
私
の
、
最
初
の
英
語
と
の
関
わ
り
は
、
小
学
３
年
生
の
と
き
に
ア
メ
リ
カ
人
女
性

か
ら
直
接
英
語
を
習
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
私
の
父
は
化
学
の
技
術
重
役

で
、
昭
和
14
（
１
９
３
９
）
年
に
は
仕
事
の
た
め
に
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
ま
し

た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
お
り
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
後
、
日
本
へ

帰
国
し
ま
し
た
。
滞
在
は
約
１
年
間
で
し
た
が
、
そ
も
そ
も
化
学
の
技
師
は
、
技

術
力
の
高
い
ド
イ
ツ
人
と
直
接
や
り
と
り
し
な
い
と
仕
事
に
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
ら
、
日
本
に
い
た
こ
ろ
か
ら
外
国
人
技
術
者
と
つ
き
あ
い
が
あ
っ
て
ド
イ
ツ

語
も
英
語
も
割
と
流
暢
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
ド
イ
ツ
に
入
っ
て
す
ぐ

電
話
を
か
け
た
の
で
、
同
行
の
日
本
人
が
び
っ
く
り
し
た
。
そ
れ
で
息
子
に
も
早

　
そ
の
頃
の
私
は
、
夏
目
漱
石
と
同
じ
よ
う
に
「
外
国
文
学
を
、
外
国
人
と
同
じ

価
値
観
で
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、
自
己
本
位
で
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
考
え
で

し
た
。
英
国
文
学
を
研
究
し
て
小
英
国
人
み
た
い
な
学
者
に
な
っ
て
も
し
か
た
が

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
最
初
か
ら
強
か
っ
た
。
当
初
か
ら
、
英
文
科
や
仏
文
科
と

い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
で
括
ら
れ
た
学
問
の
ス
タ
イ
ル
は
お
か
し
い
と
感
じ
て

い
た
の
で
、
教
養
学
科
が
で
き
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ

と
で
し
た
。
中
で
分
裂
し
た
国
家
は
駄
目
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
各
学
問
に
分
化

し
た
精
神
は
混
乱
し
弱
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
学
部
卒
業
後
、
ち
ょ
う
ど
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
東
大
大
学
院
比
較
文
学
比
較

文
化
課
程
に
入
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
先
輩
が
い
な
い
か
ら
ど
ん
な
論
文
を
書
け

ば
い
い
か
も
分
か
ら
な
い
。
大
学
院
よ
り
も
教
養
学
科
の
水
準
が
高
か
っ
た
か
ら
、

そ
の
ぶ
ん
、
大
学
院
が
つ
ま
ら
な
く
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン

ス
大
使
館
の
商
務
部
で
週
４
日
働
き
始
め
ま
す
。
こ
の
と
き
の
給
料
は
３
万
円
で
、

東
大
の
教
授
よ
り
も
高
か
っ
た
の
で
「
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
働
け
ば
い
い
」
と
い
う

周
り
の
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
気
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
留
学
試
験
を
受
け
て
み
た
と
こ
ろ
通
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
と

い
う
「
外
」
へ
の
道
が
開
け
ま
し
た
。

　
私
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
で
も
あ
り
研
究

対
象
で
も
あ
る
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
も

留
学
を
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
一

度
だ
け
で
す
。

　
日
本
が
貧
し
か
っ
た
当
時
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
私
自
身
も
生

涯
に
一
度
し
か
留
学
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
留
学
し
た
頃
の
フ

ラ
ン
ス
政
府
は
「
帰
り
の
旅
費
は
出
す
が
、
行
き
は
自
弁
し
ろ
」
と
い
う
条
件
で

し
た
。
旅
費
が
船
で
24
万
円
、
飛
行
機
代
は
25
万
円
か
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
父

の
給
料
の
６
カ
月
分
ぐ
ら
い
に
は
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
西
洋
に
行
く
か
ら
に

は
長
く
い
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
病
気
に
な
っ
て
た
と
え
死
ん
で
も
帰
ら
な
い
。

何
か
あ
っ
た
と
き
で
も
、
親
に
電
話
を
か
け
る
な
ん
て
夢
に
も
考
え
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
到
着
し
１
週
間
後
に
は
通
訳
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
ま
す
が
、
今

思
え
ば
、
こ
の
通
訳
の
お
か
げ
で
、
日
本
の
い
ろ
い
ろ
な
階
級
の
人
と
出
会
う
こ

と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
日
本
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
も
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
を
発

見
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
日
本
側
の
代
表
団
の
通
訳
を
し
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
総
評
（
労
働

組
合
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
事
務
員
に
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、
な
に
か
左
翼
思
想
が
あ
り
そ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考

え
た
の
で
す
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
契
約
で
入
っ
た
。
思
想
と
は
関
係
な
い
」

と
は
っ
き
り
言
う
の
で
す
。
日
本
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
す
し
、
総

評
の
事
務
員
で
あ
れ
ば
み
ん
な
一
緒
に
デ
モ
に
行
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
国
鉄
の
代
表
団
の
通
訳
を
し
た
と
き
の
こ
と
。
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
の
国
鉄
の
技
術
は
世
界
一
で
、
日
本
の
「
燕
」
が
時
速
65
キ
ロ
で
走
っ
て

い
た
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
ミ
ス
ト
ラ
ル
」
は
１
３
０
キ
ロ
出
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
運
転
室
に
乗
車
の
際
に
、
事
故
を
起
こ
し
て
も
一
切
補
償
は
要
求
し
な
い

こ
と
を
署
名
さ
せ
ら
れ
、「
こ
れ
で
衝
突
し
た
ら
そ
れ
っ
き
り
だ
な
」
と
思
っ
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
頃
は
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
経
済
格
差
が
大
き
過
ぎ

て
、
私
自
身
は
、
日
本
が
西
洋
に
追
い
つ
け
る
は
ず
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

「
優
れ
た
西
洋
を
学
ん
で
日
本
に
持
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
」
と
、
さ
な
が
ら
世
俗
的

な
宣
教
師
の
よ
う
な
感
情
も
抱
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
自
著
に
記
し
た
よ
う

に
「
洋
魂
洋
才
」
と
い
っ
た
西
洋
の
も
の
を
過
剰
に
良
し
と
し
た
り
す
る
考
え
も

な
け
れ
ば
、
逆
に
攘
夷
論
や
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
走
る
と
い
う
よ
う
な
発
想

も
、
私
に
は
な
か
っ
た
。

　
で
す
が
、
敗
戦
後
の
日
本
人
留
学
生
は
少
々
ふ
が
い
な
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
ね
。
パ
リ
国
際
大
学
都
市
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
毎
月
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ

ー
が
開
か
れ
て
い
て
、
そ
の
収
入
が
学
生
た
ち
の
自
治
活
動
の
財
源
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
大
学
都
市
内
に
は
薩
摩
治
郎
八
が
つ
く
っ
た
日
本
館
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
こ
で
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、
日
本
人
の
学
生
は
、
萎
縮
し
て
し

ま
っ
て
誰
も
踊
ら
ず
、
ク
ロ
ー
ク
で
働
い
て
僅
か
の
お
金
を
貰
っ
て
い
る
。
私
は
、

こ
こ
で
日
本
の
男
が
踊
ら
な
い
と
は
な
ん
ぞ
や
と
思
い
、
東
大
の
ダ
ン
ス
研
究
会

で
習
っ
て
い
た
経
験
を
活
か
し
、
教
え
ら
れ
た
通
り
に
腕
を
90
度
に
曲
げ
て
体
を

反
ら
せ
て
踊
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
相
手
の
女
性
か
ら
「
あ
な
た
は
な
ぜ
体
を

突
っ
張
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
か
ら

東
大
の
観
念
的
な
教
育
は
駄
目
な
の
で
す
ね
（
笑
）。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
の
頃
は
ま

だ
留
学
生
と
し
て
何
を
研
究
す
れ
ば
よ

い
か
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
留
学
し
て
ま
ず
気
づ
い
た
の
が
、
友

達
を
い
か
に
し
て
つ
く
る
か
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
に
留
学
し
た
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
時
代
に
親

し
く
し
た
ド
イ
ツ
人
が
ボ
ン
大
学
の
助
手
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
し
、

私
の
留
学
生
活
を
振
り
返
る
と
、
な
に
か
不
思
議
と
友
達
が
た
く
さ
ん
い
て
、
そ

れ
で
辛
い
目
を
乗
り
切
れ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
外
」
の
人
々

と
の
数
々
の
や
り
と
り
に
は
、
日
本
の
「
あ
う
ん
の
呼
吸
」
は
通
用
せ
ず
、
自
身

の
伝
え
る
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
精
神

の
往
復
運
動
が
可
能
と
な
り
、
お
互
い
を
分
か
り
あ
え
る
。
彼
ら
と
の
出
会
い
を

通
し
学
ん
だ
も
の
は
存
外
に
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

　
パ
リ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
向
か
い
、
当
時

の
首
都
で
あ
る
ボ
ン
の
駅
に
降
り
立
つ

と
、
そ
こ
は
「
駅
を
間
違
え
た
の
か
？
」

と
思
う
ぐ
ら
い
小
さ
な
町
で
驚
き
ま
し

た
。
ド
イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
田
舎
の

国
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
こ

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
等
高
線
の
図
の
よ
う
な
も
の
が
次
第
に
出
来
上
が
っ

た
。
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
に
負
け
ま
い
と
一
生
懸
命
が
ん
ば
り
ま
し
た
が
、
負
け

じ
魂
で
「
ド
イ
ツ
魂
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今
の
イ

タ
リ
ア
は
勢
い
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
も
受
け
ま
す
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
頃

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
文
化
の
進
ん
だ
地
域
だ
っ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
イ
タ

リ
ア
に
行
く
と
み
ん
な
劣
等
感
に
か
ら
れ
て
、
そ
こ
で
ま
た
「
フ
ラ
ン
ス
魂
」
と

い
う
こ
と
を
言
い
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
「
仏
魂

伊
才
」
の
問
題
を
研
究
し
修
士
論
文
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス

の
詩
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
博
士
論
文
と
し
て
「
和

魂
洋
才
」
を
研
究
し
、『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
は
、
主
に
森
鷗

外
の
ケ
ー
ス
を
扱
い
ま
し
た
が
、
単
に

鷗
外
の
人
と
作
品
の
み
で
な
く
、
明
治

の
時
代
、
特
に
日
露
戦
争
前
後
の
日
本

の
知
識
人
の
精
神
状
況
を
ち
よ
う鳥 

か
ん瞰

し
、
比

較
文
化
史
的
見
地
か
ら
考
察
し
た
も
の

で
す
。
日
本
に
は
、
徳
川
時
代
ま
で
の
「
和
魂
漢
才
」
か
ら
、
明
治
以
降
の
西
洋

を
取
り
込
ん
だ
「
和
魂
洋
才
」
へ
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む

現
在
の
日
本
で
も
、
自
分
た
ち
は
西
洋
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
「
洋
魂
洋
才
」

は
主
張
し
に
く
い
で
す
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
和
魂
洋
才
」
を
主
張
す
る
に
も

今
度
は
「
和
魂
」
に
つ
い
て
の
自
覚
が
な
く
、
み
な
さ
ん
戸
惑
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
現
状
で
す
。

　
著
書
に
も
記
し
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
「
和
魂
」
す
な
わ
ち
「
日
本
精
神
」
の

定
義
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
『
じ辭 

え
ん苑

』
に
は
、「
日
本
精
神
」

の
項
に
は
た
く
さ
ん
の
説
明
が
あ
る
の
に
対
し
、
戦
後
の
版
の
『
広
辞
苑
』
で
は

実
質
的
な
説
明
は
何
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。そ
れ
以
前
の
平
安
朝
後
期
の「
や

ま
と
だ
ま
し
い
」
と
幕
末
以
降
の
「
和
魂
」
と
で
は
内
実
は
変
貌
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
大
和
魂
」を
強
調
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
和

