
マ
ー
ク
・
セ
ン
ス
法
に
つ
い
て
の
注
意

マ
ー
ク
・
セ
ン
ス
法
と
は
、
鉛
筆
で
マ
ー
ク
し
た
部
分
を
機
械
が
直
接
よ
み
と
っ
て
採
点
す
る
方
法
で
す
。

一

マ
ー
ク
は
、
左
記
の
記
入
例
の
よ
う
に
黒
鉛
筆
で
枠
の
中
を
ぬ
り
残
さ
ず
濃
く
ぬ
り
つ
ぶ
し
て
く
だ

さ
い
。

二

一
つ
の
マ
ー
ク
欄
に
は
一
つ
し
か
マ
ー
ク
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

三

訂
正
す
る
場
合
は
消
し
ゴ
ム
で
よ
く
消
し
、
消
し
く
ず
は
き
れ
い
に
取
り
除
い
て
く
だ
さ
い
。

マ
ー
ク
例

（
3
と
解
答
す
る
場
合
）

①

○ 1
○ 2
● 3
○ 4
○ 5

二
〇
二
五
年
度

Ａ

国

語

問

題

注

意

一

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
こ
の
問
題
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

二

解
答
用
紙
は
す
べ
て
黒
鉛
筆
ま
た
は
黒
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

黒
鉛
筆
・
消
し
ゴ
ム
を
忘
れ
た
人
は
監
督
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

（
万
年
筆
・
ボ
ー
ル
ペ
ン
・
サ
イ
ン
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。）

三

こ
の
問
題
冊
子
は
20
ペ
ー
ジ
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
試
験
開
始
後
、
た
だ
ち
に
ペ
ー
ジ
数
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
問
題
番
号
は
一
〜
三
と
な
っ
て
い
ま
す
。

四

解
答
用
紙
に
は
す
で
に
受
験
番
号
が
記
入
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
出
席
票
の
受
験
番
号
が
、
あ
な
た
の
受
験
票
の
番
号
で

あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
出
席
票
の
氏
名
欄
に
氏
名
の
み
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
出
席
票
は
切
り
離
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

五

解
答
は
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
解
答
欄
に
記
入
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
は
何
も
書
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

六

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破
っ
た
り
、
傷
つ
け
た
り
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

七

こ
の
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ａ国1



一

左
の
文
章
は
小
説
の
一
場
面
で
あ
る
。「
俺
」
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
大
学
に
学
ぶ
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
出
身
の
留
学
生
で
あ
る
。
こ
れ

を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
）

き

ジ
ョ
ー
ジ
は
あ
る
日
授
業
が
終
わ
っ
た
後
、
向
こ
う
か
ら
話
し
か
け
て
き
た
。「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
か
ら
来
た
の
か
」
と
訊
く
の
で
う
な

ず
く
と
、
嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
「
友
達
に
な
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
で
生
ま
れ
育
っ
た
そ
う
だ
。
ど
う
し

て
デ
ン
マ
ー
ク
に
来
た
の
か
訊
い
て
み
た
ら
、「
大
国
主
義
に
嫌
気
が
さ
し
て
、
小
さ
い
国
に
住
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
」
と
答
え
た
。
そ

う
か
、
ア
メ
リ
カ
人
は
自
分
の
国
が
大
き
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
な
。
他
人
の
頭
の
中
に
は
予
想
も
つ
か
な
い
よ
う
な
考
え
が
詰
ま
っ
て

い
る
。
会
話
し
て
引
き
出
し
て
み
て
初
め
て
、
あ
っ
と
驚
く
こ
と
に
な
る
。

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
は
デ
ン
マ
ー
ク
本
土
の
約
五
十
倍
の
面
積
が
あ
る
け
れ
ど
、（
注
1
）

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
に
来
た
俺
に
は
「
小
さ
い
国
に
来
た
」

と
い
う
実
感
は
湧
か
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
俺
は
、
国
と
い
う
枠
組
み
が
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
頭
に
入
っ
て
い
な
く
て
、
ど
こ
か
ら
来
た
か
人

に
訊
か
れ
る
と
初
め
は
「
北
極
圏
」
と
答
え
て
変
な
顔
を
さ
れ
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。（
注
2
）

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
初
め
て
聞
い
た
の
も
彼
の
口
か
ら
だ
っ

た
。
そ
れ
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
は
こ
ん
な
こ
と
も
言
っ
た
。「（
注
3
）

エ
ス
キ
モ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
差
別
語
だ
と
思
っ
て
、
そ
れ
を
単
純
に
「（
注
4
）

イ
ヌ

イ
ッ
ト
」
と
言
い
換
え
て
満
足
し
て
い
る
人
が
多
い
が
、
厳
密
な
意
味
で
は
す
べ
て
の
エ
ス
キ
モ
ー
が
イ
ヌ
イ
ッ
ト
な
わ
け
で
は
な
い
。

す
べ
て
の（
注
5
）

ジ
プ
シ
ー
が（
注
6
）

ロ
マ
で
は
な
い
の
と
同
じ
だ
。

エ
ス
キ
モ
ー
の
語
源
が
「
ナ
マ
の
魚
肉
を
食
べ
る
者
」
だ
と
い
う
説
が
強
か
っ
た
時
代
に
は
、イ
ベ
ッ
視
し
た
言
い
方
だ
と
多
く
の
人
が

ひ
も

考
え
た
。
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
、
エ
ス
キ
モ
ー
は
「
雪
靴
の
紐
を
結
ぶ
人
」
と
い
う
意
味
だ
と
い
う
説
が
優
勢
に
な
っ
て
き
た
。「
雪
靴
の

