


一
次
の
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。
(
四
0
点
)

皆
人
の
「
か
ら
だ
」
ば
か
り
の
寺
参
り
「
こ
こ
ろ
」
は
宿
に
か
せ
ぎ
を
ぞ
す
る
(
為
愚
痴
物
語
巻
六
ノ
三
)

生
き
た
人
問
を
「
か
ら
だ
」
、
と
「
こ
一
」
ろ
」
で
対
立
さ
せ
る
二
元
論
的
把
握
は
、
視
野
を
転
じ
て
、
一
聶
記
号
の
成
り
立
ち
と
い
う
問
題
に
対
し
て

*

も
、
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

言
語
記
号
は
、
一
定
の
音
声
形
式
と
意
味
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
人
間
の
「
か
ら
だ
、
一
が
一
こ
こ
ろ
」
の
器
で
あ
る
な
ら
、
音
声
形
式
も
、
ま

た
、
意
味
の
器
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
か
ら
だ
」
に
「
こ
こ
ろ
」
の
宿
っ
て
い
る
も
の
が
生
き
た
「
身
」
で
あ
る
な
ら
、
音
声
形
式
に
意
味
の
宿
っ
て
ぃ
る

も
の
が
、
す
な
わ
ち
蚕
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

語
の
成
り
立
ち
を
「
身
」
と
の
対
比
に
お
い
て
把
握
す
る
観
点
か
ら
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
問
題
は
、
需
」
の
意
味
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
、

「
身
」
の
方
に
、
[
こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
で
、
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

*

*

な
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ヘ
ボ
ン
の
辞
書
に
は
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
日
闇
辞
書
な
ど
中
世
の
辞
書
に
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
意
味
」
と
い
う
漢
語
を
知
ら
な
い
時
代
に
も
、
「
意
味
」
を
含
意
す
る
言
葉
は
存
在
し
た
。
そ
れ
が
、
Ξ
こ
ろ
」
と
い
う
和
語
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
あ
ら
た
め
て
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
事
実
は
、
た
と
え
偶
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
、
語
を
人
間
と
の
ア
ナ
ロ

ジ
ー
で
捉
え
る
観
点
か
ら
導
か
れ
た
、
「
意
味
」
と
「
こ
こ
ろ
」
の
対
応
関
係
に
い
み
じ
く
も
合
致
し
て
ぃ
る
。

一
般
に
、
意
味
論
は
、
意
味
を
客
観
的
認
識
の
対
象
と
し
て
、
当
の
言
語
主
体
か
ら
切
り
籬
し
す
ぎ
た
う
ら
み
が
あ
る
。
い
ま
、
語
の
意
味
を
、

「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
和
語
に
よ
っ
て
認
識
し
な
お
し
て
み
る
と
き
、
語
の
意
味
と
幕
主
体
の
心
的
活
動
は
、
確
実
に
一
本
の
キ
イ
.
ワ
ー
ド
で
架
橋

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
意
味
論
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
、
す
こ
ぶ
る
重
要
な
示
唆
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

1

共
鳴
、
親
愛
納
得
、
熱
狂
、
う
れ
し
さ
、
驚
嘆
、
あ
り
が
た
さ
、
勇
気
救
ひ
、
融
和
、
同
類
、
不
思
議
な
ど
と
、
い
ろ
い
ろ
の
一
言
葉
を
案

じ
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
、
ど
れ
も
皆
、
気
に
い
り
ま
せ
ん
。
重
ね
て
、
語
梨
の
貧
弱
を
、
く
る
し
く
思
ひ
ま
す
。
(
太
宰
治
『
風
の
便
り
』
)

*
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事
物
は
、
そ
れ
を
名
づ
け
る
言
葉
が
見
出
さ
れ
な
い
限
り
、
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。
一
言
語
主
体
は
、
な
に
か
明
晰
な
か
た
ち
で
認
識
し
た
い
も

の
が
あ
る
と
き
現
在
の
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
に
過
不
足
な
く
適
合
す
る
「
こ
こ
ろ
」
を
具
有
し
た
言
葉
を
さ
が
し
求
め
る
。
そ
う
し
て
、
該
当
す
る
言