魂
」
を
内
容
的
に
深
く
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
把

握
と
し
て
「
和
魂
」
を
使
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
心

理
は
、
外
地
へ
行
っ
た
日
本
人
が
、
外
地
に
い
る
た
め
に
か
え
っ
て
日
本
を
意
識

し
、〝
そ
の
知
識
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
〞
日
本
文
化
や
日
本
精
神
を
強
調
し

た
が
る
さ
ま
と
似
通
っ
て
い
ま
す
。

　
今
の
日
本
人
は
徳
川
時
代
の
日
本
人
と
同
じ
と
は
言
え
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

西
洋
人
で
も
な
く
、
い
わ
ば
文
明
の
「
混
血
児
」
の
よ
う
な
一
種
の
精
神
上
の
不

安
定
感
に
悩
み
、
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
伝
統
文
明
へ
の
帰
属
感
を
確
認
す
る
こ
と

外
来
文
明
の
強
烈
な
影
響
下
に
発
展
し
て
き
た
日
本
は
、文
明
の
出
会
い
と
衝
突
、融
合
と
創
造
を
繰
り
返
し
て
き
た
。グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進

む
今
、我
々
は
ど
の
よ
う
に「
外
」と
の
実
り
あ
る
対
話
を
行
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。古
今
東
西
の
文
化
に
通
じ
、日
本
と「
外
」の
関
わ
り
を
多

元
的
に
研
究
し
て
き
た
比
較
文
化
史
の
泰
斗・平
川
祐
弘
氏
に
、ご
自
身
の
異
文
化
体
験
を
交
え
、お
話
し
い
た
だ
い
た
。

で
自
己
同
一
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
り
、
逆
に
西
洋
近
代
化
の
思
想
や
文
物
を

そ
の
ま
ま
借
用
し
て
自
己
変
革
を
試
み
た
り
と
い
う
、
行
き
つ
戻
り
つ
の
運
動
が
、

日
本
国
民
の
と
く
に
知
識
層
に
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
知
識
人
の
な
か
に
は
、

極
端
な
反
日
主
義
や
極
端
な
排
外
的
日
本
主
義
を
言
う
よ
う
な
人
も
出
て
く
る
な

ど
、
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
動
揺
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
が
い
か
な
る
文
化
史
的
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
自
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
将
来
の
方
向
性

を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
一
助
に
な
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。『
和
魂
洋
才
の
系

譜
』
を
書
い
た
の
は
東
大
の
助
手
を
し
て
い
た
昭
和
39
年
か
ら
44
年
の
こ
と
で
、

か
な
り
昔
に
な
り
ま
す
が
、
今
も
あ
ま
り
状
況
は
変
わ
っ
て
な
い
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
何
度
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
来
年
に
は
『
平
川
祐
弘
著
作
集
』

の
第
一
巻
と
し
て
勉
誠
出
版
か
ら
出
る
予
定
で
す
。

　
日
本
と
い
う
国
は
島
国
で
あ
り
、
海

に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
て
い
る
た
め
、
外

国
文
明
に
侵
さ
れ
る
と
い
う
不
安
感
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
も
の
」
を
入

れ
る
だ
け
で
「
人
」
は
入
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
外
国
か
ら
来

た
人
は
「
も
の
」
を
教
え
に
来
た
人
で
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
日
本
人
は
文
明
と
い

う
の
は
余
所
か
ら
く
る
も
の
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。言
語
に
お
い
て
は
、イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
人
々
は
た
が
い
に
文
法
構
造
が
近
い
た
め
に
お
互
い
の
言
葉

を
理
解
し
や
す
い
で
す
が
、
日
本
語
は
違
う
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
日
本
人
に

と
っ
て
外
国
語
の
習
得
は
難
し
い
。
日
本
は
、
海
と
、
こ
の
言
語
の
壁
が
日
本
人

を
他
か
ら
隔
離
し
、
そ
の
隔
離
を
も
し
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
れ
ば
、
保
護
し
て

く
れ
て
い
た
の
で
す
。
自
然
条
件
に
よ
っ
て
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保

た
れ
て
い
た
と
も
言
え
ま
す
。

　
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
逆
的
な
も
の
で
す
。
交
通
手
段
や

通
信
手
段
が
進
歩
す
る
の
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
逆
行
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
以
上
日
本
人
は
英
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
、
地

球
社
会
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
語
人
口
は
か
な
り
多
い

と
は
い
え
、
世
界
で
日
本
語
を
話
す
国
は
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
は
日
本

語
は
マ
イ
ナ
ー
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
英
語
を
能
率
良
く
勉
強
す
る
し
か
な
い

の
で
す
が
、
日
本
の
教
育
の
最
大
の
間
違
い
は
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
な
教
育

を
施
そ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
は
で
き
る
人
は
退
屈
し
て
し
ま
い
ま
す
。

カ
ナ
ダ
で
行
わ
れ
て
い
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
「
ト
ー
タ
ル
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
」
の

よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
教
育
を
行
う
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
エ
リ
ー
ト
教
育
が
反
対
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
飛
び
級
制
度
は

認
め
る
べ
き
で
す
。
認
め
て
い
な
い
の
は
世
界
の
大
国
で
日
本
だ
け
で
す
か
ら
、

そ
れ
で
下
に
揃
え
る
よ
う
な
平
等
を
唱
え
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
自
著
『
日
本
語
で
生
き
る
幸
福
』
で
、

「
一
石
二
鳥
の
教
育
を
し
な
く
て
は
い

け
な
い
」
と
い
う
平
川
方
式
の
勉
強
法

も
説
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
を
教
え
な
が
ら
、
同
時
に
ラ
フ
カ
デ

ィ
オ
・
ハ
ー
ン
に
よ
る
そ
の
英
訳
を
あ
わ
せ
て
教
え
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ー
サ

ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
漢
詩
も
『
源
氏
物
語
』
も
読
む
こ

と
で
、
西
洋
語
も
東
洋
文
化
も
同
時
に
学
べ
る
教
育
法
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
ち
な
み
に
、『
源
氏
物
語
』
は
人
間
観
察
に
も
優
れ
、
気
品
が
あ
り
、

言
葉
の
使
い
方
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
日
本
史
の
授
業
で
は
わ
か
ら
な
い
千
年
前

の
貴
族
社
会
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
な

ど
に
も
親
し
む
と
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
骨
格
が
見
え
て
き
ま
す
。
外
国
語
の

力
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
と
は
言
っ
て
も
、
日
本
人
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ
け

な
け
れ
ば
国
際
社
会
で
日
本
人
と
し
て
自
信
を
も
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
古
典
は
大
変
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り

ど
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

　
な
ど
と
偉
そ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
、
私
が
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ

の
も
後
に
な
っ
て
か
ら
。
前
述
し
た
よ
う
に
特
別
科
学
組
だ
っ
た
の
で
古
文
は
苦

手
で
し
た
。
で
す
が
、
結
局
外
国
語
と
同
じ
よ
う
に
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
い
る
と

慣
れ
る
も
の
で
、
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
は
意
外
と
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
自
身
も
『
源
氏
物
語
』
は
、
英
国
か
ら
春
休
み
に
オ
ー

ス
ト
リ
ア
へ
ス
キ
ー
旅
行
に
行
く
汽
車
の
中
で
読
ん
だ
。ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
渡
り
、
パ
リ
で
ど
う
乗
り
換
え
た

の
か
も
覚
え
て
い
な
い
ほ
ど
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
何

か
の
き
っ
か
け
で
コ
ツ
を
つ
か
む
と
、
に
わ
か
に
面
白
く
な
る
と
い
う
の
も
、
古

典
の
素
晴
ら
し
さ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
外
国
語
を
本
当
に
身
に
つ

け
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
無
目
的
な
英
会
話
に
励
む
の
で
は
な
く
、
き
ち
ん

と
し
た
古
典
を
講
読
す
べ
き
で
す
。
実
は
、
今
も
、
私
は
読
売
カ
ル
チ
ャ
ー
荻
窪

で
『
源
氏
物
語
』
を
、
原
文
と
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
で
教
え
て
い
ま
す
が
、
紫
式

部
は
す
ば
ら
し
い
し
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
も
見
事
、
そ
の
二
つ
を
扱
え
る
先
生
も
良
い

か
ら
（
笑
）、
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　
人
間
の
能
力
に
は
限
り
が
あ
り
、
異

な
る
文
化
の
２
言
語
以
上
を
マ
ス
タ
ー

す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
初
め
に
か

け
て
、
日
本
文
化
に
も
漢
文
化
に
も
西

洋
文
化
に
も
深
く
足
を
お
ろ
す
こ
と
が

で
き
た
知
識
人
と
い
え
ば
、
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
森
鷗

外
は
、
明
治
・
大
正
時
代
の
、
世
界
の
中
の
日
本
の
文
化
的
将
来
に
つ
い
て
、
バ

ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
今
で
も
妥
当
と
思
え
る
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
人
物
で
し
た
。

私
が
鷗
外
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
専
門
分
野
に
お
け
る
留
学
の
成
果
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
目
的
と
し
て
い
た
医
学
を
学
び
に
渡
欧
し
た
森
林

太
郎
が
、
ド
イ
ツ
体
験
や
西
洋
文
学
の
読
書
を
基
に
文
学
者
鷗
外
に
な
っ
た
と
い

う
、
多
分
留
学
当
初
は
本
人
も
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
は
ず
の
バ
イ
プ
ロ
ダ

ク
ト
（
副
産
物
）
の
部
分
で
す
。
文
化
史
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
い

も
か
け
な
い
副
次
的
結
果
の
ほ
う
が
、
実
は
本
来
の
医
学
学
習
よ
り
も
は
る
か
に

重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　
鷗
外
は
大
正
３
（
１
９
１
４
）
年
、
大
正
時
代
の
新
青
年
た
ち
に
対
し
て
西
洋

文
化
の
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
く
な
か
で
「
い
や
し
く
も

　

苟
　

自
己
を
偉
大
に
し
よ
う
と
す

る
限
り
は
、他
の
偉
大
を
容
る
る
に
や
ぶ
さ
か

　

吝
　

な
る
は
ず
が
な
い
」（『「
生
い
立
ち
の
記
」

序
』）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
鷗
外
が
理
想
と
し
た
人
は
「
二
本
足
の
学
者
」

で
し
た
。

『
て
い鼎
　け
ん軒
先
生
』
に
は
「
新
し
い
日
本
は
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
が
落
ち
合
つ

て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も

あ
る
、
西
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
本
足
で
立
つ

て
ゐ
る
。
一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
て
も
、
深
く
根
を
卸
し
た
大
木
の
や
う
に
そ
の
足

に
十
分
力
が
入
つ
て
ゐ
て
、
推
さ
れ
て
も
倒
れ
な
い
や
う
な
人
も
あ
る
。…

…

し
か併

し
さ
う
云
う
一
本
足
の
学
者
の
意
見
は
へ
ん偏
　ぱ頗
で
あ
る
。
偏
頗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
実
際
に
施
す
と
な
る
と
差
支
を
生
じ
る
。…

…

そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の

学
者
を
要
求
す
る
」。
さ
ら
に
「
　併

し
其
苗
は
苗
の
ま
ま儘
で
あ
る
。
存
外
生
長
し
な
い
。

…
…

そ
し
て
世
間
で
は
一
本
足
同
士
が
、
相
変
ら
ず
葛
藤
を
起
し
た
り
、
衝
突
し

合
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
指
摘
は
百
年
後
の
現
代

に
ま
す
ま
す
真
実
味
を
帯
び
た
提
言
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
あ
え
て
そ
こ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
二
本
足
の
人
は
さ
ら
に
三
本
足
の
人

と
な
り
「
三
点
測
量
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
自
国
文
化

に
一
本
の
足
を
お
ろ
し
、
さ
ら
に
二
本
の
足
を
外
国
の
二
点
に
お
ろ
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
の
人
の
コ
ン
パ
ス
は
安
定
し
、
特
定
の
一
外
国
に
傾
倒
す
る
と
い
う