わ
ら

紐
を
結
ぶ
人
」
と
い
う
表
現
は
詩
的
に
響
く
。
ア
ジ
ア
に
は
雪
靴
が
ト
ナ
カ
イ
の
皮
で
つ
く
ら
れ
る
と
は
想
像
も
で
き
な
い
の
か
、「
藁
で

雪
靴
を
編
む
人
」
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈
し
て
、
勝
手
に
親
近
感
を
覚
え
て
い
る
人
た
ち
も
い
る
そ
う
だ
。
俺
た
ち
の
住
ん
で
い
る
と
こ

ろ
に
は
、
藁
な
ん
か
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
「
ナ
マ
の
魚
肉
を
食
べ
る
者
」
と
い
う
言
い
方
が
な
ぜ
ベ
ッ
称
な
の
か
が
俺
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
煮
す
ぎ
て
ク
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タ
ク
タ
に
な
っ
た
食
材
を
食
う
方
が
、
新
鮮
な
肉
や
魚
を
ナ
マ
で
食
う
よ
り
も
非
文
明
的
だ
と
思
う
。

⑴
ジ
ョ
ー
ジ
と
一
度
だ
け
激
し
い
口
論
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
地
球
の
温
暖
化
の
せ
い
で
エ
ス
キ
モ
ー
の
狩
猟
文
化
が
脅
か
さ
れ
て
い

る
」
と
ジ
ョ
ー
ジ
が
言
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
俺
は
急
に
お
ふ
く
ろ
の
生
き
霊
が
乗
り
移
っ
た
み
た
い
に
、「
で
も
温
暖
化
の
お
か

げ
で
野
菜
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。
昔
の
生
活
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
さ
」
と
言
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
が
少
し
驚
い
て
、「
で
も
狩

猟
文
化
が
君
た
ち
の
生
活
文
化
の
中
心
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
。
そ
れ
が
衰
退
す
る
の
は
地
球
の
温
暖
化
と
動
物
保
護
団
体
か
ら
の
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
の
か
」
と
反
論
し
た
。
俺
は
今
度
は
お
や
じ
の
生
き
霊
が
乗
り
移
っ
た
み
た
い
に
、「
も
と
も
と
エ
ス
キ
モ

ー
は
狩
り
が
好
き
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
必
要
最
小
限
、
動
物
を
殺
し
て
、
肉
を
保
存
食
に
し
て
大
切
に
食
べ
、
そ
の
皮
で
自
分
の

服
や
靴
を
つ
く
っ
て
い
た
ん
だ
。
そ
れ
が
外
国
か
ら
乗
り
込
ん
で
き
た
毛
皮
商
人
た
ち
に
だ
ま
さ
れ
、
脅
さ
れ
、
高
く
毛
皮
を
売
れ
る
ラ

ッ
コ
な
ん
か
を
殺
せ
る
だ
け
殺
す
時
代
が
続
い
た
。
近
く
に
獲
物
が
い
な
く
な
る
と
遠
い
土
地
ま
で
遠
征
し
た
。
思
い
出
し
た
く
も
な
い

悪
夢
み
た
い
な
時
代
だ
。
そ
ん
な
時
代
が
終
わ
っ
て
、
俺
た
ち
は
ほ
っ
と
し
て
い
る
ん
だ
」
と
答
え
た
。
お
や
じ
が
こ
の
話
を
し
た
時
は

よ
み
が
え

面
倒
く
さ
い
な
と
思
い
な
が
ら
片
耳
で
聞
き
流
し
て
い
た
の
に
、
今
に
な
っ
て
一
語
一
語
は
っ
き
り
蘇
っ
て
き
た
か
ら
不
思
議
だ
。
し

か
も⑵
「
俺
た
ち
は
」
な
ん
て
偉
そ
う
に
み
ん
な
の
代
表
に
な
っ
て
、
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
ジ
は
俺
の
話
す
勢
い
に
驚
い
て
、「
わ
か

っ
た
、
わ
か
っ
た
。
君
の
意
見
の
方
が
深
い
よ
」
と
言
っ
て
退
陣
し
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
は
エ
ス
キ
モ
ー
文
化
を
崇
拝
し
て
い
た
。
カ
ナ
ダ
、
ア
ラ
ス
カ
、
ロ
シ
ア
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
国
境
を
越
え
て
こ
れ
だ
け

広
が
る
文
化
は
他
に
な
い
、
と
言
う
の
だ
。
雪
と
氷
が
文
明
の
か
た
ち
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
か
ら
無
理
に
祖
国
愛
を
で
っ
ち
あ
げ
た
り
、

批
判
的
精
神
の
持
ち
主
を
非
国
民
扱
い
し
て
、
国
を
ま
と
め
て
い
く
必
要
が
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
ジ
ョ
ー
ジ
の
国
は
誰
も
が
む
さ
ぼ
れ

る
だ
け
む
さ
ぼ
る
競
争
社
会
な
の
で
、
放
っ
て
お
い
た
ら
全
体
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
崩
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
政
治
家
た
ち
は
話
術
と

カ
リ
ス
マ
性
を
磨
い
て
ど
う
に
か
一
つ
の
国
に
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
。

俺
は
ジ
ョ
ー
ジ
と
違
っ
て
海
の
向
こ
う
の
知
ら
な
い
国
を
批
判
す
る
動
機
は
全
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
し
、
エ
ス
キ
モ
ー
で
あ

る
こ
と
に
誇
り
も
ロ
マ
ン
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
が
、
逆
に
劣
等
感
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
暮
ら
し
て
い

こ
う

る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん⑶
民
族
と
い
う
袋
小
路
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
俺
を
見
た
人
間
は
す
ぐ
に
俺
を
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
仕
分
け
し
て
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し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
名
前
を
つ
け
る
と
し
た
ら
、「
ア
ジ
ア
人
」
で
も
「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」
で
も
「
有
色
人
種
」
で
も
「
移