葉
が
つ
か
ま
え
ら
れ
な
い
と
き
、
自
分
の
靈
豊
果
の
貧
弱
を
、
く
る
し
く
思
」
う
。
だ
が
、
語
章
の
多
寡
な
ど
、
所
詮
は
程
度
の
差
で
あ
る
。
い
く
ら

語
灸
の
豊
富
な
人
間
で
も
、
自
分
の
「
こ
こ
ろ
」
を
ぴ
た
り
と
表
現
で
き
な
い
苦
し
み
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
闇
の
世
界

は
、
言
葉
に
よ
っ
て
縦
横
に
細
分
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
語
の
配
分
は
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
世
界
に
密
着
し
た
精
密
度
で
行
わ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
客
観
的
に
見
え
る
自
然
界
で
す
ら
、
実
際
は
、
な
ん
ら
客
観
的
に
分
割
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
一
言
葉
の
世
界
で

あ
る
。
以
前
、
「
証
翌
果
の
構
造
と
思
考
の
形
態
」
と
題
す
る
小
論
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
ベ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
ス
ペ
ク
ト
ル
に
か
け
ら
れ
た
色
彩

*

を
、
現
代
日
本
語
は
七
色
で
表
わ
す
。
し
か
し
英
語
で
は
六
色
で
あ
り
、
ロ
デ
シ
ヤ
の
一
言
語
で
は
三
色
リ
ベ
り
ア
の
一
言
語
で
は
二
色
に
し
か

分
け
な
い
。
一
言
語
に
よ
っ
て
、
色
彩
の
目
盛
り
の
切
り
方
が
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
直
ち
に
言
語
の
構
造
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る

ひ
な
が
た

こ
と
は
、
一
言
語
構
造
の
概
念
を
説
明
す
る
た
め
の
雛
型
と
し
て
、
ス
ペ
ク
ト
ル
の
例
が
好
ん
で
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
十
分
で
あ

る
。
言
語
が
構
造
で
あ
る
こ
と
、
構
造
と
は
分
節
的
統
一
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
容
易
飯
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
思

考
活
動
は
、
こ
の
目
盛
り
の
切
り
方
、
言
語
の
構
造
性
に
応
じ
て
営
ま
れ
る
。
同
じ
虹
に
対
し
て
も
、
人
は
そ
の
属
す
る
嘉
の
構
造
と
い
う
既
成

の
論
拠
の
上
に
お
い
て
の
み
、
色
合
を
認
知
し
う
る
の
で
あ
る
。
ス
ペ
ク
ト
ル
中
の
色
帯
の
数
を
、
ミ
ク
ロ
ン
単
位
で
数
え
る
な
ら
ぱ
、
三
七
五
種

の
多
く
に
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
を
何
色
か
に
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
限
の
連
続
で
あ
る
外
界
を
、
い
く
つ
か
の
類
概
念
に
区
切
り
、

そ
こ
に
お
け
る
固
定
し
た
中
心
、
思
想
の
焦
点
と
し
て
の
名
称
を
も
っ
て
配
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
暖
昧
で
不
確
か
で
変
動
し
や
す
い
人
間
の
知
覚

は
、
名
称
に
よ
っ
て
新
し
い
形
を
と
り
始
め
る
。
客
観
的
世
界
は
は
じ
め
て
整
理
せ
ら
れ
、
一
定
の
秩
停
と
形
態
を
与
え
ら
れ
る
。
膝
朧
と
し
て
不

分
明
な
個
人
の
感
情
、
捉
え
が
た
い
心
理
の
内
面
も
、
す
べ
て
名
称
に
よ
る
以
外
に
は
、
自
己
を
客
観
化
し
明
確
化
す
る
す
べ
を
持
た
な
い
。
ス
タ