一
辺
倒
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
手
を
組
ん
だ
陸
軍

の
ド
イ
ツ
・
ス
ク
ー
ル
と
か
、
北
京
に
媚
び
た
チ
ャ
イ
ナ
・
ス
ク
ー
ル
と
か
は
日

本
の
為
に
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
三
点
測
量
の
で
き
る
日
本
人
が
ふ
え
れ
ば
、

地
球
社
会
の
安
定
要
素
に
も
な
り
得
る
は
ず
で
す
。

　
森
鷗
外
は
、『「
生
い
立
ち
の
記
」
序
』
に
「
新
た
な
る
道
徳
、
新
た
な
る
政
治
、

新
た
な
る
宗
教
、
新
た
な
る
文
学
に
覚
醒
せ
ん
と
し
、
自
ら
奮
っ
て
之
を
創
造
せ

ん
と
欲
す
る
も
の
は
、先
ず
自
己
を
深
刻
に
す
べ
き
で
あ
る
」と
記
し
て
い
ま
す
が
、

　〝新
し
さ
〞
の
意
味
は
、
西
洋
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
自
己
の
内
か
ら
新
た
に

は
つ溌 

ら
つ溂
と
湧
き
い
で
る
も
の
の
い
い謂
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
外
国
文
明
総
体
と
の
出
会

い
が
日
本
人
に
は
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
新
た
な
波
を
、
日
本
人
は
ど
う
乗
り
越
え
る
の
か
。
今
、

そ
の
真
意
が
試
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
く
ら
為
に
な
る
話
を
し
て
も
、
聴
き

手
が
悪
け
れ
ば
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
あ
な
た
は
私
が
言
い
も
せ
ぬ
こ
と
を

お
書
き
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。

　
日
本
と
い
う
国
は
、
昔
か
ら
波
は
あ

る
が
「
外
」
か
ら
の
も
の
を
取
り
入
れ

て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
、
比
較
文
化
史
の
研
究
を
通
し

そ
の
こ
と
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

に
至
る
経
緯
を
改
め
て
考
え
て
み
ま
す

と
、
自
身
の
幼
い
頃
か
ら
の
勉
学
や
経
験
か
ら
、
そ
の
伏
線
は
し
か
れ
て
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
、
ち
ょ
う
ど
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
年
に
生
ま
れ
た

い
う
ち
か
ら
習
わ
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
当
時
の
日
本
は
反

西
洋
を
あ
お煽

る
ア
ジ
ア
主
義
の
主
張
が
強
く
、
英
語
を
習
う
な
ど
、
私
は
何
か
悪
い

こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
小
学
校
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
も
誰
に
も
そ

の
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
英
語
は
大
事
だ
と
い
う
こ
と
は
強

く
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
の
夏
、
房
総
半
島
に
避
暑
に
出
か
け
た
と
き
の
こ
と

で
す
が
、
そ
の
汽
車
の
中
で
父
と
私
が
英
語
を
話
し
て
し
ま
い
、
向
か
い
の
人
か

ら
「
ど
こ
の
中
学
で
す
か
」
と
話
し
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
小
学
３
年
生
が
英

語
な
ど
習
う
は
ず
も
な
い
の
で
中
学
生
と
思
い
込
ん
で
聞
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
父
は
、
本
当
の
こ
と
が
ば
れ
た
ら
大
変
だ
と
思
い
、
と
っ
さ
に
「
滝
野
川

中
学
で
す
」
と
あ
り
も
し
な
い
中

学
の
名
を
言
っ
て
誤
魔
化
し
て
い

ま
し
た
。
世
の
中
は
そ
う
い
う
時

代
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
私
は
中
学
で
英
才
教

育
特
別
科
学
組
と
い
う
特
別
ク
ラ

ス
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
よ

か
っ
た
。「
科
学
が
劣
っ
て
い
る

か
ら
日
本
が
劣
勢
な
の
だ
」
と
い

う
考
え
か
ら
、
古
文
や
漢
文
、
歴

史
は
教
え
ず
、
数
学
、
物
理
、
化

学
、
英
語
を
も
っ
ぱ
ら
学
ば
せ
る
15
人
の
ク
ラ
ス
で
す
。
父
も
兄
も
理
系
と
い
う

こ
と
も
あ
り
大
変
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
戦
争
末
期
で

疎
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
の
寮
に
入
り
ま
し
た
。
で
す

が
、
そ
ん
な
時
代
で
も
英
語
は
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
て
お
り
、た
と
え
ば
、

Isoroku Y
am
am
oto is the greatest adm

iral that the w
orld has ever 

seen.

か
ら
形
容
詞
の
最
上
級
と
動
詞
の
現
在
完
了
を
学
び
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
稲
妻
か
ら
電
気
を
み
つ
け
た
こ
と
な
ど
も
英
語
の
教
科
書
か
ら

き
ち
ん
と
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
戦
時
中
の
日
本
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
、
よ
く
「
英
語
を
教
え
な
か
っ
た
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
戦
後
に
で
き
た
神
話
で
す
。
私
自
身
の
経
験
以

外
に
も
、
昭
和
19
年
に
は
、
研
究
社
か
ら
『
新
英
和
大
辞
典
』
が
２
万
８
０
０
０

部
出
て
い
る
。
そ
の
数
字
を
み
て
も
英
語
を
勉
強
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
す
。

当
時
は
教
員
組
合
な
ど
と
い
う
も
の
も
な
く
、
現
代
の
よ
う
に
瑣
末
な
こ
と
に
余

計
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
先
生
も
教
え
る
こ
と
に
一
生

懸
命
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
英
語
の
授
業
で
最
初
に
教
わ
っ
た
の
はI am

 a N
ipponese.

（
ニ

ッ
ポ
ニ
ー
ズ
）。
戦
後
に
は
戦
後
の
言
葉
狩
り
が
い
く
つ
も
あ
り
、
た
と
え
ば
シ

ナ
と
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
当

時
は
蔑
称
で
あ
るJap

を
連
想
さ
せ
るJapanese

を
使
う
な
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
た
の
で
す
。
で
す
が
、
私
の
中

学
の
先
生
は
、
そ
ん
な
時
流
に
抗

し
て
最
初
か
らN

ipponese

を

Japanese

に
直
し
て
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
心
に
「
こ
の

先
生
は
偉
い
人
だ
な
」
と
思
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
英
語
の
み
な
ら
ず
、「
戦
時
中

は
言
論
の
自
由
が
な
か
っ
た
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ほ

ど
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え

っ
て
戦
後
の
ほ
う
が
、
表
面
的
に
「
開
国
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
外
国
へ
の
渡
航

さ
え
で
き
ず
、鎖
国
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
し
た
。そ
れ
で
逆
に「
外

国
の
こ
と
を
知
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
だ
け
が
、
私
の
な
か
に
猛
烈
に
湧
き
起

こ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
旧
制
の
一
高
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
１
年
後
に
は
学
制
改
革
で
旧
制
高
校
が
廃

止
さ
れ
た
た
め
新
制
大
学
を
受
け
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
語
既

修
フ
ラ
ン
ス
語
未
修
の
ク
ラ
ス
に
入
り
ま
し
た
。
東
大
教
養
学
部
の
１
期
生
と
な

り
、
２
年
生
の
と
き
に
、
よ
り
学
際
的
な
教
養
学
科
が
で
き
た
の
で
、
そ
こ
で
フ

ラ
ン
ス
語
と
英
語
も
よ
く
勉
強
し
ま
し
た
。

戦
時
下
の

英
語
体
験
か
ら

戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

留
学
ま
で
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私
の
、
最
初
の
英
語
と
の
関
わ
り
は
、
小
学
３
年
生
の
と
き
に
ア
メ
リ
カ
人
女
性

か
ら
直
接
英
語
を
習
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
私
の
父
は
化
学
の
技
術
重
役

で
、
昭
和
14
（
１
９
３
９
）
年
に
は
仕
事
の
た
め
に
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
ま
し

た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
お
り
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
後
、
日
本
へ

帰
国
し
ま
し
た
。
滞
在
は
約
１
年
間
で
し
た
が
、
そ
も
そ
も
化
学
の
技
師
は
、
技

術
力
の
高
い
ド
イ
ツ
人
と
直
接
や
り
と
り
し
な
い
と
仕
事
に
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
ら
、
日
本
に
い
た
こ
ろ
か
ら
外
国
人
技
術
者
と
つ
き
あ
い
が
あ
っ
て
ド
イ
ツ

語
も
英
語
も
割
と
流
暢
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
ド
イ
ツ
に
入
っ
て
す
ぐ

電
話
を
か
け
た
の
で
、
同
行
の
日
本
人
が
び
っ
く
り
し
た
。
そ
れ
で
息
子
に
も
早

　
そ
の
頃
の
私
は
、
夏
目
漱
石
と
同
じ
よ
う
に
「
外
国
文
学
を
、
外
国
人
と
同
じ

価
値
観
で
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、
自
己
本
位
で
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
考
え
で

し
た
。
英
国
文
学
を
研
究
し
て
小
英
国
人
み
た
い
な
学
者
に
な
っ
て
も
し
か
た
が

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
最
初
か
ら
強
か
っ
た
。
当
初
か
ら
、
英
文
科
や
仏
文
科
と

い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
で
括
ら
れ
た
学
問
の
ス
タ
イ
ル
は
お
か
し
い
と
感
じ
て

い
た
の
で
、
教
養
学
科
が
で
き
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ

と
で
し
た
。
中
で
分
裂
し
た
国
家
は
駄
目
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
各
学
問
に
分
化

し
た
精
神
は
混
乱
し
弱
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
学
部
卒
業
後
、
ち
ょ
う
ど
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
東
大
大
学
院
比
較
文
学
比
較

文
化
課
程
に
入
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
先
輩
が
い
な
い
か
ら
ど
ん
な
論
文
を
書
け

ば
い
い
か
も
分
か
ら
な
い
。
大
学
院
よ
り
も
教
養
学
科
の
水
準
が
高
か
っ
た
か
ら
、

そ
の
ぶ
ん
、
大
学
院
が
つ
ま
ら
な
く
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン

ス
大
使
館
の
商
務
部
で
週
４
日
働
き
始
め
ま
す
。
こ
の
と
き
の
給
料
は
３
万
円
で
、

東
大
の
教
授
よ
り
も
高
か
っ
た
の
で
「
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
働
け
ば
い
い
」
と
い
う

周
り
の
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
気
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
留
学
試
験
を
受
け
て
み
た
と
こ
ろ
通
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
と

い
う
「
外
」
へ
の
道
が
開
け
ま
し
た
。

　
私
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
で
も
あ
り
研
究

対
象
で
も
あ
る
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
も

留
学
を
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
一

度
だ
け
で
す
。

　
日
本
が
貧
し
か
っ
た
当
時
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
私
自
身
も
生

涯
に
一
度
し
か
留
学
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
留
学
し
た
頃
の
フ

ラ
ン
ス
政
府
は
「
帰
り
の
旅
費
は
出
す
が
、
行
き
は
自
弁
し
ろ
」
と
い
う
条
件
で

し
た
。
旅
費
が
船
で
24
万
円
、
飛
行
機
代
は
25
万
円
か
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
父

の
給
料
の
６
カ
月
分
ぐ
ら
い
に
は
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
西
洋
に
行
く
か
ら
に

は
長
く
い
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
病
気
に
な
っ
て
た
と
え
死
ん
で
も
帰
ら
な
い
。

何
か
あ
っ
た
と
き
で
も
、
親
に
電
話
を
か
け
る
な
ん
て
夢
に
も
考
え
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
到
着
し
１
週
間
後
に
は
通
訳
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
ま
す
が
、
今

思
え
ば
、
こ
の
通
訳
の
お
か
げ
で
、
日
本
の
い
ろ
い
ろ
な
階
級
の
人
と
出
会
う
こ

と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
日
本
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
も
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
を
発

見
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
日
本
側
の
代
表
団
の
通
訳
を
し
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
総
評
（
労
働

組
合
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
事
務
員
に
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、
な
に
か
左
翼
思
想
が
あ
り
そ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考

え
た
の
で
す
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
契
約
で
入
っ
た
。
思
想
と
は
関
係
な
い
」