民
」
で
も
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
エ
ス
キ
モ
ー
な
の
だ
。
屋
台
で
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
を
買
っ
て
お
つ
り
を
受
け
取
る
時
に
は
、「
君
た
ち
エ
ス

キ
モ
ー
も
こ
ん
な
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
食
べ
る
の
か
」
と
い
う
小
さ
な
驚
き
が
相
手
の
目
の
中
に
見
え
る
。
床
屋
に
行
っ
て
カ
タ
ロ
グ
の
写
真

を
指
さ
し
、「
こ
う
い
う
風
に
切
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
む
と
、「
君
た
ち
が
こ
ん
な
ア
ニ
メ
の
主
人
公
み
た
い
な
髪
型
を
好
む
と
は
思
わ

は
さ
み

な
か
っ
た
よ
」
と
鋏
が
つ
ぶ
や
く
。
ク
ラ
ブ
で
ド
リ
ン
ク
を
注
文
す
る
と
、「
君
た
ち
エ
ス
キ
モ
ー
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
分
解
す
る
酵
素

が
肝
臓
に
な
い
ん
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
も
の
飲
ん
で
倒
れ
る
な
よ
」
と
バ
ー
キ
ー
パ
ー
の
目
に
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
で
堂
々
と
「
や
あ
、
エ

ス
キ
モ
ー
君
」
と
声
を
か
け
て
く
れ
る
の
な
ら
い
い
の
だ
が
、
誰
も
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
い
。ロ
ジ
ャ
ケ
ン
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、

不
必
要
に
関
わ
ら
な
い
方
が
利
口
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
で
、
目
を
あ
わ
せ
よ
う
と
し
な
い
。
ま
る
で
俺
の
身
体
を
エ
ス
キ
モ
ー
と
書
か

れ
た
膜
が
包
ん
で
い
て
、
外
か
ら
く
る
視
線
は
膜
の
表
面
で
と
ま
っ
て
し
ま
い
、
誰
も
そ
れ
よ
り
奥
に
入
っ
て
こ
ら
れ
な
い
み
た
い
だ
っ

た
。ジ

ョ
ー
ジ
は
語
学
の
授
業
を
最
後
ま
で
受
け
な
い
で
ア
メ
リ
カ
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。「
デ
ン
マ
ー
ク
語
の
発
音
は
難
度
が
高
す
ぎ
て
い

く
ら
勉
強
し
て
も
う
ま
く
な
ら
な
い
。
こ
れ
以
上
努
力
し
て
も
意
味
が
な
い
」
と
言
う
。
で
も
、
も
し
世
界
中
で
英
語
を
学
ぶ
人
た
ち
が

英
語
の
発
音
が
難
し
い
か
ら
と
簡
単
に
諦
め
て
し
ま
っ
た
ら
、
英
語
は
こ
ん
な
に
普
及
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ー
ジ
も
も
う
少
し
努

力
し
て
み
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
。

ジ
ョ
ー
ジ
が
い
な
く
な
る
と
俺
は
話
し
相
手
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
友
達
が
ほ
し
い
。
町
で
声
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る

が
、
残
念
な
が
ら
相
手
は
い
つ
も
女
の
子
で
、
ど
の
子
も
コ
ケ
モ
モ
の
実
み
た
い
な
真
っ
赤
な
唇
を
近
づ
け
て
き
て
、
甘
い
息
を
俺
の
顔

が
い
ぼ
う

に
吹
き
か
け
な
が
ら
話
す
。
ど
う
や
ら
俺
は
も
て
る
よ
う
だ
っ
た
。
ま
わ
り
の
視
線
に

さ
れ
な
が
ら
、
俺
の
外
貌
は
だ
ん
だ
ん

ひ
げ

そ

ま
つ
げ

変
わ
っ
て
い
っ
た
。
髪
を
耳
が
隠
れ
る
く
ら
い
ま
で
伸
ば
し
、
髭
や
眉
は
丹
念
に
剃
っ
た
。
俺
の
睫
は
寒
さ
か
ら
目
を
守
ろ
う
と
み
っ
し

り
生
え
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
人
の
男
性
に
は
肌
の
色
が
な
ま
白
い
の
を
気
に
し
て
週
に
一
度
、
真
っ
裸
に
な
っ
て
巨
大
な
ト
ー
ス
タ
ー

み
た
い
な
機
械
に
身
を
横
た
え
て
肌
を
焼
い
て
い
る
人
も
い
る
が
、
俺
の
肌
に
は
元
々
金
色
と
茶
色
と
桃
色
を
混
ぜ
た
よ
う
な
色
が

つ
い
て
い
る
。
毎
朝
、
鏡
を
前
に
し
て
、
昔
好
き
だ
っ
た
ア
ニ
メ
の
主
人
公
み
た
い
な
表
情
を
浮
か
べ
て
み
る
。
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（
多
和
田
葉
子
『
地
球
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
』
に
よ
る
）

（
注
）

1

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン

デ
ン
マ
ー
ク
の
首
都
。

2

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム

政
治
、
経
済
、
文
化
な
ど
に
残
存
す
る
西
欧
中
心
の
帝
国
主
義
、
植
民
地
主
義
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
、
現
状
を
変
革
し
よ

う
と
す
る
思
想
。

3

エ
ス
キ
モ
ー

チ
ェ
コ
ト
カ
半
島
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
カ
ナ
ダ
、
ア
ラ
ス
カ
の
北
極
海
沿
岸
、
そ
の
内
陸
な
ど
に
住
む
人
々
の
総
称
。
カ
ナ
ダ
で
は
イ

ヌ
イ
ッ
ト
、
ア
ラ
ス
カ
で
は
エ
ス
キ
モ
ー
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
で
は
カ
ラ
ー
リ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
。