あ
い
び
き
ふ
け

ン
ダ
ー
ル
の
『
赤
と
黒
』
に
、
ジ
ユ
リ
ア
ン
と
の
嫡
曳
の
あ
と
で
、
幸
福
の
陶
酔
に
耽
っ
て
い
た
そ
の
夜
の
ド
・
レ
ー
ナ
ル
夫
人
が
、
突
然
自
分
の

ア
デ
ユ
ル
テ
ー
ル
が
く
ぜ
ん

行
為
の
「
姦
通
]
と
い
う
怖
ろ
し
い
言
葉
に
宛
て
は
ま
る
の
に
気
づ
い
て
博
然
と
す
る
場
面
が
あ
る
。
言
語
以
前
の
無
意
識
の
状
態
に
お
け
る
個
人

的
感
情
が
、
判
然
た
る
姿
を
と
っ
て
そ
の
性
格
を
客
観
的
に
現
示
す
る
も
の
は
名
称
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
れ
は
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
」
。
考
え
て

(
2
)
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み
れ
ぱ
、
こ
れ
ほ
ど
危
険
千
万
な
こ
と
は
な
い
。
一
言
葉
に
よ
っ
て
、
カ
オ
ス
が
コ
ス
モ
ス
に
転
化
す
る
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
名

づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
属
性
を
切
り
捨
て
ら
れ
、
無
垢
の
純
潔
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。

ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
リ
ー
・
ウ
ォ
ー
フ
も
言
う
よ
う
に
、
嘉
と
は
、
そ
れ
自
体
、
話
者
の
知
覚
に
指
向
を
与
え
る
一
つ
の
様
式
で
あ
り
、
一
幕

は
ん
ち
ゅ
う

は
、
話
者
に
と
っ
て
、
経
験
を
意
味
の
あ
る
範
疇
に
分
析
す
る
た
め
の
習
慣
的
な
様
式
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
言
語
が
押
し
つ
け
る
恋
意
的
な

分
類
法
そ
の
上
に
立
つ
一
定
数
の
限
ら
れ
た
言
葉
で
、
無
限
の
連
続
性
を
帯
び
て
い
る
内
的
外
的
世
界
を
名
づ
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
一
言
語
主
体

に
指
示
し
て
彼
を
特
定
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
へ
と
追
い
こ
む
こ
と
、
外
部
か
ら
一
つ
の
決
定
を
強
制
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
も
し
あ
な
た
が
、
或
る
人

の
行
為
や
心
理
を
一
つ
の
一
言
葉
で
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
は
、
そ
の
人
に
、
そ
の
人
の
行
為
や
心
理
を
啓
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
人
は
、

名
づ
け
ら
れ
た
言
葉
を
手
が
か
り
に
、
あ
ら
た
め
て
自
分
を
か
え
り
み
る
だ
ろ
う
。

「
泣
き
ぬ
れ
た
天
使
」
と
い
う
往
年
の
フ
ラ
ン
ス
映
画
に
も
、
そ
う
し
た
場
面
が
あ
っ
た
。
ジ
ユ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
は
、
盲
国
の
彫
刻
家
に
対
す
る
友

ア
ム
ー
ル

れ
ん
て
'
ん

情
と
も
憐
感
と
も
つ
か
な
い
漠
然
た
る
心
情
を
、
他
人
か
ら
「
愛
」
と
い
う
言
葉
で
啓
示
さ
れ
た
と
き
自
分
の
す
べ
て
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
を

知
っ
た
。
今
度
は
、
「
愛
」
と
い
う
言
葉
が
、
彼
女
の
「
こ
こ
ろ
」
を
鍛
え
あ
げ
て
ゅ
く
。
或
い
は
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
が
、
一
言
葉
に
つ
か
み
と
ら
れ

て
、
否
応
な
し
に
連
行
さ
れ
て
ゅ
く
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
「
愛
」
と
か
「
嫉
妬
」
と
か
「
憎
悪
」
と
か
い
う
言
葉
が
現
れ
る
と
、
そ
の
言
葉
と
と
も