と
は
っ
き
り
言
う
の
で
す
。
日
本
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
す
し
、
総

評
の
事
務
員
で
あ
れ
ば
み
ん
な
一
緒
に
デ
モ
に
行
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
国
鉄
の
代
表
団
の
通
訳
を
し
た
と
き
の
こ
と
。
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
の
国
鉄
の
技
術
は
世
界
一
で
、
日
本
の
「
燕
」
が
時
速
65
キ
ロ
で
走
っ
て

い
た
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
ミ
ス
ト
ラ
ル
」
は
１
３
０
キ
ロ
出
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
運
転
室
に
乗
車
の
際
に
、
事
故
を
起
こ
し
て
も
一
切
補
償
は
要
求
し
な
い

こ
と
を
署
名
さ
せ
ら
れ
、「
こ
れ
で
衝
突
し
た
ら
そ
れ
っ
き
り
だ
な
」
と
思
っ
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
頃
は
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
経
済
格
差
が
大
き
過
ぎ

て
、
私
自
身
は
、
日
本
が
西
洋
に
追
い
つ
け
る
は
ず
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

「
優
れ
た
西
洋
を
学
ん
で
日
本
に
持
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
」
と
、
さ
な
が
ら
世
俗
的

な
宣
教
師
の
よ
う
な
感
情
も
抱
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
自
著
に
記
し
た
よ
う

に
「
洋
魂
洋
才
」
と
い
っ
た
西
洋
の
も
の
を
過
剰
に
良
し
と
し
た
り
す
る
考
え
も

な
け
れ
ば
、
逆
に
攘
夷
論
や
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
走
る
と
い
う
よ
う
な
発
想

も
、
私
に
は
な
か
っ
た
。

　
で
す
が
、
敗
戦
後
の
日
本
人
留
学
生
は
少
々
ふ
が
い
な
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
ね
。
パ
リ
国
際
大
学
都
市
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
毎
月
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ

ー
が
開
か
れ
て
い
て
、
そ
の
収
入
が
学
生
た
ち
の
自
治
活
動
の
財
源
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
大
学
都
市
内
に
は
薩
摩
治
郎
八
が
つ
く
っ
た
日
本
館
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
こ
で
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、
日
本
人
の
学
生
は
、
萎
縮
し
て
し

ま
っ
て
誰
も
踊
ら
ず
、
ク
ロ
ー
ク
で
働
い
て
僅
か
の
お
金
を
貰
っ
て
い
る
。
私
は
、

こ
こ
で
日
本
の
男
が
踊
ら
な
い
と
は
な
ん
ぞ
や
と
思
い
、
東
大
の
ダ
ン
ス
研
究
会

で
習
っ
て
い
た
経
験
を
活
か
し
、
教
え
ら
れ
た
通
り
に
腕
を
90
度
に
曲
げ
て
体
を

反
ら
せ
て
踊
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
相
手
の
女
性
か
ら
「
あ
な
た
は
な
ぜ
体
を

突
っ
張
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
か
ら

東
大
の
観
念
的
な
教
育
は
駄
目
な
の
で
す
ね
（
笑
）。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
の
頃
は
ま

だ
留
学
生
と
し
て
何
を
研
究
す
れ
ば
よ

い
か
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
留
学
し
て
ま
ず
気
づ
い
た
の
が
、
友

達
を
い
か
に
し
て
つ
く
る
か
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
に
留
学
し
た
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
時
代
に
親

し
く
し
た
ド
イ
ツ
人
が
ボ
ン
大
学
の
助
手
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
し
、

私
の
留
学
生
活
を
振
り
返
る
と
、
な
に
か
不
思
議
と
友
達
が
た
く
さ
ん
い
て
、
そ

れ
で
辛
い
目
を
乗
り
切
れ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
外
」
の
人
々

と
の
数
々
の
や
り
と
り
に
は
、
日
本
の
「
あ
う
ん
の
呼
吸
」
は
通
用
せ
ず
、
自
身

の
伝
え
る
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
精
神

の
往
復
運
動
が
可
能
と
な
り
、
お
互
い
を
分
か
り
あ
え
る
。
彼
ら
と
の
出
会
い
を

通
し
学
ん
だ
も
の
は
存
外
に
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

　
パ
リ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
向
か
い
、
当
時

の
首
都
で
あ
る
ボ
ン
の
駅
に
降
り
立
つ

と
、
そ
こ
は
「
駅
を
間
違
え
た
の
か
？
」

と
思
う
ぐ
ら
い
小
さ
な
町
で
驚
き
ま
し

た
。
ド
イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
田
舎
の

国
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
こ

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
等
高
線
の
図
の
よ
う
な
も
の
が
次
第
に
出
来
上
が
っ

た
。
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
に
負
け
ま
い
と
一
生
懸
命
が
ん
ば
り
ま
し
た
が
、
負
け

じ
魂
で
「
ド
イ
ツ
魂
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今
の
イ

タ
リ
ア
は
勢
い
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
も
受
け
ま
す
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
頃

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
文
化
の
進
ん
だ
地
域
だ
っ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
イ
タ

リ
ア
に
行
く
と
み
ん
な
劣
等
感
に
か
ら
れ
て
、
そ
こ
で
ま
た
「
フ
ラ
ン
ス
魂
」
と

い
う
こ
と
を
言
い
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
「
仏
魂

伊
才
」
の
問
題
を
研
究
し
修
士
論
文
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス

の
詩
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
博
士
論
文
と
し
て
「
和

魂
洋
才
」
を
研
究
し
、『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
は
、
主
に
森
鷗

外
の
ケ
ー
ス
を
扱
い
ま
し
た
が
、
単
に

鷗
外
の
人
と
作
品
の
み
で
な
く
、
明
治

の
時
代
、
特
に
日
露
戦
争
前
後
の
日
本

の
知
識
人
の
精
神
状
況
を
ち
よ
う鳥 

か
ん瞰

し
、
比

較
文
化
史
的
見
地
か
ら
考
察
し
た
も
の

で
す
。
日
本
に
は
、
徳
川
時
代
ま
で
の
「
和
魂
漢
才
」
か
ら
、
明
治
以
降
の
西
洋

を
取
り
込
ん
だ
「
和
魂
洋
才
」
へ
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む

現
在
の
日
本
で
も
、
自
分
た
ち
は
西
洋
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
「
洋
魂
洋
才
」

は
主
張
し
に
く
い
で
す
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
和
魂
洋
才
」
を
主
張
す
る
に
も

今
度
は
「
和
魂
」
に
つ
い
て
の
自
覚
が
な
く
、
み
な
さ
ん
戸
惑
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
現
状
で
す
。

　
著
書
に
も
記
し
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
「
和
魂
」
す
な
わ
ち
「
日
本
精
神
」
の

定
義
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
『
じ辭 

え
ん苑

』
に
は
、「
日
本
精
神
」

の
項
に
は
た
く
さ
ん
の
説
明
が
あ
る
の
に
対
し
、
戦
後
の
版
の
『
広
辞
苑
』
で
は

実
質
的
な
説
明
は
何
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。そ
れ
以
前
の
平
安
朝
後
期
の「
や

ま
と
だ
ま
し
い
」
と
幕
末
以
降
の
「
和
魂
」
と
で
は
内
実
は
変
貌
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
大
和
魂
」を
強
調
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
和

魂
」
を
内
容
的
に
深
く
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
把

握
と
し
て
「
和
魂
」
を
使
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
心

理
は
、
外
地
へ
行
っ
た
日
本
人
が
、
外
地
に
い
る
た
め
に
か
え
っ
て
日
本
を
意
識

し
、〝
そ
の
知
識
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
〞
日
本
文
化
や
日
本
精
神
を
強
調
し

た
が
る
さ
ま
と
似
通
っ
て
い
ま
す
。

　
今
の
日
本
人
は
徳
川
時
代
の
日
本
人
と
同
じ
と
は
言
え
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

西
洋
人
で
も
な
く
、
い
わ
ば
文
明
の
「
混
血
児
」
の
よ
う
な
一
種
の
精
神
上
の
不

安
定
感
に
悩
み
、
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
伝
統
文
明
へ
の
帰
属
感
を
確
認
す
る
こ
と
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で
自
己
同
一
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
り
、
逆
に
西
洋
近
代
化
の
思
想
や
文
物
を

そ
の
ま
ま
借
用
し
て
自
己
変
革
を
試
み
た
り
と
い
う
、
行
き
つ
戻
り
つ
の
運
動
が
、

日
本
国
民
の
と
く
に
知
識
層
に
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
知
識
人
の
な
か
に
は
、

極
端
な
反
日
主
義
や
極
端
な
排
外
的
日
本
主
義
を
言
う
よ
う
な
人
も
出
て
く
る
な

ど
、
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
動
揺
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
が
い
か
な
る
文
化
史
的
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
自
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
将
来
の
方
向
性

を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
一
助
に
な
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。『
和
魂
洋
才
の
系

譜
』
を
書
い
た
の
は
東
大
の
助
手
を
し
て
い
た
昭
和
39
年
か
ら
44
年
の
こ
と
で
、

か
な
り
昔
に
な
り
ま
す
が
、
今
も
あ
ま
り
状
況
は
変
わ
っ
て
な
い
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
何
度
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
来
年
に
は
『
平
川
祐
弘
著
作
集
』

の
第
一
巻
と
し
て
勉
誠
出
版
か
ら
出
る
予
定
で
す
。

　
日
本
と
い
う
国
は
島
国
で
あ
り
、
海

に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
て
い
る
た
め
、
外

国
文
明
に
侵
さ
れ
る
と
い
う
不
安
感
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
も
の
」
を
入

れ
る
だ
け
で
「
人
」
は
入
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
外
国
か
ら
来

た
人
は
「
も
の
」
を
教
え
に
来
た
人
で
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
日
本
人
は
文
明
と
い

う
の
は
余
所
か
ら
く
る
も
の
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。言
語
に
お
い
て
は
、イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
人
々
は
た
が
い
に
文
法
構
造
が
近
い
た
め
に
お
互
い
の
言
葉

を
理
解
し
や
す
い
で
す
が
、
日
本
語
は
違
う
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
日
本
人
に

と
っ
て
外
国
語
の
習
得
は
難
し
い
。
日
本
は
、
海
と
、
こ
の
言
語
の
壁
が
日
本
人

を
他
か
ら
隔
離
し
、
そ
の
隔
離
を
も
し
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
れ
ば
、
保
護
し
て

く
れ
て
い
た
の
で
す
。
自
然
条
件
に
よ
っ
て
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保

た
れ
て
い
た
と
も
言
え
ま
す
。

　
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
逆
的
な
も
の
で
す
。
交
通
手
段
や

通
信
手
段
が
進
歩
す
る
の
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
逆
行
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
以
上
日
本
人
は
英
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
、
地

球
社
会
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
語
人
口
は
か
な
り
多
い

と
は
い
え
、
世
界
で
日
本
語
を
話
す
国
は
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
は
日
本

語
は
マ
イ
ナ
ー
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
英
語
を
能
率
良
く
勉
強
す
る
し
か
な
い

の
で
す
が
、
日
本
の
教
育
の
最
大
の
間
違
い
は
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
な
教
育

を
施
そ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
は
で
き
る
人
は
退
屈
し
て
し
ま
い
ま
す
。

カ
ナ
ダ
で
行
わ
れ
て
い
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
「
ト
ー
タ
ル
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
」
の

よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
教
育
を
行
う
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
エ
リ
ー
ト
教
育
が
反
対
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
飛
び
級
制
度
は

認
め
る
べ
き
で
す
。
認
め
て
い
な
い
の
は
世
界
の
大
国
で
日
本
だ
け
で
す
か
ら
、

そ
れ
で
下
に
揃
え
る
よ
う
な
平
等
を
唱
え
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
自
著
『
日
本
語
で
生
き
る
幸
福
』
で
、

「
一
石
二
鳥
の
教
育
を
し
な
く
て
は
い

け
な
い
」
と
い
う
平
川
方
式
の
勉
強
法

も
説
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
を
教
え
な
が
ら
、
同
時
に
ラ
フ
カ
デ