4

イ
ヌ
イ
ッ
ト

ア
ラ
ス
カ
か
ら
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
ま
で
北
極
圏
一
帯
に
住
み
、
狩
猟
生
活
に
も
と
づ
い
た
独
自
の
文
化
を
保
持
す
る
人
々
の
自
称
。

イ
ヌ
イ
ッ
ト
と
は
現
地
語
で
「
人
間
」
を
意
味
す
る
。

5

ジ
プ
シ
ー

北
イ
ン
ド
を
原
郷
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
南
北
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
す
移
動
型
民
族
の
総
称
。

6

ロ
マ

か
つ
て
ジ
プ
シ
ー
、
ツ
ィ
ガ
ン
、
ジ
タ
ン
な
ど
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
自
称
。
ロ
マ
語
で
「
人
間
」
を
意
味
す
る
。

問

か
い
し
ょ

A

線
部
イ
・
ロ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
た
だ
し
、
楷
書
で
記
す
こ
と
）

B

線
部
⑴
に
つ
い
て
。「
俺
」
が
ジ
ョ
ー
ジ
と
「
激
し
い
口
論
」
を
し
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

ど
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
と
相
手
を
打
ち
負
か
す
こ
と
ば
か
り
考
え
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
批
評
精
神
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
。

い

2

「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
文
化
を
神
聖
化
し
て
先
入
観
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
考
え
が
受
け
容
れ
難
か
っ
た
か
ら
。

3

自
分
た
ち
が
仕
方
な
く
営
ん
で
き
た
狩
猟
中
心
の
生
活
を
美
化
し
よ
う
と
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
無
知
が
許
せ
な
か
っ
た
か
ら
。

4

狩
猟
で
生
き
延
び
る
し
か
術
が
な
か
っ
た
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
現
実
を
知
ろ
う
と
も
し
な
い
ジ
ョ
ー
ジ
に
腹
が
立
っ
た
か
ら
。

か
わ
い

5

「
エ
ス
キ
モ
ー
」
を
可
哀
そ
う
な
弱
者
に
見
立
て
て
同
情
し
よ
う
と
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
独
善
性
に
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。
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C

線
部
⑵
に
つ
い
て
。
こ
の
言
い
回
し
に
は
「
俺
」
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
こ
も
っ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
文
化
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
ジ
ョ
ー
ジ
の
言
葉
を
素
直
に
聞
け
な
か
っ
た
自
分
を
情
け
な
く
思
う
気
持
ち
。

2

ジ
ョ
ー
ジ
と
の
議
論
に
熱
中
し
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
意
見
を
代
弁
す
る
よ
う
な
主
張
を
し
た
自
分
の
嘘
を
恥
じ
る
気
持
ち
。

3

両
親
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
な
か
っ
た
自
分
の
な
か
に
も
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
血
が
流
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
気
持
ち
。

ま

ね

4

ジ
ョ
ー
ジ
を
論
破
す
る
た
め
に
親
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
真
似
た
自
分
を
自
嘲
気
味
に
語
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
。

5

人
間
は
少
し
も
思
っ
て
も
い
な
い
こ
と
を
平
気
で
口
に
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
い
う
事
実
を
露
悪
的
に
語
り
た
い
気
持
ち
。

D

線
部
⑶
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
の
「
袋
小
路
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
っ
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
か
。
本
文
中
の
表
現
を
用

い
て
、
句
読
点
と
も
四
十
字
以
内
で
記
せ
。

E

空
欄

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

さ
く

1

搾
取

2

浸
食ぶ

3

愛
撫

4

保
護

こ

5

蠱
惑

F

本
文
中
に
お
け
る
「
俺
」
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適�

当�

で�

な�

い�

も
の
を
、
次
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

「
エ
ス
キ
モ
ー
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
引
き
受
け
る
が
、
そ
れ
に
付
随
す
る
周
囲
の
先
入
観
を
受
け
容
れ
難
く
思
っ
て
い

る
人
物
。

2

自
分
が
相
手
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
る
か
を
過
剰
に
意
識
す
る
た
め
、
友
達
と
気
軽
に
付
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
。

3

普
段
は
世
間
の
常
識
や
も
の
の
考
え
方
を
疑
う
目
を
も
っ
て
い
る
が
、
と
き
ど
き
む
き
に
な
っ
て
持
論
を
主
張
す
る
人
物
。
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4

簡
単
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
難
し
い
課
題
で
あ
っ
て
も
、
努
力
を
続
け
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
人
物
。

5

ア
ニ
メ
の
主
人
公
の
よ
う
な
容
貌
に
な
る
こ
と
で
、
逆
に
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る

人
物
。

G

次
の
各
項
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
1
、
合
致
し
な
い
も
の
を
2
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
よ
。

イ

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
街
で
迫
っ
て
く
る
女
の
子
た
ち
は
、「
俺
」
の
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
ら
し
い
外
貌
に
し
か
興
味
を
も
っ
て

い
な
い
。

ロ

「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
語
源
が
「
ナ
マ
の
魚
肉
を
食
べ
る
者
」
で
あ
ろ
う
が
「
雪
靴
の
紐
を
結
ぶ
人
」
で
あ
ろ
う
が
、「
俺
」

に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。

ハ

ジ
ョ
ー
ジ
は
、
国
境
を
越
え
て
広
が
る
「
エ
ス
キ
モ
ー
」
の
文
化
を
崇
拝
し
て
い
る
か
ら
「
俺
」
と
友
達
に
な
ろ
う
と
し
た
。

ニ

「
俺
」
は
、
相
手
が
た
と
え
侮
辱
的
な
意
味
合
い
を
込
め
て
「
や
あ
、
エ
ス
キ
モ
ー
君
」
と
声
を
か
け
て
き
て
も
平
気
だ
。

