
百
万
遍
唱
え
て
、
都
で
流
行
っ
て
い
た

疫
病
を
退
散
さ
せ
た
。
江
戸
時
代
に
光
明
真
言
（
怨
霊
退
散
に
有
効
な
呪
文
）
を
百
万
遍
唱
え
た
成
就
記
念
の
石
碑
を
見
た
こ
と
も

あ
る
。
呪
文
は
意
味
を
伝
え
る
た
め
て
は
な
く
、
反
復
に
よ
っ
て
強
度
を
伝
え
、
強
度
の
昂
進
に
よ
っ
て
出
来
事
を
成
立
さ
せ
る
。

伝
え
る
べ
き
メ
ノ
セ
ー
ジ
を
持
た
ず
、
し
か
も
音
が
伝
え
な
い
な
が
ら
も
、
反
復
を
続
け
る
こ
と
で
、
出
来
事
を
成
立
さ
せ
、
意
味

を
表
す
と
い
う
の
は
、
過
去
の
出
来
事
へ
向
か
う
場
合
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
て
あ
る
。

過
去
の
出
来
事
は
反
復
で
き
な
い
。
そ
れ
を
繰
り
返
し
語
っ
て
も
過
去
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。

る
と
し
て
も
そ
れ
は
変
化
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
、

メ
y
セ
ー
シ
が
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
伝
え
ら
れ
て
も
何
も
生
じ

過
去
の
記
憶
が
何
度
も
何
度
も
立
ち
現
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
出
来
事
そ
の
も
の
が
、
自
分
の

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
百
万
遍
の
呪
文
を
語
る
と
き
、
呪
文
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
て
は
な
く
、
阿
弥
陀
様
か
人
間
の
舌
を

使
っ
て
語
っ
て
い
る
と
表
象
さ
れ
る
。
人
間
が
行
為
の
主
体
で
あ
る
と
か
自
由
て
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
現
代
で
は
当
然
と
見
な
さ

念
仏
も
言
葉
で
あ
り
、
記
号
だ
。
し
か
し
、
字
也
上
人
の
立
像
に
、
念
仏
を
唱
え
る
口
か
ら
六
体
の
阿
弥
陀
仏
か
現
れ
た
と
い
う

百
い
伝
え
を
形
に
し
た
も
の
が
あ
る
（
窄
也
上
人
立
像
、
康
勝
作
、
六
波
羅
蜜
寺
蔵
）
。
南
柵
阿
弥
陀
仏
と
い
う
六
字
の
名
号
が
あ

ま
り
に
も
あ
り
が
た
く
、
人
々
の
心
に
染
み
い
り
、
言
葉
の
一
っ
―
つ
が
仏
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
と
表
象
さ
れ
た
よ
う
に
、
記
号

も
ま
た
記
号
以
上
の
も
の
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
言
葉
か
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
き
、

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

す
る
者
は
、
困
り
者
で
あ
る
。

メ
J
セ
ー
シ
と
し
て
何
か
を
伝
え

そ
こ
に
は
言
葉
以
上
の
何
か
が
現

反
復
は
、
記
号
作
用
に
お
い
て
現
れ
る
何
か
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
の
働
き
か
破
壊
さ
れ
て
、
意
味
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い

た
も
の
が
露
見
し
て
、
こ
ち
ら
の
側
に
迫
っ
て
く
る
こ
と
だ
。
記
号
も
ま
た
受
肉
さ
せ
る
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
一
派
。
禁
欲
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
情
念
に
流
さ
れ
ず
、
理
性
に
拠
っ
て

一
見
す
れ
ば
、
ス
ト
ア
派
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ホ Iヽ

富
や
権
力
を
求
め
る
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

口
自
分
を
律
す
る
規
準
を
他
者
に
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い

イ
問
＋ B

イ

口

つ
ま
り

ハ

た

だ

A

イ
な
ぜ
な
ら

ロ

し

か

も

Iヽ

あ
る
い
は

そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

問
十

J
と
で
、
人
々
の
も
の
の
見
方
を
統
制
し
て
い
く
仕
組
み
。

ホ
本
来
の
多
様
性
や
流
動
性
を
見
え
に
く
く
さ
せ
る
仕
組
み
。

る
こ
と
で
、
社
会
を
限
り
な
く
分
断
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
。

Jヽ

を
積
極
的
に
受
け
と
め
る
身
体
を
作
り
上
げ
て
い
く
仕
組
み
。

口
な
内
面
を
表
現
で
き
る
と
人
々
に
錯
覚
さ
せ
て
い
く
仕
組
み
。

イ
問
九 ホ Iヽ

大
勢
の
注
日
を
感
じ
な
が
ら
、
晴
れ
や
か
な
気
分
で
笑
う
こ
と
。

ロ
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
、
思
わ
ず
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
笑
う
こ
と
。

ィ
問
八

問
七

傍
線
部

a
「
ア
ソ
パ
ク
」
、
傍
線
部
b

「
ギ
ョ
」
の
カ
タ
カ
ナ
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
楷
書
で
記
し
な
さ
い
。

傍
線
部
ー
「
ほ
く
そ
笑
む
」

相
手
の
こ
と
を
見
下
し
て
、
鼻
先
で
ふ
ん
と
笑
う
こ
と
。

他
人
に
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
、
し
め
し
め
と
ひ
そ
か
に
笑
う
こ
と
。