ィ
オ
・
ハ
ー
ン
に
よ
る
そ
の
英
訳
を
あ
わ
せ
て
教
え
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ー
サ

ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
漢
詩
も
『
源
氏
物
語
』
も
読
む
こ

と
で
、
西
洋
語
も
東
洋
文
化
も
同
時
に
学
べ
る
教
育
法
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
ち
な
み
に
、『
源
氏
物
語
』
は
人
間
観
察
に
も
優
れ
、
気
品
が
あ
り
、

言
葉
の
使
い
方
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
日
本
史
の
授
業
で
は
わ
か
ら
な
い
千
年
前

の
貴
族
社
会
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
な

ど
に
も
親
し
む
と
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
骨
格
が
見
え
て
き
ま
す
。
外
国
語
の

力
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
と
は
言
っ
て
も
、
日
本
人
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ
け

な
け
れ
ば
国
際
社
会
で
日
本
人
と
し
て
自
信
を
も
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
古
典
は
大
変
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り

ど
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

　
な
ど
と
偉
そ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
、
私
が
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ

の
も
後
に
な
っ
て
か
ら
。
前
述
し
た
よ
う
に
特
別
科
学
組
だ
っ
た
の
で
古
文
は
苦

手
で
し
た
。
で
す
が
、
結
局
外
国
語
と
同
じ
よ
う
に
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
い
る
と

慣
れ
る
も
の
で
、
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
は
意
外
と
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
自
身
も
『
源
氏
物
語
』
は
、
英
国
か
ら
春
休
み
に
オ
ー

ス
ト
リ
ア
へ
ス
キ
ー
旅
行
に
行
く
汽
車
の
中
で
読
ん
だ
。ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
渡
り
、
パ
リ
で
ど
う
乗
り
換
え
た

の
か
も
覚
え
て
い
な
い
ほ
ど
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
何

か
の
き
っ
か
け
で
コ
ツ
を
つ
か
む
と
、
に
わ
か
に
面
白
く
な
る
と
い
う
の
も
、
古

典
の
素
晴
ら
し
さ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
外
国
語
を
本
当
に
身
に
つ

け
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
無
目
的
な
英
会
話
に
励
む
の
で
は
な
く
、
き
ち
ん

と
し
た
古
典
を
講
読
す
べ
き
で
す
。
実
は
、
今
も
、
私
は
読
売
カ
ル
チ
ャ
ー
荻
窪

で
『
源
氏
物
語
』
を
、
原
文
と
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
で
教
え
て
い
ま
す
が
、
紫
式

部
は
す
ば
ら
し
い
し
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
も
見
事
、
そ
の
二
つ
を
扱
え
る
先
生
も
良
い

か
ら
（
笑
）、
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　
人
間
の
能
力
に
は
限
り
が
あ
り
、
異

な
る
文
化
の
２
言
語
以
上
を
マ
ス
タ
ー

す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
初
め
に
か

け
て
、
日
本
文
化
に
も
漢
文
化
に
も
西

洋
文
化
に
も
深
く
足
を
お
ろ
す
こ
と
が

で
き
た
知
識
人
と
い
え
ば
、
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
森
鷗

外
は
、
明
治
・
大
正
時
代
の
、
世
界
の
中
の
日
本
の
文
化
的
将
来
に
つ
い
て
、
バ

ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
今
で
も
妥
当
と
思
え
る
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
人
物
で
し
た
。

私
が
鷗
外
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
専
門
分
野
に
お
け
る
留
学
の
成
果
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
目
的
と
し
て
い
た
医
学
を
学
び
に
渡
欧
し
た
森
林

太
郎
が
、
ド
イ
ツ
体
験
や
西
洋
文
学
の
読
書
を
基
に
文
学
者
鷗
外
に
な
っ
た
と
い

う
、
多
分
留
学
当
初
は
本
人
も
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
は
ず
の
バ
イ
プ
ロ
ダ

ク
ト
（
副
産
物
）
の
部
分
で
す
。
文
化
史
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
い

も
か
け
な
い
副
次
的
結
果
の
ほ
う
が
、
実
は
本
来
の
医
学
学
習
よ
り
も
は
る
か
に

重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　
鷗
外
は
大
正
３
（
１
９
１
４
）
年
、
大
正
時
代
の
新
青
年
た
ち
に
対
し
て
西
洋

文
化
の
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
く
な
か
で
「
い
や
し
く
も

　

苟
　

自
己
を
偉
大
に
し
よ
う
と
す

る
限
り
は
、他
の
偉
大
を
容
る
る
に
や
ぶ
さ
か

　

吝
　

な
る
は
ず
が
な
い
」（『「
生
い
立
ち
の
記
」

序
』）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
鷗
外
が
理
想
と
し
た
人
は
「
二
本
足
の
学
者
」

で
し
た
。

『
て
い鼎

　け
ん軒

先
生
』
に
は
「
新
し
い
日
本
は
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
が
落
ち
合
つ

て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も

あ
る
、
西
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
本
足
で
立
つ

て
ゐ
る
。
一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
て
も
、
深
く
根
を
卸
し
た
大
木
の
や
う
に
そ
の
足

に
十
分
力
が
入
つ
て
ゐ
て
、
推
さ
れ
て
も
倒
れ
な
い
や
う
な
人
も
あ
る
。…

…

し
か併

し
さ
う
云
う
一
本
足
の
学
者
の
意
見
は
へ
ん偏
　ぱ頗
で
あ
る
。
偏
頗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
実
際
に
施
す
と
な
る
と
差
支
を
生
じ
る
。…

…

そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の

学
者
を
要
求
す
る
」。
さ
ら
に
「
　併

し
其
苗
は
苗
の
ま
ま儘

で
あ
る
。
存
外
生
長
し
な
い
。

…
…

そ
し
て
世
間
で
は
一
本
足
同
士
が
、
相
変
ら
ず
葛
藤
を
起
し
た
り
、
衝
突
し

合
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
指
摘
は
百
年
後
の
現
代

に
ま
す
ま
す
真
実
味
を
帯
び
た
提
言
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
あ
え
て
そ
こ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
二
本
足
の
人
は
さ
ら
に
三
本
足
の
人

と
な
り
「
三
点
測
量
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
自
国
文
化

に
一
本
の
足
を
お
ろ
し
、
さ
ら
に
二
本
の
足
を
外
国
の
二
点
に
お
ろ
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
の
人
の
コ
ン
パ
ス
は
安
定
し
、
特
定
の
一
外
国
に
傾
倒
す
る
と
い
う

一
辺
倒
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
手
を
組
ん
だ
陸
軍

の
ド
イ
ツ
・
ス
ク
ー
ル
と
か
、
北
京
に
媚
び
た
チ
ャ
イ
ナ
・
ス
ク
ー
ル
と
か
は
日

本
の
為
に
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
三
点
測
量
の
で
き
る
日
本
人
が
ふ
え
れ
ば
、

地
球
社
会
の
安
定
要
素
に
も
な
り
得
る
は
ず
で
す
。

　
森
鷗
外
は
、『「
生
い
立
ち
の
記
」
序
』
に
「
新
た
な
る
道
徳
、
新
た
な
る
政
治
、

新
た
な
る
宗
教
、
新
た
な
る
文
学
に
覚
醒
せ
ん
と
し
、
自
ら
奮
っ
て
之
を
創
造
せ

ん
と
欲
す
る
も
の
は
、先
ず
自
己
を
深
刻
に
す
べ
き
で
あ
る
」と
記
し
て
い
ま
す
が
、

　〝新
し
さ
〞
の
意
味
は
、
西
洋
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
自
己
の
内
か
ら
新
た
に

は
つ溌 

ら
つ溂

と
湧
き
い
で
る
も
の
の
い
い謂

で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
外
国
文
明
総
体
と
の
出
会

い
が
日
本
人
に
は
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
新
た
な
波
を
、
日
本
人
は
ど
う
乗
り
越
え
る
の
か
。
今
、

そ
の
真
意
が
試
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
く
ら
為
に
な
る
話
を
し
て
も
、
聴
き

手
が
悪
け
れ
ば
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
あ
な
た
は
私
が
言
い
も
せ
ぬ
こ
と
を

お
書
き
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。

　
日
本
と
い
う
国
は
、
昔
か
ら
波
は
あ

る
が
「
外
」
か
ら
の
も
の
を
取
り
入
れ

て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
、
比
較
文
化
史
の
研
究
を
通
し

そ
の
こ
と
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

に
至
る
経
緯
を
改
め
て
考
え
て
み
ま
す

と
、
自
身
の
幼
い
頃
か
ら
の
勉
学
や
経
験
か
ら
、
そ
の
伏
線
は
し
か
れ
て
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
、
ち
ょ
う
ど
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
年
に
生
ま
れ
た

い
う
ち
か
ら
習
わ
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
当
時
の
日
本
は
反

西
洋
を
あ
お煽
る
ア
ジ
ア
主
義
の
主
張
が
強
く
、
英
語
を
習
う
な
ど
、
私
は
何
か
悪
い

こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
小
学
校
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
も
誰
に
も
そ

の
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
英
語
は
大
事
だ
と
い
う
こ
と
は
強

く
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
の
夏
、
房
総
半
島
に
避
暑
に
出
か
け
た
と
き
の
こ
と

で
す
が
、
そ
の
汽
車
の
中
で
父
と
私
が
英
語
を
話
し
て
し
ま
い
、
向
か
い
の
人
か

ら
「
ど
こ
の
中
学
で
す
か
」
と
話
し
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
小
学
３
年
生
が
英

語
な
ど
習
う
は
ず
も
な
い
の
で
中
学
生
と
思
い
込
ん
で
聞
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
父
は
、
本
当
の
こ
と
が
ば
れ
た
ら
大
変
だ
と
思
い
、
と
っ
さ
に
「
滝
野
川

中
学
で
す
」
と
あ
り
も
し
な
い
中

学
の
名
を
言
っ
て
誤
魔
化
し
て
い

ま
し
た
。
世
の
中
は
そ
う
い
う
時

代
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
私
は
中
学
で
英
才
教

育
特
別
科
学
組
と
い
う
特
別
ク
ラ

ス
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
よ

か
っ
た
。「
科
学
が
劣
っ
て
い
る

か
ら
日
本
が
劣
勢
な
の
だ
」
と
い

う
考
え
か
ら
、
古
文
や
漢
文
、
歴

史
は
教
え
ず
、
数
学
、
物
理
、
化

学
、
英
語
を
も
っ
ぱ
ら
学
ば
せ
る
15
人
の
ク
ラ
ス
で
す
。
父
も
兄
も
理
系
と
い
う

こ
と
も
あ
り
大
変
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
戦
争
末
期
で

疎
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
の
寮
に
入
り
ま
し
た
。
で
す

が
、
そ
ん
な
時
代
で
も
英
語
は
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
て
お
り
、た
と
え
ば
、

Isoroku Y
am
am
oto is the greatest adm

iral that the w
orld has ever 

seen.

か
ら
形
容
詞
の
最
上
級
と
動
詞
の
現
在
完
了
を
学
び
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
稲
妻
か
ら
電
気
を
み
つ
け
た
こ
と
な
ど
も
英
語
の
教
科
書
か
ら

き
ち
ん
と
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
戦
時
中
の
日
本
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
、
よ
く
「
英
語
を
教
え
な
か
っ
た
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
戦
後
に
で
き
た
神
話
で
す
。
私
自
身
の
経
験
以

外
に
も
、
昭
和
19
年
に
は
、
研
究
社
か
ら
『
新
英
和
大
辞
典
』
が
２
万
８
０
０
０

部
出
て
い
る
。
そ
の
数
字
を
み
て
も
英
語
を
勉
強
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
す
。

当
時
は
教
員
組
合
な
ど
と
い
う
も
の
も
な
く
、
現
代
の
よ
う
に
瑣
末
な
こ
と
に
余

計
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
先
生
も
教
え
る
こ
と
に
一
生

懸
命
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
英
語
の
授
業
で
最
初
に
教
わ
っ
た
の
はI am

 a N
ipponese.