ホ

「
俺
」
に
と
っ
て
は
、「
エ
ス
キ
モ
ー
」
と
い
う
言
葉
も
「
イ
ヌ
イ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
も
、
差
別
語
で
あ
る
と
い
う
点
に

お
い
て
変
わ
り
な
い
。
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二

左
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
）

⑴
五
感
は
歴
史
的
産
物
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
現
代
で
は
電
車
の
走
行
音
や
発
車
音
は
騒
音
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
鉄
道
が
誕
生
し
た
ば
か
り
の
一

九
世
紀
末
の
米
国
で
は
、
そ
の
音
は
モ
ダ
ン
で
科
学
技
術
発
達
の
象
徴
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

目
や
耳
、
舌
な
ど
身
体
の
い
わ
ゆ
る
感
覚
器
官
の
働
き
が
、
時
代
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
個
々
人
が

感
じ
取
る
身
体
的
刺
激
そ
の
も
の
に
は
個
人
差
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
あ
る
時
・
あ
る
場
所
に
生
き
る
人
々
の
間
で
共
有

さ
れ
る
感
覚
体
験
や
そ
れ
ら
に
対
す
る
認
識
は
、
技
術
や
経
済
、
社
会
的
要
因
に
よ
っ
て
変
化
し
て
お
り
、
時
代
性
を
伴
う
も
の
で

あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
欧
米
を
中
心
に
「
感
覚
史
」
と
い
う
研
究
分
野
が
提
唱
さ
れ
、
感
覚
は
研
究
対
象
の
一
つ
と
し
て
歴
史
学

者
や
人
類
学
者
ら
か
ら
注
目
を
集
め
始
め
た
。
五
感
を
歴
史
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
人
々
が
生
き
る
環
境
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
環
境
の
変
化
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
理
解
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
感
覚
の
歴
史
は
、
存
在
論
お
よ
び
認
識
論
と
深
く
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
身
体
は
物
理
的
な
モ
ノ
と
し
て
在
る
だ
け
で
な

く
、
文
化
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
そ
の
物
理
的
・
文
化
的
構
築
物
と
し
て
の
身
体
を
通
し
て
人
々
は
周
辺
環
境
を
認
識
す
る
の
だ
。

「
景
色
」
と
い
う
語
は
、「
景
色
を
見
る
」
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
視
覚
と
結
び
付
け
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
の
場
所
を
訪
れ
る

場
合
に
は
、
見
る
だ
け
で
な
く
、
音
や
匂
い
、
空
気
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
る
し
、
写
真
な
ど
視
覚
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
そ
の

景
色
を
見
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
場
の
音
や
匂
い
な
ど
が
自
然
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
き

仏
教
用
語
で
「
色
」
と
は
、
広
義
に
は
五
感
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
物
や
現
象
、
そ
れ
ら
の
総
称
と
い
う
意
味
も
あ
る
（
狭
義
に
は

視
覚
で
認
知
さ
れ
る
物
を
意
味
す
る
）。
な
ら
ば
「
景
色
」
が
五
感
で
感
じ
取
る
も
の
だ
と
し
て
も
納
得
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

五
感
で
感
じ
る
も
の
と
し
て
の
（
広
義
の
）
景
色
が
い
か
に
作
り
出
さ
れ
、
ま
た
変
化
し
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
景
色
を
人
々
が

い
か
に
感
じ
、
理
解
し
て
い
た
の
か
を
掘
り
起
こ
す
の
が⑵
感
覚
史
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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で
は
、
人
々
の
感
覚
体
験
・
感
覚
世
界
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
産
業
化
や
工
業
化
、
都
市
化
が
急
速

に
進
ん
だ
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
米
国
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。（
注
1
）

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
交
通
網
の
発
達

や
工
業
化
に
よ
る
社
会
変
化
を
近
代
化
に
よ
る
「
シ
ョ
ッ
ク
」
体
験
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
は
、
特
に
都
市
部
に

お
け
る
生
活
環
境
・
生
活
様
式
の
変
化
が
人
々
に
と
っ
て
心
身
的
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

そ
れ
は
普
段
の
食
生
活

味
覚
体
験

も
例
外
で
は
な
い
。
一
八
七
〇
年
代
以
降
、
大
量
生
産
時
代
を
い
ち
早
く
迎
え
た
米

国
で
は
、
急
速
な
工
業
化
と
市
場
の
拡
大
に
伴
い
、
農
業
生
産
者
や
食
品
加
工
業
者
ら
は
、
効
率
性
や
標
準
化
に
重
点
を
置
い
た
生

産
の
合
理
化
を
図
ろ
う
と
し
た
。

よ

こ
れ
に
よ
り
、
時
季
や
産
地
に
依
ら
ず
色
や
味
が
規
格
化
さ
れ
た
食
品
の
生
産
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ト
マ
ト
や
リ
ン
ゴ

な
ど
の
野
菜
や
果
物
か
ら
、
缶
詰
や
マ
ー
ガ
リ
ン
な
ど
加
工
食
品
に
い
た
る
ま
で
、
ど
こ
で
購
入
し
て
も
、
同
じ
色
、
同
じ
味
の
も

の
が
作
ら
れ
、
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

た
と
え
ば
米
国
フ
ロ
リ
ダ
州
の
オ
レ
ン
ジ
。
同
州
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
一
部
の
品
種
は
、
温
暖
な
気
候
の
た
め
、
皮
の
色
が
オ
レ

ン
ジ
色
に
変
化
し
な
い
ま
ま
、
実
だ
け
が
熟
す
こ
と
が
あ
る
。
フ
ロ
リ
ダ
の
生
産
者
ら
は
、
緑
色
の
「
完
熟
」
オ
レ
ン
ジ
は
、
た
と