3

に
、
愛
や
嫉
妬
や
憎
悪
が
結
晶
し
て
く
る
。
も
や
も
や
し
た
感
情
を
、
「
愛
で
と
ら
え
る
か
、
「
嫉
妬
」
で
と
ら
え
る
か
、
「
憎
亜
ど
で
と
ら
え
る
か
、

お
う
の
う

結
び
つ
き
次
第
で
、
彼
の
運
命
は
大
き
く
違
コ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
愛
」
を
そ
だ
て
る
こ
と
に
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
嫉
妬
一
に
慢
悩
す

る
男
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
憎
憂
の
あ
ま
り
、
女
を
殺
す
大
罪
を
犯
す
に
至
る
か
も
し
れ
な
い
。

人
間
の
{
こ
こ
ろ
一
と
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
と
の
間
に
は
、
相
互
に
は
た
ら
き
か
け
る
二
つ
の
力
が
あ
る
。
一
つ
は
、
一
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
が
人
間
の

Ξ
こ
ろ
」
に
作
用
す
る
力
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
つ
は
、
人
問
の
;
」
こ
ろ
」
が
、
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
に
作
用
し
て
、
そ
れ
を
変
え
て
ゅ
く
力
で
あ

る
。
一
冒
葉
が
、
人
間
世
界
の
細
目
に
対
し
て
ご
く
大
ま
か
に
し
か
配
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
の
;
」
こ
ろ
」
を
、

適
切
な
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い
と
い
う
不
幸
を
宿
命
的
に
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
、
Ξ
こ
ろ
一
を
託
す
べ
き
言
葉
が
な
け
れ
ば
、

*
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穴
埋
め
に
、
新
語
を
創
造
し
、
古
語
を
復
活
し
、
外
国
語
を
借
用
す
る
と
い
う
方
法
も
講
ぜ
ら
れ
る
。

人
間
は
、
絶
え
ず
、
そ
の
人
そ
の
時
代
に
固
有
の
「
こ
こ
ろ
」
を
持
っ
た
一
冒
葉
を
さ
が
し
求
め
て
い
る
も
の
だ
。
新
し
い
「
こ
こ
ろ
」
は
、
そ
れ
を

関
連
づ
け
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
「
こ
こ
ろ
」
を
持
っ
た
言
葉
を
見
っ
け
て
、
そ
の
中
に
押
し
こ
ま
れ
る
。
あ
と
か
ら
押
し
こ
ま
れ
た
方
の
「
こ
こ
ろ
」

が
、
人
々
か
ら
強
力
に
支
持
さ
れ
つ
づ
け
れ
ば
、
新
し
い
Ξ
こ
ろ
」
は
、
古
い
「
こ
こ
ろ
」
を
押
し
の
け
て
、
新
規
に
そ
の
主
人
と
も
な
り
う
る
。
一
冒

葉
の
「
こ
こ
ろ
」
を
変
え
る
力
は
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
Ξ
こ
ろ
一
で
あ
っ
て
、
一
言
葉
の
;
」
こ
ろ
」
が
、
人
間
か
ら
独
立
し
て
、
勝
手
に
変
わ
る
の
で

は
な
い
。
言
葉
の
意
味
変
化
が
、
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
変
化
を
前
提
と
す
る
以
上
、
人
間
の
;
三
ろ
」
の
側
か
ら
、
一
吾
葉
の
「
一
」
こ
ろ
」
が
追
究
さ
れ

0
 
、
(
4
)
、

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
意
味
論
は
、

な
い
限
り
、
人
間
の
学
と
し
て
の
「
意
味
」
を
持
ち
え
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

注
(
*
)

ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
H
N
昆
一
0
智
容
一
「
類
推
に
よ
る
、
類
推
的
な
」
の
意
。

ヘ
ボ
ン
の
辞
書
"
ジ
エ
ー
ム
ス
・
カ
ー
テ
ィ
ス
・
ヘ
ボ
ン
に
よ
っ
て
幕
末
に
編
纂
さ
れ
た
、
英
語
に
よ
る
日
本
語
の
辞
書
。

日
葡
辞
書
"
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
よ
る
日
本
語
の
辞
書
。
一
六
0
三
年
か
ら
一
六
0
四
午
に
か
け
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
長
崎
で
出
版
さ
れ