（
ニ

ッ
ポ
ニ
ー
ズ
）。
戦
後
に
は
戦
後
の
言
葉
狩
り
が
い
く
つ
も
あ
り
、
た
と
え
ば
シ

ナ
と
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
当

時
は
蔑
称
で
あ
るJap

を
連
想
さ
せ
るJapanese

を
使
う
な
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
た
の
で
す
。
で
す
が
、
私
の
中

学
の
先
生
は
、
そ
ん
な
時
流
に
抗

し
て
最
初
か
らN

ipponese

を

Japanese

に
直
し
て
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
心
に
「
こ
の

先
生
は
偉
い
人
だ
な
」
と
思
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
英
語
の
み
な
ら
ず
、「
戦
時
中

は
言
論
の
自
由
が
な
か
っ
た
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ほ

ど
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え

っ
て
戦
後
の
ほ
う
が
、
表
面
的
に
「
開
国
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
外
国
へ
の
渡
航

さ
え
で
き
ず
、鎖
国
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
し
た
。そ
れ
で
逆
に「
外

国
の
こ
と
を
知
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
だ
け
が
、
私
の
な
か
に
猛
烈
に
湧
き
起

こ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
旧
制
の
一
高
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
１
年
後
に
は
学
制
改
革
で
旧
制
高
校
が
廃

止
さ
れ
た
た
め
新
制
大
学
を
受
け
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
語
既

修
フ
ラ
ン
ス
語
未
修
の
ク
ラ
ス
に
入
り
ま
し
た
。
東
大
教
養
学
部
の
１
期
生
と
な

り
、
２
年
生
の
と
き
に
、
よ
り
学
際
的
な
教
養
学
科
が
で
き
た
の
で
、
そ
こ
で
フ

ラ
ン
ス
語
と
英
語
も
よ
く
勉
強
し
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
留
学
か
ら

見
え
た

日
本
と

フ
ラ
ン
ス
の
姿

複
数
の

異
文
化
体
験
が

も
た
ら
し
た

「
和
魂
洋
才
」の
視
点

「
和
魂
」を

ど
う
捉
え
、

「
外
」と

向
き
合
う
か

「
外
」と
の

往
復
運
動
で

培
わ
れ
る

相
互
理
解



私
の
、
最
初
の
英
語
と
の
関
わ
り
は
、
小
学
３
年
生
の
と
き
に
ア
メ
リ
カ
人
女
性

か
ら
直
接
英
語
を
習
う
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
私
の
父
は
化
学
の
技
術
重
役

で
、
昭
和
14
（
１
９
３
９
）
年
に
は
仕
事
の
た
め
に
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
て
い
ま
し

た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
あ
お
り
を
受
け
て
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
た
後
、
日
本
へ

帰
国
し
ま
し
た
。
滞
在
は
約
１
年
間
で
し
た
が
、
そ
も
そ
も
化
学
の
技
師
は
、
技

術
力
の
高
い
ド
イ
ツ
人
と
直
接
や
り
と
り
し
な
い
と
仕
事
に
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
か
ら
、
日
本
に
い
た
こ
ろ
か
ら
外
国
人
技
術
者
と
つ
き
あ
い
が
あ
っ
て
ド
イ
ツ

語
も
英
語
も
割
と
流
暢
に
話
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
ド
イ
ツ
に
入
っ
て
す
ぐ

電
話
を
か
け
た
の
で
、
同
行
の
日
本
人
が
び
っ
く
り
し
た
。
そ
れ
で
息
子
に
も
早

　
そ
の
頃
の
私
は
、
夏
目
漱
石
と
同
じ
よ
う
に
「
外
国
文
学
を
、
外
国
人
と
同
じ

価
値
観
で
判
断
す
る
必
要
は
な
く
、
自
己
本
位
で
や
れ
ば
い
い
」
と
い
う
考
え
で

し
た
。
英
国
文
学
を
研
究
し
て
小
英
国
人
み
た
い
な
学
者
に
な
っ
て
も
し
か
た
が

な
い
と
い
う
気
持
ち
が
最
初
か
ら
強
か
っ
た
。
当
初
か
ら
、
英
文
科
や
仏
文
科
と

い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
で
括
ら
れ
た
学
問
の
ス
タ
イ
ル
は
お
か
し
い
と
感
じ
て

い
た
の
で
、
教
養
学
科
が
で
き
た
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ

と
で
し
た
。
中
で
分
裂
し
た
国
家
は
駄
目
に
な
る
。
同
じ
よ
う
に
各
学
問
に
分
化

し
た
精
神
は
混
乱
し
弱
体
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
学
部
卒
業
後
、
ち
ょ
う
ど
創
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
東
大
大
学
院
比
較
文
学
比
較

文
化
課
程
に
入
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
先
輩
が
い
な
い
か
ら
ど
ん
な
論
文
を
書
け

ば
い
い
か
も
分
か
ら
な
い
。
大
学
院
よ
り
も
教
養
学
科
の
水
準
が
高
か
っ
た
か
ら
、

そ
の
ぶ
ん
、
大
学
院
が
つ
ま
ら
な
く
感
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
フ
ラ
ン

ス
大
使
館
の
商
務
部
で
週
４
日
働
き
始
め
ま
す
。
こ
の
と
き
の
給
料
は
３
万
円
で
、

東
大
の
教
授
よ
り
も
高
か
っ
た
の
で
「
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
働
け
ば
い
い
」
と
い
う

周
り
の
声
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
気
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
留
学
試
験
を
受
け
て
み
た
と
こ
ろ
通
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
と

い
う
「
外
」
へ
の
道
が
開
け
ま
し
た
。

　
私
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
で
も
あ
り
研
究

対
象
で
も
あ
る
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
も

留
学
を
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
一

度
だ
け
で
す
。

　
日
本
が
貧
し
か
っ
た
当
時
か
ら
す
れ

ば
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
私
自
身
も
生

涯
に
一
度
し
か
留
学
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
留
学
し
た
頃
の
フ

ラ
ン
ス
政
府
は
「
帰
り
の
旅
費
は
出
す
が
、
行
き
は
自
弁
し
ろ
」
と
い
う
条
件
で

し
た
。
旅
費
が
船
で
24
万
円
、
飛
行
機
代
は
25
万
円
か
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
父

の
給
料
の
６
カ
月
分
ぐ
ら
い
に
は
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
西
洋
に
行
く
か
ら
に

は
長
く
い
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
病
気
に
な
っ
て
た
と
え
死
ん
で
も
帰
ら
な
い
。

何
か
あ
っ
た
と
き
で
も
、
親
に
電
話
を
か
け
る
な
ん
て
夢
に
も
考
え
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
に
到
着
し
１
週
間
後
に
は
通
訳
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
始
め
ま
す
が
、
今

思
え
ば
、
こ
の
通
訳
の
お
か
げ
で
、
日
本
の
い
ろ
い
ろ
な
階
級
の
人
と
出
会
う
こ

と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
日
本
を
再
発
見
す
る
こ
と
に
も
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
を
発

見
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
日
本
側
の
代
表
団
の
通
訳
を
し
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
の
総
評
（
労
働

組
合
）
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
事
務
員
に
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、
な
に
か
左
翼
思
想
が
あ
り
そ
う
な
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考

え
た
の
で
す
が
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
契
約
で
入
っ
た
。
思
想
と
は
関
係
な
い
」

と
は
っ
き
り
言
う
の
で
す
。
日
本
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
で
す
し
、
総

評
の
事
務
員
で
あ
れ
ば
み
ん
な
一
緒
に
デ
モ
に
行
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
た
の
で
、
こ
れ
は
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
日
本
の
国
鉄
の
代
表
団
の
通
訳
を
し
た
と
き
の
こ
と
。
当
時
の
フ

ラ
ン
ス
の
国
鉄
の
技
術
は
世
界
一
で
、
日
本
の
「
燕
」
が
時
速
65
キ
ロ
で
走
っ
て

い
た
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
ミ
ス
ト
ラ
ル
」
は
１
３
０
キ
ロ
出
す
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
運
転
室
に
乗
車
の
際
に
、
事
故
を
起
こ
し
て
も
一
切
補
償
は
要
求
し
な
い

こ
と
を
署
名
さ
せ
ら
れ
、「
こ
れ
で
衝
突
し
た
ら
そ
れ
っ
き
り
だ
な
」
と
思
っ
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
頃
は
、
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
経
済
格
差
が
大
き
過
ぎ

て
、
私
自
身
は
、
日
本
が
西
洋
に
追
い
つ
け
る
は
ず
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

「
優
れ
た
西
洋
を
学
ん
で
日
本
に
持
ち
帰
ら
な
け
れ
ば
」
と
、
さ
な
が
ら
世
俗
的

な
宣
教
師
の
よ
う
な
感
情
も
抱
い
て
い
ま
し
た
。
で
す
が
、
自
著
に
記
し
た
よ
う

に
「
洋
魂
洋
才
」
と
い
っ
た
西
洋
の
も
の
を
過
剰
に
良
し
と
し
た
り
す
る
考
え
も

な
け
れ
ば
、
逆
に
攘
夷
論
や
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
走
る
と
い
う
よ
う
な
発
想

も
、
私
に
は
な
か
っ
た
。

　
で
す
が
、
敗
戦
後
の
日
本
人
留
学
生
は
少
々
ふ
が
い
な
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
ね
。
パ
リ
国
際
大
学
都
市
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
毎
月
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ

ー
が
開
か
れ
て
い
て
、
そ
の
収
入
が
学
生
た
ち
の
自
治
活
動
の
財
源
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
大
学
都
市
内
に
は
薩
摩
治
郎
八
が
つ
く
っ
た
日
本
館
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
こ
で
の
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
で
は
、
日
本
人
の
学
生
は
、
萎
縮
し
て
し

ま
っ
て
誰
も
踊
ら
ず
、
ク
ロ
ー
ク
で
働
い
て
僅
か
の
お
金
を
貰
っ
て
い
る
。
私
は
、

こ
こ
で
日
本
の
男
が
踊
ら
な
い
と
は
な
ん
ぞ
や
と
思
い
、
東
大
の
ダ
ン
ス
研
究
会

で
習
っ
て
い
た
経
験
を
活
か
し
、
教
え
ら
れ
た
通
り
に
腕
を
90
度
に
曲
げ
て
体
を

反
ら
せ
て
踊
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
相
手
の
女
性
か
ら
「
あ
な
た
は
な
ぜ
体
を

突
っ
張
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
だ
か
ら

東
大
の
観
念
的
な
教
育
は
駄
目
な
の
で
す
ね
（
笑
）。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
あ
の
頃
は
ま

だ
留
学
生
と
し
て
何
を
研
究
す
れ
ば
よ

い
か
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
留
学
し
て
ま
ず
気
づ
い
た
の
が
、
友

達
を
い
か
に
し
て
つ
く
る
か
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ン
に
留
学
し
た
の
も
、
フ
ラ
ン
ス
時
代
に
親

し
く
し
た
ド
イ
ツ
人
が
ボ
ン
大
学
の
助
手
に
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
し
、

私
の
留
学
生
活
を
振
り
返
る
と
、
な
に
か
不
思
議
と
友
達
が
た
く
さ
ん
い
て
、
そ

れ
で
辛
い
目
を
乗
り
切
れ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
外
」
の
人
々

と
の
数
々
の
や
り
と
り
に
は
、
日
本
の
「
あ
う
ん
の
呼
吸
」
は
通
用
せ
ず
、
自
身

の
伝
え
る
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
成
立
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
あ
っ
て
初
め
て
精
神

の
往
復
運
動
が
可
能
と
な
り
、
お
互
い
を
分
か
り
あ
え
る
。
彼
ら
と
の
出
会
い
を

通
し
学
ん
だ
も
の
は
存
外
に
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

　
パ
リ
か
ら
ド
イ
ツ
へ
向
か
い
、
当
時

の
首
都
で
あ
る
ボ
ン
の
駅
に
降
り
立
つ

と
、
そ
こ
は
「
駅
を
間
違
え
た
の
か
？
」

と
思
う
ぐ
ら
い
小
さ
な
町
で
驚
き
ま
し

た
。
ド
イ
ツ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
田
舎
の

国
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
こ

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
等
高
線
の
図
の
よ
う
な
も
の
が
次
第
に
出
来
上
が
っ