え
中
身
が
熟
し
て
い
て
も
全
国
市
場
で
は
売
れ
な
い
と
考
え
、
一
九
三
〇
年
代
初
め
、
合
成
着
色
料
を
用
い
て
オ
レ
ン
ジ
の
皮
を
着

色
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
、
消
費
者
が
期
待
す
る
味
、
ま
た
は
消
費
者
が
求
め
て
い
る
だ
ろ
う
と
生�

産�

者�

が�

考�

え�

る�

味
に
「
合
致
」
す
る
色
を
作
ろ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
果
物
に
着
色
を
す
る
こ
と
は
自
分
た
ち
を
欺
く
行
為
だ
と
考
え
た
消
費
者
か
ら
は
抗
議
が
殺
到
し
た
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
多
く
の
消
費
者
が
、
熟
し
た
オ
レ
ン
ジ
の
「
自
然
な
」
色
は
オ
レ
ン
ジ
色
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
実
際
に
は
、
緑
色
の
方
が
熟
し
た
オ
レ
ン
ジ
の
「
自
然
な
（
人
工
的
に
手
を
加
え
て
い
な
い
）」
色
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
だ
。

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
画
一
化
さ
れ
た
食
品
が
市
場
に
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
多
く
の
人
々
が
共
有
す
る
「
あ
る
べ

き
」
色
と
い
う
認
識
が
次
第
に
構
築
さ
れ
て
い
く
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
認
識
は
、
翻
っ
て
生
産
者
ら
が
予
測
可
能
で
画
一
的
な
色
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を
作
る
た
め
の
更
な
る
動
機
づ
け
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

（
注
2
）

レ
オ
・
マ
ル
ク
ス
が
「
庭
園
の
中
の
機
械
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
農
業
の
工
業
化
・
機
械
化
が
進
ん
だ
こ
と
で
、
自
然
と
人
工

の
境
界
は
溶
解
し
、⑶「
自
然
」
と
は
自
然
と
人
工
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
オ
レ
ン
ジ
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
品
の
色
、
そ
し
て
味
が
次
第
に
標
準
化
さ
れ
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
食
卓
の

景
色
が
大
き
く
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

米
国
で
食
を
め
ぐ
る
視
覚
・
味
覚
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
は
、
日
本
で
も
新
た
な
感
覚
世
界
が
生
ま
れ
た
時
期

で
あ
る
。
そ
れ
は
、⑷
一
九
世
紀
末
以
降
の
資
本
主
義
社
会
の
拡
大
が
米
国
の
そ
れ
と
は
違
う
意
味
を
持
ち
、
ま
た
異
な
る
形
で
立
ち

現
れ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
は
、
新
し
い
フ
ー
ド
ス
ケ
ー
プ
（
食
を
取
り
巻
く
空
間
・
環
境
）
が
誕
生
し
た
時
代
で
あ
る
。
コ
ロ
ッ
ケ
や

ト
ン
カ
ツ
な
ど
当
時
で
は
珍
し
か
っ
た
洋
風
の
料
理
が
広
ま
り
始
め
る
と
と
も
に
、
新
た
な
外
食
文
化
も
生
ま
れ
た
。
一
九
〇
二
年

（
明
治
三
五
年
）に
は
調
剤
薬
局
と
し
て
創
業
し
た
資
生
堂
薬
局（
現
資
生
堂
）が
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
や
ソ
ー
ダ
水
の
製
造
・
販
売
を

行
う
ソ
ー
ダ
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
を
店
内
に
開
設
し
、
後
の
「
資
生
堂
パ
ー
ラ
ー
」
に
発
展
し
た
。
白
木
屋
や
三
越
な
ど
老
舗
デ
パ
ー
ト

が
食
堂
を
開
設
し
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

た
か
ね

一
般
庶
民
に
は
依
然
と
し
て
高
嶺
の
花
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
西
洋
料
理
が
レ
ス
ト
ラ
ン
で
提
供
さ
れ
た
り
、
雑
誌
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
り
す
る
こ
と
で
、
次
第
に
多
く
の
日
本
人
が
西
洋
的
な
料
理
を
見
た
り
、
食
べ
た
り
し
、「
近
代
化
」
を
感
覚
的
に
体
験
し
て

い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
東
京
や
大
阪
な
ど
の
都
市
部
で
は
、
近
代
的
都
市
空
間
が
新
た
な
感
覚
世
界
を
生
み
出
し
も
し
た
。
た
と
え
ば
、
江
戸
時

代
に
呉
服
屋
と
し
て
始
ま
っ
た
デ
パ
ー
ト
は
、
従
来
の
日
本
建
築
の
店
舗
か
ら
西
洋
風
の
ビ
ル
に
建
て
替
え
ら
れ
た
。
東
京
で
は
、

馬
車
や
人
力
車
に
代
わ
り
、
一
八
九
〇
年
代
に
路
面
電
車
が
開
通
。
ま
た
大
正
以
降
、
そ
れ
ま
で
上
流
階
級
層
に
限
ら
れ
て
い
た
洋

装
が
次
第
に
一
般
に
も
広
ま
り
始
め
、
和
服
姿
の
多
か
っ
た
歩
道
に
は
、
最
新
の
洋
装
と
西
洋
風
の
化
粧
で
身
を
固
め
た
「
モ
ガ
（
モ

か
っ
ぽ

ダ
ン
ガ
ー
ル
）」
や
「
モ
ボ
（
モ
ダ
ン
ボ
ー
イ
）」
が
闊
歩
す
る
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
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タ
イ
ル
や
建
造
物
な
ど
視
覚
環
境
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、
電
車
の
走
行
音
や
海
外
の
香
水
・
化
粧
品
の
匂
い
な
ど
新
た
な
感
覚
的
景