ブ

ロ
デ
シ
ャ
"
ア
フ
り
力
大
陸
南
部
の
地
域
名
称
。
現
在
の
ザ
ン
ビ
ア
と
ジ
ン
バ
ブ
エ
を
合
わ
せ
た
地
域
に
あ
た
り
、
二
0
以
上
の
言
語
が
話
さ

れ
て
い
る
。
同
じ
く
西
ア
フ
り
力
の
り
べ
り
ア
共
和
国
も
三
0
近
い
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
多
言
語
国
家
。

人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
と
言
葉
の
「
こ
こ
ろ
」
の
相
互
関
係
を
究
明
す
る
マ
」
一
」
ろ
」
の
学
と
な
ら

(
佐
竹
昭
広
「
意
味
変
化
に
つ
い
て
」
よ
り
。
一
部
省
略
)
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問
一
傍
線
部
(
1
)
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
二
傍
線
部
(
2
)
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
三
傍
線
部
(
3
)
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

間
四
傍
線
部
(
4
)
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

5 OM2(4郭一19)



禽1埠)登0゛
田

崇



国
次
の
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。
(
三
0
点
)

「
科
学
に
は
限
界
が
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
質
問
を
し
ぱ
し
ば
受
け
る
。
科
学
が
自
分
自
身
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
確
実
な
そ
し
て
有
用
な
知
識

ぼ
う
だ
い

を
絶
え
間
な
く
増
加
し
、
人
類
の
た
め
に
彪
大
か
つ
永
続
的
な
共
有
財
産
を
蓄
積
し
つ
つ
ぁ
る
の
を
見
る
と
、
科
学
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
問
題
が
解

決
さ
れ
る
可
能
性
を
、
将
来
に
期
待
し
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
反
面
に
お
い
て
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
中
の
あ
る
部

分
が
、
あ
る
方
向
に
発
展
し
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
、
今
日
科
学
と
い
わ
れ
る
も
の
が
で
き
上
が
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
科
学
と
多
か
れ

は
い

少
な
か
れ
独
立
す
る
他
の
種
類
の
他
の
方
向
に
向
っ
て
の
人
問
活
動
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
と
科
学
と
が
あ
る
場
合
に
は
提
携
し
、
あ
る
場
合
に
は
背

ち馳
し
つ
っ
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
現
在
の
科
学
者
に
と
っ
て
ま
だ
多
く
の
未
知
の
領
域
が
残
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
素
朴
な

科
学
万
能
論
を
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

大
多
数
の
人
は
、
恐
ら
く
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
漠
然
と
し
た
科
学
の
限
界
を
予
想
し
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
多
少

な
り
と
も
具
体
的
な
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
、
ま
ず
科
学
に
対
す
る
は
っ
き
り
し
た
定
義
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が

そ
れ
は
決
し
て
容
易
で
な
く
、
ど
ん
な
定
義
に
対
し
て
も
い
ろ
い
ろ
な
異
論
が
起
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
科
学
の
本
質
的
な
部
分
が
事
実
の
硫

な
ん
ぴ
と

認
と
、
諸
事
実
の
間
の
関
連
を
表
す
法
則
の
定
立
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
何
人
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
は
何
か
、
法
則
と
は
何
か
と
い
う
段
に

な
る
と
、
ま
た
意
見
の
違
い
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
と
に
か
く
事
実
と
い
う
以
上
は
一
人
の
人
の
個
人
的
体
験
で
あ
る

に
止
ま
ら
ず
、
同
時
に
他
の
人
々
の
感
覚
に
よ
っ
て
も
捕
え
得
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
客
観
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
自
分
だ
け
に

し
か
見
え
な
い
夢
や
幻
覚
な
ど
は
、
一
応
「
事
実
]
で
な
い
と
し
て
除
外
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
心
理
学
な
ど
に
と
っ
て
は
、
夢
や
幻
覚
で
も