た
。
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
に
負
け
ま
い
と
一
生
懸
命
が
ん
ば
り
ま
し
た
が
、
負
け

じ
魂
で
「
ド
イ
ツ
魂
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
今
の
イ

タ
リ
ア
は
勢
い
を
失
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
も
受
け
ま
す
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
頃

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
文
化
の
進
ん
だ
地
域
だ
っ
た
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
イ
タ

リ
ア
に
行
く
と
み
ん
な
劣
等
感
に
か
ら
れ
て
、
そ
こ
で
ま
た
「
フ
ラ
ン
ス
魂
」
と

い
う
こ
と
を
言
い
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
「
仏
魂

伊
才
」
の
問
題
を
研
究
し
修
士
論
文
に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス

の
詩
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
博
士
論
文
と
し
て
「
和

魂
洋
才
」
を
研
究
し
、『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
和
魂
洋
才
の
系
譜
』
は
、
主
に
森
鷗

外
の
ケ
ー
ス
を
扱
い
ま
し
た
が
、
単
に

鷗
外
の
人
と
作
品
の
み
で
な
く
、
明
治

の
時
代
、
特
に
日
露
戦
争
前
後
の
日
本

の
知
識
人
の
精
神
状
況
を
ち
よ
う鳥 

か
ん瞰

し
、
比

較
文
化
史
的
見
地
か
ら
考
察
し
た
も
の

で
す
。
日
本
に
は
、
徳
川
時
代
ま
で
の
「
和
魂
漢
才
」
か
ら
、
明
治
以
降
の
西
洋

を
取
り
込
ん
だ
「
和
魂
洋
才
」
へ
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む

現
在
の
日
本
で
も
、
自
分
た
ち
は
西
洋
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
「
洋
魂
洋
才
」

は
主
張
し
に
く
い
で
す
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
和
魂
洋
才
」
を
主
張
す
る
に
も

今
度
は
「
和
魂
」
に
つ
い
て
の
自
覚
が
な
く
、
み
な
さ
ん
戸
惑
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
現
状
で
す
。

　
著
書
に
も
記
し
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
「
和
魂
」
す
な
わ
ち
「
日
本
精
神
」
の

定
義
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
出
版
さ
れ
た
『
じ辭 

え
ん苑

』
に
は
、「
日
本
精
神
」

の
項
に
は
た
く
さ
ん
の
説
明
が
あ
る
の
に
対
し
、
戦
後
の
版
の
『
広
辞
苑
』
で
は

実
質
的
な
説
明
は
何
も
加
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。そ
れ
以
前
の
平
安
朝
後
期
の「
や

ま
と
だ
ま
し
い
」
と
幕
末
以
降
の
「
和
魂
」
と
で
は
内
実
は
変
貌
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
大
和
魂
」を
強
調
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
和

魂
」
を
内
容
的
に
深
く
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
把

握
と
し
て
「
和
魂
」
を
使
っ
て
い
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
心

理
は
、
外
地
へ
行
っ
た
日
本
人
が
、
外
地
に
い
る
た
め
に
か
え
っ
て
日
本
を
意
識

し
、〝
そ
の
知
識
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
〞
日
本
文
化
や
日
本
精
神
を
強
調
し

た
が
る
さ
ま
と
似
通
っ
て
い
ま
す
。

　
今
の
日
本
人
は
徳
川
時
代
の
日
本
人
と
同
じ
と
は
言
え
ず
、
だ
か
ら
と
い
っ
て

西
洋
人
で
も
な
く
、
い
わ
ば
文
明
の
「
混
血
児
」
の
よ
う
な
一
種
の
精
神
上
の
不

安
定
感
に
悩
み
、
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
伝
統
文
明
へ
の
帰
属
感
を
確
認
す
る
こ
と

で
自
己
同
一
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
た
り
、
逆
に
西
洋
近
代
化
の
思
想
や
文
物
を

そ
の
ま
ま
借
用
し
て
自
己
変
革
を
試
み
た
り
と
い
う
、
行
き
つ
戻
り
つ
の
運
動
が
、

日
本
国
民
の
と
く
に
知
識
層
に
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
知
識
人
の
な
か
に
は
、

極
端
な
反
日
主
義
や
極
端
な
排
外
的
日
本
主
義
を
言
う
よ
う
な
人
も
出
て
く
る
な

ど
、
こ
の
よ
う
な
混
沌
と
動
揺
の
な
か
で
、
自
分
た
ち
が
い
か
な
る
文
化
史
的
状

況
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
自
覚
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
将
来
の
方
向
性

を
考
え
る
う
え
で
貴
重
な
一
助
に
な
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。『
和
魂
洋
才
の
系

譜
』
を
書
い
た
の
は
東
大
の
助
手
を
し
て
い
た
昭
和
39
年
か
ら
44
年
の
こ
と
で
、

か
な
り
昔
に
な
り
ま
す
が
、
今
も
あ
ま
り
状
況
は
変
わ
っ
て
な
い
よ
う
に
も
思
い

ま
す
。
そ
れ
だ
か
ら
何
度
も
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
来
年
に
は
『
平
川
祐
弘
著
作
集
』

の
第
一
巻
と
し
て
勉
誠
出
版
か
ら
出
る
予
定
で
す
。

　
日
本
と
い
う
国
は
島
国
で
あ
り
、
海

に
よ
っ
て
隔
離
さ
れ
て
い
る
た
め
、
外

国
文
明
に
侵
さ
れ
る
と
い
う
不
安
感
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
も
の
」
を
入

れ
る
だ
け
で
「
人
」
は
入
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
外
国
か
ら
来

た
人
は
「
も
の
」
を
教
え
に
来
た
人
で
し
た
。
そ
れ
だ
か
ら
日
本
人
は
文
明
と
い

う
の
は
余
所
か
ら
く
る
も
の
と
捉
え
て
い
ま
し
た
。言
語
に
お
い
て
は
、イ
ン
ド
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
系
の
人
々
は
た
が
い
に
文
法
構
造
が
近
い
た
め
に
お
互
い
の
言
葉

を
理
解
し
や
す
い
で
す
が
、
日
本
語
は
違
う
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
日
本
人
に

と
っ
て
外
国
語
の
習
得
は
難
し
い
。
日
本
は
、
海
と
、
こ
の
言
語
の
壁
が
日
本
人

を
他
か
ら
隔
離
し
、
そ
の
隔
離
を
も
し
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
れ
ば
、
保
護
し
て

く
れ
て
い
た
の
で
す
。
自
然
条
件
に
よ
っ
て
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保

た
れ
て
い
た
と
も
言
え
ま
す
。

　
で
す
が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
逆
的
な
も
の
で
す
。
交
通
手
段
や

通
信
手
段
が
進
歩
す
る
の
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
逆
行
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
る
以
上
日
本
人
は
英
語
を
勉
強
し
な
け
れ
ば
、
地

球
社
会
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
語
人
口
は
か
な
り
多
い

と
は
い
え
、
世
界
で
日
本
語
を
話
す
国
は
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
意
味
で
は
日
本

語
は
マ
イ
ナ
ー
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
で
す
か
ら
、
英
語
を
能
率
良
く
勉
強
す
る
し
か
な
い

の
で
す
が
、
日
本
の
教
育
の
最
大
の
間
違
い
は
す
べ
て
の
人
に
同
じ
よ
う
な
教
育

を
施
そ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
は
で
き
る
人
は
退
屈
し
て
し
ま
い
ま
す
。

カ
ナ
ダ
で
行
わ
れ
て
い
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
「
ト
ー
タ
ル
イ
マ
ー
ジ
ョ
ン
」
の

よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
教
育
を
行
う
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
エ
リ
ー
ト
教
育
が
反
対
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
せ
め
て
飛
び
級
制
度
は

認
め
る
べ
き
で
す
。
認
め
て
い
な
い
の
は
世
界
の
大
国
で
日
本
だ
け
で
す
か
ら
、

そ
れ
で
下
に
揃
え
る
よ
う
な
平
等
を
唱
え
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
自
著
『
日
本
語
で
生
き
る
幸
福
』
で
、

「
一
石
二
鳥
の
教
育
を
し
な
く
て
は
い

け
な
い
」
と
い
う
平
川
方
式
の
勉
強
法

も
説
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
を
教
え
な
が
ら
、
同
時
に
ラ
フ
カ
デ

ィ
オ
・
ハ
ー
ン
に
よ
る
そ
の
英
訳
を
あ
わ
せ
て
教
え
る
。
あ
る
い
は
、
ア
ー
サ

ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
漢
詩
も
『
源
氏
物
語
』
も
読
む
こ

と
で
、
西
洋
語
も
東
洋
文
化
も
同
時
に
学
べ
る
教
育
法
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
ち
な
み
に
、『
源
氏
物
語
』
は
人
間
観
察
に
も
優
れ
、
気
品
が
あ
り
、

言
葉
の
使
い
方
も
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
日
本
史
の
授
業
で
は
わ
か
ら
な
い
千
年
前

の
貴
族
社
会
を
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
な

ど
に
も
親
し
む
と
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
骨
格
が
見
え
て
き
ま
す
。
外
国
語
の

力
を
つ
け
る
こ
と
が
大
事
と
は
言
っ
て
も
、
日
本
人
と
し
て
の
教
養
を
身
に
つ
け

な
け
れ
ば
国
際
社
会
で
日
本
人
と
し
て
自
信
を
も
っ
て
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
古
典
は
大
変
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り

ど
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。

　
な
ど
と
偉
そ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
、
私
が
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
だ

の
も
後
に
な
っ
て
か
ら
。
前
述
し
た
よ
う
に
特
別
科
学
組
だ
っ
た
の
で
古
文
は
苦

手
で
し
た
。
で
す
が
、
結
局
外
国
語
と
同
じ
よ
う
に
頑
張
っ
て
勉
強
し
て
い
る
と

慣
れ
る
も
の
で
、
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
は
意
外
と
理
に
適
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
自
身
も
『
源
氏
物
語
』
は
、
英
国
か
ら
春
休
み
に
オ
ー

ス
ト
リ
ア
へ
ス
キ
ー
旅
行
に
行
く
汽
車
の
中
で
読
ん
だ
。ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
ド
ー
バ
ー
海
峡
を
渡
り
、
パ
リ
で
ど
う
乗
り
換
え
た

の
か
も
覚
え
て
い
な
い
ほ
ど
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
何

か
の
き
っ
か
け
で
コ
ツ
を
つ
か
む
と
、
に
わ
か
に
面
白
く
な
る
と
い
う
の
も
、
古

典
の
素
晴
ら
し
さ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
外
国
語
を
本
当
に
身
に
つ

け
た
い
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
無
目
的
な
英
会
話
に
励
む
の
で
は
な
く
、
き
ち
ん

と
し
た
古
典
を
講
読
す
べ
き
で
す
。
実
は
、
今
も
、
私
は
読
売
カ
ル
チ
ャ
ー
荻
窪

で
『
源
氏
物
語
』
を
、
原
文
と
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
英
訳
で
教
え
て
い
ま
す
が
、
紫
式

部
は
す
ば
ら
し
い
し
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
も
見
事
、
そ
の
二
つ
を
扱
え
る
先
生
も
良
い

か
ら
（
笑
）、
人
気
が
あ
り
ま
す
。

　
人
間
の
能
力
に
は
限
り
が
あ
り
、
異

な
る
文
化
の
２
言
語
以
上
を
マ
ス
タ
ー

す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す

が
、
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
初
め
に
か

け
て
、
日
本
文
化
に
も
漢
文
化
に
も
西

洋
文
化
に
も
深
く
足
を
お
ろ
す
こ
と
が

で
き
た
知
識
人
と
い
え
ば
、
森
鷗
外
や
夏
目
漱
石
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
森
鷗