自
分
の
気
恥
ず
か
し
さ
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、
小
さ
く
笑
う
こ
と
。

傍
線
部
2

「
資
本
主
義
と
い
う
馴
致
機
構
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
章
の
箪
者
は
「
資
本
主
義
」
を
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
と
捉

え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
多
様
な
情
報
と
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
記
号
と
し
て
の
モ
ノ
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
自
分
の
複
雑

購
入
し
た
商
品
か
ら
新
た
な
価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
人
々
を
「
善
い
消
費
者
」
と
肯
定
す
る
こ
と
で
、

人
々
を
消
費
に
よ
る
競
争
に
急
き
立
て
る
だ
け
で
な
く
、
市
場
で
行
わ
れ
る
取
引
を
あ
た
か
も
権
力
関
係
の
よ
う
に
表
象
す

規
格
化
さ
れ
た
商
品
を
市
場
に
大
量
に
供
給
し
、

人
間
の
個
性
や
モ
ノ
の
性
質
を
記
号
に
置
き
換
え
る
だ
け
で
な
く
、

空
欄
一

A

-

.

-

B

一
に
当
て
は
ま
る
語
旬
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、

そ
の
う
え

の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

モ
ノ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
価
値
基
準
を
一
元
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
社
会

メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
そ
の
記
号
の
読
み
方
を
教
育
す
る

傍
線
部

3
「
自
由
と
い
う
の
は
、
人
間
の
尊
厳
と
栄
光
の
徴
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
心
と
体
を
ジ
リ
ジ
リ
と
灼
き
、
苦

し
め
る
も
の
だ
と
思
う
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
を
説
明
し
た
次
の
一
文
の
空
欄
＿

X

一
に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

な
に
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
「
自
由
」
は
人
間
の
尊
厳
の
基
本
的
な
条
件
だ
が
、

＿

x

-

存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
筆
者
は
、
「
自
由
」
は
人
間
を
苦
し
め
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。

家
族
や
共
同
体
の
支
え
な
し
に
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い

権
力
者
が
作
っ
た
法
や
規
則
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

自
分
以
外
の
存
在
の
「
自
由
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

む
し
ろ

し
た
が
っ
て

一
方
で
人
間
は

ホ

ま

た

ホ
に
も
か
か
わ
ら
ず メ

デ
ィ
ア
の
情
報
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ホ Iヽ 口 Iヽ

〔
以
下
余
白
〕

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
か
り
や
す
い
記
号
を
好
む
傾
向
が
あ
る
。

子
供
た
ち
が
「
ス
ー
ツ
」
姿
の
大
人
を
無
意
識
に
避
け
て
し
ま
う
の
は
、
成
長
す
る
に
従
っ
て
苛
酷
な
競
争
社
会
の
中
に
取

代
金
を
支
払
わ
ず
に
商
品
を
使
お
う
と
す
る
ク
レ
ー
マ
ー
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
個
入
の
消
費
行
為
に
依
存
し
た
資
本
主
義

キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
強
い
西
欧
と
は
異
な
り
、
過
去
の
日
本
で
は
、
宗
教
者
が
厳
し
く
自
分
を
律
す
る
こ
と
を
通
じ
て

人
々
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
え
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

都
市
に
暮
ら
す
人
々
は
、
複
数
の
記
号
の
組
み
合
わ
せ
を
通
じ
て
自
己
自
身
を
表
現
し
て
い
る
の
で
、
す
ば
や
く
正
確
に
読

の
あ
り
方
が
限
界
を
迎
え
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
い
記
号
の
あ
り
方
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ
問
十
三 独

創
的
な
解
釈
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
。

ホ
す
べ
き
出
来
事
と
し
て
の
価
値
を
持
ち
始
め
る
、
と
い
う
こ
と
。

人
間
の
声
は
決
し
て
機
械
的
な
く
り
返
し
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
同
じ
言
葉
て
あ
っ
て
も
、

文
字
と
し
て
表
現
さ
れ
た
一
っ
―
つ
の
音
の
響
き
を
全
身
で
感
じ
取
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
文
字
に
潜
ん
で
い
た
本
当
の

言
葉
で
直
接
他
者
に
働
き
か
け
る
以
上
に
、
同
じ
語
旬
を
ひ
た
す
ら
く
り
返
す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
人
々
の
間
で
記
憶

同
じ
表
現
を
何
度
も
声
に
出
し
て
身
体
に
覚
え
さ
せ
る
作
業
を
通
じ
て
、
そ
の
表
現
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
と
は
異
な
る

問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

現
代
社
会
の
人
々
は
、
消
費
を
強
制
す
る
よ
う
な
情
報
の
洪
水
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
中
だ
け
で
通
用
す
る
新

力
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
。

ス
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
。

口
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
。

ィ
問
十

一
回
ご
と
に
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン

傍
線
部

4
「
記
号
も
ま
た
記
号
以
上
の
も
の
と
な
る
こ
と
が
あ
る
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
し
な
さ
い
。

す
ぐ
れ
た
人
格
の
持
ち
主
が
析
り
の
言
葉
を
一
心
不
乱
に
唱
え
続
け
る
真
摯
な
姿
を
見
せ
る
こ
と
で
、
周
囲
の
人
々
の
心
を

，
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万 千

〈R06182081〉
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カナ氏名

氏名

（所定欄以外に番号・氏名を書いてはならない）

2 0 2 4年度

国 五
口

1

1

1

1

n
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