研
究
対
象
と
な
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
や
は
り
、
体
験
内
容
が
言
葉
そ
の
他
の
方
法
で
表
現
な
い
し
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
い
意
味

で
の
事
実
に
ま
で
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
辺
ま
で
く
る
と
、
科
学
と
文
学
と
の
境
目
は
、
も
は
や
は
っ
き
り
と
は
き
め
ら
れ

な
い
。
自
己
の
体
験
の
忠
実
な
表
現
は
、
む
し
ろ
文
学
の
本
領
だ
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
科
学
の
対
象
と
し
て
価
値
を
持
ち
得
る
た
め
に
は
、
体
験
の
中
か
ら
引
出
さ
れ
客
観
化
さ
れ
た
多
く
の
事
実
を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
共
通
性
な
い
し
差
違
が
見
出
さ
れ
、
法
則
の
定
立
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
赤
と
か
青
と
か
い
う
私
の
感
じ
は
、

7

(
1
)
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そ
の
ま
ま
で
は
他
の
人
の
感
じ
と
比
較
の
し
よ
う
が
な
い
。
物
理
学
の
発
達
に
伴
っ
て
、
色
の
感
じ
の
違
い
が
、
光
の
波
長
の
違
い
に
ま
で
抽
象
化

さ
れ
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
色
や
光
に
関
す
る
一
般
的
な
法
則
が
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
面
に
お
い
て

し
か
し
、
私
自
身
に
と
っ
て
最
も
生
き
生
き
し
た
体
験
の
内
容
で
あ
っ
た
赤
と
か
青
と
か
い
う
色
の
感
じ
そ
の
も
の
は
、
こ
の
抽
象
化
の
過
程
の
途

中
で
脱
落
し
て
し
ま
う
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
的
知
識
が
ま
す
ま
す
血
患
邑
と
な
り
、
正
確
と
な
っ
て
ゅ
く
代
償
と
し
て
、
私
ど
も
に

と
っ
て
別
の
意
味
で
極
め
て
貴
重
な
も
の
が
、
随
分
た
く
さ
ん
科
学
の
網
目
か
ら
も
れ
て
ゅ
く
の
を
如
何
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
が
進
歩

す
る
に
し
た
が
っ
て
、
芸
術
の
種
類
や
形
態
に
も
著
し
い
変
化
が
起
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
芸
術
的
価
値
の
本
質
は
、
つ
ね
に
科
学
の
網
に
よ
っ
て

捕
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
し
か
見
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
一
言
に
し
て
ぃ
え
ば
、
私
ど
も
の
体
験
に
は
必
ず
他
と
比
較
し
た
り
、
客
観
化
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
あ
る
絶
対
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
。
人
間
の
自
覚
と
い
う
こ
と
自
体
が
そ
の
最
も
著
し
い
例
で
あ
る
。
哲
学
や
宗
教
の
根
が
こ
こ
に
あ
る
以
上
、
上
記
の
ご
と
き
意
味
に
お
け
る

科
学
が
完
全
に
そ
れ
ら
に
取
っ
て
代
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
科
学
の
適
用
さ
れ
る
領
域
は
い
く
ら
で
も
広
が
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
い

わ
ば
遠
心
的
な
方
面
に
は
恐
ら
く
限
界
を
見
出
し
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
哲
学
や
宗
教
に
も
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
科
学
が
白
己
発
展
を
続
け
て
ゅ
く
た
め
に
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
途
中
に
お
い
て
、
故
意
に
、
も
し
く
は
気
が
つ
か
ず
に
、

(
3
)
1

多
く
の
大
切
な
も
の
を
見
の
が
す
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
の
宿
命
を
そ
の
限
界
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
科
学

の
弱
点
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
長
所
で
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
点
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
学
は
人
間
の
也
の

諸
活
動
と
相
補
い
つ
っ
、
人
類
の
全
面
的
な
進
歩
向
上
に
、
よ
り
一
層
大
き
な
貢
献
を
な
し
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
湯
川
秀
樹
「
科
学
と
哲
学
の
つ
な
が
り
」
よ
り
)
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問
一
傍
線
部
(
1
)
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