色
が
都
市
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
新
た
な
感
覚
体
験
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
摩
擦
や
価
値
観
の
衝
突
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
電
車
の
登
場
は
、

馬
車
や
人
力
車
事
業
に
携
わ
っ
て
い
た
人
々
か
ら
職
を
奪
う
こ
と
に
も
な
り
、
実
際
、
車
夫
か
ら
の
反
発
を
受
け
た
。「
モ
ガ
」
や
「
モ

ボ
」
ら
は
、
社
会
風
紀
を
乱
す
存
在
と
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
広
ま
り
も
し
た
。
激
動
す
る
社
会
で
、
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
、

あ
ら
が

そ
の
変
化
をイ
キ
ョ
ウ
ジ
ュ
し
よ
う
と
す
る
人
々
、
一
方
で
抗
お
う
と
す
る
人
々
の
生
が
、
当
時
の
感
覚
世
界
か
ら
見
え
て
く
る
。

大
量
生
産
時
代
の
視
覚
の
画
一
化
に
せ
よ
、
近
代
化
に
よ
る
感
覚
体
験
の
西
洋
化
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
一
見
す
る
と
、
資
本
主
義

シ
ス
テ
ム
の
拡
大
に
よ
り
人
間
が
「
本
来
」
持
っ
て
い
た
豊
か
な
感
覚
が
単
調
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
日
本
「
本
来
」
の
感
覚
が

西
洋
的
な
る
も
の
に
置
き
換
わ
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
歴
史
を
通
し
て
人
間
の
感
覚
は
変
化
し
て
き
た
の
で
あ

り
、「
本
質
」
や
「
本
来
あ
る
べ
き
」
も
の
と
は
、ロ
レ
ン
メ
ン
と
続
く
歴
史
の
中
で
作
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
久
野
愛
「
感
じ
る
歴
史
」
に
よ
る
）

（
注
）

1

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

ド
イ
ツ
生
ま
れ
の
思
想
家
（
一
八
九
二
〜
一
九
四
〇
）。

2

レ
オ
・
マ
ル
ク
ス

ア
メ
リ
カ
の
歴
史
家
（
一
九
一
九
〜
二
〇
二
二
）。

問

か
い
し
ょ

A

線
部
イ
・
ロ
を
漢
字
に
改
め
よ
。（
た
だ
し
、
楷
書
で
記
す
こ
と
）

B

線
部
⑴
に
つ
い
て
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

し
ゅ
う
れ
ん

1

人
々
の
感
覚
器
官
の
働
き
に
は
個
人
差
が
あ
る
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
収
斂
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

2

人
々
の
感
覚
器
官
の
働
き
は
徐
々
に
で
は
あ
る
が
変
化
す
る
た
め
、
特
定
の
時
代
に
固
有
の
感
覚
や
認
識
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
。
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3

人
々
の
感
覚
や
認
識
は
特
定
の
時
代
の
技
術
や
経
済
や
社
会
の
影
響
を
受
け
る
た
め
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
と
い
う
こ

と
。

4

技
術
や
経
済
や
社
会
の
変
化
に
直
面
し
た
人
々
は
、
当
初
は
そ
の
変
化
に
驚
く
が
、
少
し
ず
つ
新
鮮
さ
を
感
じ
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
。

5

技
術
や
経
済
や
社
会
に
対
す
る
人
々
の
感
覚
や
認
識
は
、
当
初
は
正
確
で
は
な
い
が
、
徐
々
に
正
確
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

C

線
部
⑵
に
つ
い
て
。
筆
者
の
考
え
る
感
覚
史
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号

で
答
え
よ
。

1

聴
覚
や
嗅
覚
や
味
覚
で
は
な
く
、
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
た
環
境
の
変
化
に
対
す
る
認
識
を
考
え
る
も
の
。

2

環
境
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
環
境
の
変
化
に
対
す
る
認
識
を
考
え
る
も
の
。

3

写
真
か
ら
音
や
匂
い
が
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
、
直
接
的
な
刺
激
に
基
づ
か
な
い
認
識
を
考
え
る
も
の
。

4

物
理
的
な
身
体
を
取
り
巻
い
て
い
る
環
境
の
変
化
と
、
環
境
の
変
化
に
対
す
る
認
識
を
考
え
る
も
の
。

5

五
感
を
研
ぎ
澄
ま
し
て
環
境
の
変
化
に
敏
感
に
な
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
直
感
的
な
認
識
を
考
え
る
も
の
。

D

線
部
⑶
に
つ
い
て
。「
自
然
」
と
い
う
語
を
筆
者
が
か
ぎ
括
弧
で
く
く
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

農
業
の
工
業
化
が
生
態
系
に
対
し
て
悪
影
響
を
も
た
ら
し
て
き
た
こ
と
か
ら
注
意
を
そ
ら
す
た
め
、
あ
え
て
「
自
然
」
と
い

う
語
を
用
い
て
い
る
。

2

農
業
の
工
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
野
生
の
動
植
物
が
生
息
す
る
豊
か
な
環
境
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
皮
肉
と
し
て

「
自
然
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

3

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
並
ん
だ
規
格
化
さ
れ
た
食
品
は
、
あ
る
べ
き
食
品
の
姿
で
は
な
い
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め

に
「
自
然
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

4

色
や
味
が
標
準
化
さ
れ
た
「
自
然
」
は
、
当
時
の
消
費
者
に
と
っ
て
違
和
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
り
、
期
待
外
れ
の
も
の
で
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あ
っ
た
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

5

人
々
が
「
自
然
」
と
感
じ
る
も
の
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
状
態
で
は
な
く
、
人
間
に
よ
っ
て
意
図
的
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
も