外
は
、
明
治
・
大
正
時
代
の
、
世
界
の
中
の
日
本
の
文
化
的
将
来
に
つ
い
て
、
バ

ラ
ン
ス
の
取
れ
た
、
今
で
も
妥
当
と
思
え
る
よ
う
な
見
方
が
で
き
る
人
物
で
し
た
。

私
が
鷗
外
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
は
、
専
門
分
野
に
お
け
る
留
学
の
成
果
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主
目
的
と
し
て
い
た
医
学
を
学
び
に
渡
欧
し
た
森
林

太
郎
が
、
ド
イ
ツ
体
験
や
西
洋
文
学
の
読
書
を
基
に
文
学
者
鷗
外
に
な
っ
た
と
い

う
、
多
分
留
学
当
初
は
本
人
も
考
え
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
は
ず
の
バ
イ
プ
ロ
ダ

ク
ト
（
副
産
物
）
の
部
分
で
す
。
文
化
史
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
思
い

も
か
け
な
い
副
次
的
結
果
の
ほ
う
が
、
実
は
本
来
の
医
学
学
習
よ
り
も
は
る
か
に

重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。

　
鷗
外
は
大
正
３
（
１
９
１
４
）
年
、
大
正
時
代
の
新
青
年
た
ち
に
対
し
て
西
洋

文
化
の
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
く
な
か
で
「
い
や
し
く
も

　

苟
　

自
己
を
偉
大
に
し
よ
う
と
す

る
限
り
は
、他
の
偉
大
を
容
る
る
に
や
ぶ
さ
か

　

吝
　

な
る
は
ず
が
な
い
」（『「
生
い
立
ち
の
記
」

序
』）
と
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
鷗
外
が
理
想
と
し
た
人
は
「
二
本
足
の
学
者
」

で
し
た
。

『
て
い鼎

　け
ん軒

先
生
』
に
は
「
新
し
い
日
本
は
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
が
落
ち
合
つ

て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
東
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も

あ
る
、
西
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
一
本
足
で
立
つ

て
ゐ
る
。
一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
て
も
、
深
く
根
を
卸
し
た
大
木
の
や
う
に
そ
の
足

に
十
分
力
が
入
つ
て
ゐ
て
、
推
さ
れ
て
も
倒
れ
な
い
や
う
な
人
も
あ
る
。…

…

し
か併

し
さ
う
云
う
一
本
足
の
学
者
の
意
見
は
へ
ん偏
　ぱ頗
で
あ
る
。
偏
頗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

を
実
際
に
施
す
と
な
る
と
差
支
を
生
じ
る
。…

…

そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の

学
者
を
要
求
す
る
」。
さ
ら
に
「
　併

し
其
苗
は
苗
の
ま
ま儘

で
あ
る
。
存
外
生
長
し
な
い
。

…
…

そ
し
て
世
間
で
は
一
本
足
同
士
が
、
相
変
ら
ず
葛
藤
を
起
し
た
り
、
衝
突
し

合
つ
た
り
し
て
ゐ
る
」
と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
指
摘
は
百
年
後
の
現
代

に
ま
す
ま
す
真
実
味
を
帯
び
た
提
言
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
あ
え
て
そ
こ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
二
本
足
の
人
は
さ
ら
に
三
本
足
の
人

と
な
り
「
三
点
測
量
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
自
国
文
化

に
一
本
の
足
を
お
ろ
し
、
さ
ら
に
二
本
の
足
を
外
国
の
二
点
に
お
ろ
す
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
の
人
の
コ
ン
パ
ス
は
安
定
し
、
特
定
の
一
外
国
に
傾
倒
す
る
と
い
う

一
辺
倒
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
手
を
組
ん
だ
陸
軍

の
ド
イ
ツ
・
ス
ク
ー
ル
と
か
、
北
京
に
媚
び
た
チ
ャ
イ
ナ
・
ス
ク
ー
ル
と
か
は
日

本
の
為
に
な
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
三
点
測
量
の
で
き
る
日
本
人
が
ふ
え
れ
ば
、

地
球
社
会
の
安
定
要
素
に
も
な
り
得
る
は
ず
で
す
。

　
森
鷗
外
は
、『「
生
い
立
ち
の
記
」
序
』
に
「
新
た
な
る
道
徳
、
新
た
な
る
政
治
、

新
た
な
る
宗
教
、
新
た
な
る
文
学
に
覚
醒
せ
ん
と
し
、
自
ら
奮
っ
て
之
を
創
造
せ

ん
と
欲
す
る
も
の
は
、先
ず
自
己
を
深
刻
に
す
べ
き
で
あ
る
」と
記
し
て
い
ま
す
が
、

　〝新
し
さ
〞
の
意
味
は
、
西
洋
文
明
と
の
接
触
に
よ
っ
て
自
己
の
内
か
ら
新
た
に

は
つ溌 

ら
つ溂

と
湧
き
い
で
る
も
の
の
い
い謂

で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
外
国
文
明
総
体
と
の
出
会

い
が
日
本
人
に
は
意
味
を
も
つ
も
の
と
思
い
ま
す
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
新
た
な
波
を
、
日
本
人
は
ど
う
乗
り
越
え
る
の
か
。
今
、

そ
の
真
意
が
試
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
く
ら
為
に
な
る
話
を
し
て
も
、
聴
き

手
が
悪
け
れ
ば
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
ま
さ
か
あ
な
た
は
私
が
言
い
も
せ
ぬ
こ
と
を

お
書
き
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
（
笑
）。

　
日
本
と
い
う
国
は
、
昔
か
ら
波
は
あ

る
が
「
外
」
か
ら
の
も
の
を
取
り
入
れ

て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
、
比
較
文
化
史
の
研
究
を
通
し

そ
の
こ
と
を
論
じ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ

に
至
る
経
緯
を
改
め
て
考
え
て
み
ま
す

と
、
自
身
の
幼
い
頃
か
ら
の
勉
学
や
経
験
か
ら
、
そ
の
伏
線
は
し
か
れ
て
い
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　
昭
和
６
（
１
９
３
１
）
年
、
ち
ょ
う
ど
満
州
事
変
が
勃
発
し
た
年
に
生
ま
れ
た

い
う
ち
か
ら
習
わ
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
当
時
の
日
本
は
反

西
洋
を
あ
お煽
る
ア
ジ
ア
主
義
の
主
張
が
強
く
、
英
語
を
習
う
な
ど
、
私
は
何
か
悪
い

こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
小
学
校
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
も
誰
に
も
そ

の
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
英
語
は
大
事
だ
と
い
う
こ
と
は
強

く
感
じ
て
い
ま
し
た
。

　
昭
和
15
（
１
９
４
０
）
年
の
夏
、
房
総
半
島
に
避
暑
に
出
か
け
た
と
き
の
こ
と

で
す
が
、
そ
の
汽
車
の
中
で
父
と
私
が
英
語
を
話
し
て
し
ま
い
、
向
か
い
の
人
か

ら
「
ど
こ
の
中
学
で
す
か
」
と
話
し
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
小
学
３
年
生
が
英

語
な
ど
習
う
は
ず
も
な
い
の
で
中
学
生
と
思
い
込
ん
で
聞
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
が
、
父
は
、
本
当
の
こ
と
が
ば
れ
た
ら
大
変
だ
と
思
い
、
と
っ
さ
に
「
滝
野
川

中
学
で
す
」
と
あ
り
も
し
な
い
中

学
の
名
を
言
っ
て
誤
魔
化
し
て
い

ま
し
た
。
世
の
中
は
そ
う
い
う
時

代
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
私
は
中
学
で
英
才
教

育
特
別
科
学
組
と
い
う
特
別
ク
ラ

ス
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
よ

か
っ
た
。「
科
学
が
劣
っ
て
い
る

か
ら
日
本
が
劣
勢
な
の
だ
」
と
い

う
考
え
か
ら
、
古
文
や
漢
文
、
歴

史
は
教
え
ず
、
数
学
、
物
理
、
化

学
、
英
語
を
も
っ
ぱ
ら
学
ば
せ
る
15
人
の
ク
ラ
ス
で
す
。
父
も
兄
も
理
系
と
い
う

こ
と
も
あ
り
大
変
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
戦
争
末
期
で

疎
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
金
沢
の
第
四
高
等
学
校
の
寮
に
入
り
ま
し
た
。
で
す

が
、
そ
ん
な
時
代
で
も
英
語
は
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
て
お
り
、た
と
え
ば
、

Isoroku Y
am
am
oto is the greatest adm

iral that the w
orld has ever 

seen.

か
ら
形
容
詞
の
最
上
級
と
動
詞
の
現
在
完
了
を
学
び
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
が
稲
妻
か
ら
電
気
を
み
つ
け
た
こ
と
な
ど
も
英
語
の
教
科
書
か
ら

き
ち
ん
と
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
戦
時
中
の
日
本
の
英
語
教
育
に
つ
い
て
、
よ
く
「
英
語
を
教
え
な
か
っ
た
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
戦
後
に
で
き
た
神
話
で
す
。
私
自
身
の
経
験
以

外
に
も
、
昭
和
19
年
に
は
、
研
究
社
か
ら
『
新
英
和
大
辞
典
』
が
２
万
８
０
０
０

部
出
て
い
る
。
そ
の
数
字
を
み
て
も
英
語
を
勉
強
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
す
。

当
時
は
教
員
組
合
な
ど
と
い
う
も
の
も
な
く
、
現
代
の
よ
う
に
瑣
末
な
こ
と
に
余

計
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
取
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
先
生
も
教
え
る
こ
と
に
一
生

懸
命
情
熱
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
英
語
の
授
業
で
最
初
に
教
わ
っ
た
の
はI am

 a N
ipponese.

（
ニ

ッ
ポ
ニ
ー
ズ
）。
戦
後
に
は
戦
後
の
言
葉
狩
り
が
い
く
つ
も
あ
り
、
た
と
え
ば
シ

ナ
と
は
言
っ
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
当

時
は
蔑
称
で
あ
るJap

を
連
想
さ
せ
るJapanese

を
使
う
な
と
い
う
こ
と
が
言
わ

れ
た
の
で
す
。
で
す
が
、
私
の
中

学
の
先
生
は
、
そ
ん
な
時
流
に
抗

し
て
最
初
か
らN

ipponese

を

Japanese

に
直
し
て
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
子
ど
も
心
に
「
こ
の

先
生
は
偉
い
人
だ
な
」
と
思
っ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
英
語
の
み
な
ら
ず
、「
戦
時
中

は
言
論
の
自
由
が
な
か
っ
た
」
な

ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ほ

ど
の
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え

っ
て
戦
後
の
ほ
う
が
、
表
面
的
に
「
開
国
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
外
国
へ
の
渡
航

さ
え
で
き
ず
、鎖
国
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
し
た
。そ
れ
で
逆
に「
外

国
の
こ
と
を
知
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
だ
け
が
、
私
の
な
か
に
猛
烈
に
湧
き
起

こ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
旧
制
の
一
高
に
入
学
し
ま
し
た
が
、
１
年
後
に
は
学
制
改
革
で
旧
制
高
校
が
廃

止
さ
れ
た
た
め
新
制
大
学
を
受
け
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
語
既

修
フ
ラ
ン
ス
語
未
修
の
ク
ラ
ス
に
入
り
ま
し
た
。
東
大
教
養
学
部
の
１
期
生
と
な

り
、
２
年
生
の
と
き
に
、
よ
り
学
際
的
な
教
養
学
科
が
で
き
た
の
で
、
そ
こ
で
フ

ラ
ン
ス
語
と
英
語
も
よ
く
勉
強
し
ま
し
た
。

周
辺
国
で
あ
る

日
本
が

世
界
語
で
あ
る

英
語
を
学
ぶ
意
味

自
国
と
他
国
の

複
数
の
文
化
に

足
を
お
ろ
し
、

世
界
に
向
き
合
う

日
本
文
化
の
教
養
が

国
際
社
会
に
お
け
る

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

拠
り
ど
こ
ろ
に
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