問
二
傍
線
部
(
2
)
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
説
明
せ
よ
。

問
三
傍
線
部
(
3
)
「
科
学
の
宿
命
」
と
は
何
か
、
筆
者
の
考
え
る
「
科
学
」
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
説
明
せ
よ
。
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や
つ
し
ろ

三
次
の
文
は
、
肥
後
国
八
代
城
主
、
加
藤
正
方
に
仕
え
た
西
山
宗
因
が
著
し
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
九
年
(
一
六
三
Ξ
五
月
、
正
方
の
主
君
で
あ
っ

た
肥
後
国
熊
本
藩
主
の
改
易
処
分
に
伴
い
、
宗
因
は
正
方
と
も
ど
も
流
浪
の
身
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。
(
三
0
点
)

そ
も
モ
も
*

抑
こ
の
肥
後
の
国
を
た
も
ち
は
じ
め
給
ひ
し
年
月
を
数
ふ
れ
ば
、
四
十
年
あ
ま
り
、
二
代
の
管
領
に
て
い
ま
そ
が
り
け
れ
ば
、
た
け
き
も
の
の

ふ
も
恩
沢
の
あ
つ
き
に
な
つ
き
、
あ
や
し
の
民
の
草
葉
も
徳
風
の
か
う
ば
し
き
に
な
び
き
て
、
家
と
み
国
さ
か
え
た
る
た
の
み
を
う
し
な
ひ
て
ょ

*

リ
、
所
な
げ
に
ま
ど
ひ
あ
へ
る
事
こ
と
わ
り
に
も
過
ぎ
た
り
。
数
な
ら
ぬ
身
も
た
の
み
し
人
に
伴
ひ
て
、
東
が
た
武
蔵
の
国
ま
で
さ
す
ら
へ
あ
り

き
て
、
こ
と
し
文
月
の
こ
ろ
都
ヘ
帰
り
の
ぼ
り
て
も
、
な
ほ
住
み
な
れ
し
国
の
事
は
忘
れ
が
た
く
、
親
は
ら
か
ら
恋
し
き
人
お
ほ
く
て
、
と
ぷ
ら
ひ

が
て
ら
ま
か
り
く
だ
り
し
に
、
こ
ぞ
こ
と
し
の
う
さ
つ
ら
さ
、
た
が
ひ
に
一
言
葉
も
な
し
。
か
く
て
し
ぱ
ら
く
あ
り
て
、
ま
た
京
の
か
た
へ
と
思
ひ
立

つ
に
、
老
い
た
る
親
古
き
友
な
ど
し
た
ひ
と
ど
め
て
、
ま
づ
し
き
世
を
も
お
な
じ
所
に
あ
り
て
か
た
み
に
力
を
も
添
ヘ
む
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
い

ふ
を
、
ふ
り
す
て
が
た
く
は
侍
り
つ
れ
ど
、
と
ど
ま
る
べ
き
よ
す
が
も
な
く
、
行
く
末
と
て
も
さ
だ
め
た
る
事
も
な
け
れ
ど
、
し
ら
ぬ
里
は
身
を
は

(
1
)

づ
る
こ
と
も
あ
ら
じ
な
ど
思
ひ
さ
だ
め
て
、
長
月
の
末
つ
方
、
秋
の
別
れ
と
と
も
に
立
ち
出
で
侍
る
。

(
2
)

注
(
*
)

二
代
の
管
領
に
て
い
ま
そ
が
り
け
れ
ば
・
加
藤
清
正
、
忠
広
の
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
肥
後
国
熊
本
藩
主
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

た
の
み
し
人
・
加
藤
正
方
を
指
す
。

(
3
〕

問
一
傍
線
部
(
1
)
を
、
比
喩
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
二
傍
線
部
(
2
)
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
説
明
せ
よ
。

令
肥
後
道
記
』
よ
り
)
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問
三
傍
線
部
(
三
を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
題
は
、
こ
の
ぺ
ー
ジ
で
終
わ
り
で
あ
る
。
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