の
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

E

線
部
⑷
に
つ
い
て
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

米
国
で
は
大
量
生
産
時
代
を
迎
え
た
こ
と
で
消
費
者
に
よ
る
視
覚
や
味
覚
の
体
験
の
画
一
化
が
進
ん
だ
が
、
日
本
で
は
視
覚

や
味
覚
や
嗅
覚
や
聴
覚
の
体
験
の
西
洋
化
が
進
ん
だ
。

く

2

米
国
に
お
け
る
近
代
化
は
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
実
現
で
き
た
が
、
日
本
に
お
け
る
近
代
化
は
こ
れ
ま
で
築

い
て
き
た
日
本
本
来
の
生
活
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

3

米
国
で
は
視
覚
と
味
覚
の
体
験
の
変
化
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
に
平
静
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
日
本
で
は
米
国
以
上
に
多
く

の
感
覚
が
変
化
し
た
た
め
に
価
値
観
の
衝
突
が
深
刻
に
な
っ
た
。

4

米
国
で
は
農
業
生
産
者
や
食
品
加
工
業
者
に
よ
る
標
準
化
や
規
格
化
に
よ
っ
て
感
覚
体
験
が
乏
し
く
な
っ
た
が
、
日
本
で
は

新
し
い
フ
ー
ド
ス
ケ
ー
プ
の
誕
生
に
よ
っ
て
感
覚
体
験
が
豊
か
に
な
っ
た
。

5

感
覚
体
験
の
変
化
の
影
響
は
、
米
国
で
は
農
業
生
産
者
や
食
品
加
工
業
者
に
よ
る
大
量
生
産
を
通
じ
た
合
理
化
に
よ
っ
て
一

般
庶
民
に
ま
で
及
ん
だ
が
、
日
本
で
は
富
裕
層
に
限
ら
れ
て
い
た
。

F

次
の
各
項
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
1
、
合
致
し
な
い
も
の
を
2
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
よ
。

イ

筆
者
は
、
仏
教
用
語
の
「
色
」
と
い
う
言
葉
を
曲
解
す
る
こ
と
で
、「
景
色
」
と
い
う
概
念
を
人
々
が
見
た
風
景
と
い
う
意

味
に
と
ど
め
る
こ
と
な
く
、
音
や
匂
い
や
味
な
ど
を
含
め
た
概
念
と
し
て
扱
う
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。

ロ

米
国
の
農
業
生
産
者
や
食
品
加
工
業
者
が
色
や
味
を
規
格
化
し
た
食
品
の
大
量
生
産
を
選
択
し
た
理
由
は
、
専
ら
消
費
者
の

期
待
に
応
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。

ハ

米
国
フ
ロ
リ
ダ
州
の
オ
レ
ン
ジ
の
生
産
者
は
、
実
の
熟
し
て
い
な
い
緑
色
の
オ
レ
ン
ジ
を
全
国
市
場
で
販
売
す
る
た
め
、
合

成
着
色
料
を
用
い
て
オ
レ
ン
ジ
色
に
着
色
し
た
。
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み
い
だ

ニ

筆
者
は
、
和
装
や
車
夫
の
よ
う
に
視
覚
で
認
知
さ
れ
る
景
色
に
日
本
の
独
自
性
を
見
出
し
て
い
る
た
め
、
西
洋
の
流
行
を
追

い
か
け
た
服
装
や
化
粧
を
し
た
モ
ガ
の
登
場
に
よ
る
和
装
の
衰
退
、
電
車
の
登
場
に
よ
る
車
夫
の
失
業
を
憂
い
て
い
る
。

ホ

筆
者
は
、
人
工
的
な
手
が
加
わ
る
前
の
自
然
を
感
覚
史
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
が
普
及
す

る
以
前
に
お
け
る
人
間
の
本
質
や
本
来
の
感
覚
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
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三

左
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
よ
。（
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
く
こ
と
）

な
り
み
ち
の
き
や
う

侍
従
大
納
言
成
通
卿
、⑴
そ
の
か
み
、
九
歳
に
て（
注
1
）

わ
ら
は
や
み
し
給
ひ
け
り
。⑵
年
ご
ろ
祈
り
け
る
な
に
が
し
僧
都
と
か
や
い
ふ
人

お
こ

か
た
は

を
呼
び
て
、
祈
ら
せ
け
れ
ど
、
か
ひ
な
く
発
り
け
れ
ば
、
父
の
民
部
卿
こ
と
に
嘆
き
給
ひ
て
、
傍
ら
に
そ
ひ
居
て
、⑶
見
あ
つ
か
ひ
給

こ
と
そ
う

ふ
間
に
、
母
君
と
い
ひ
合
は
せ
つ
つ
、「
さ
り
と
て
、
い
か
が
は
せ
む
。
こ
の
た
び
は
異
僧
を
こ
そ
呼
ば
め
。⑷
い
づ
れ
か
よ
か
る
べ

ち
ご
ふ

き
」
な
ど⒜

�
��

�
�
�

の
た
ま
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
臥
し
な
が
ら
聞
き
て
、
民
部
卿
に
聞
こ
え⒝

�����

給
ふ
。「⑸
な
ほ
こ
の
た
び
は
僧
都
を
呼
び
給
へ
か

め
の
と

し
と
思
ふ
な
り
。
そ
の
故
は
、
乳
母
な
ど
の
申
す
を
聞
け
ば
、
ま
だ
腹
の
内
な
り
け
る
時
よ
り
、
こ
の
人
を
祈
り
の
師
と
た
の
み
て
、

生
ま
れ
て
今
九
つ
に
な
る
ま
で
、⑹
事
ゆ
ゑ
な
く
て
は
べ
る
は
、
ひ
と
へ
に⑺
か
の
人
の
徳
な
り
。
そ
れ
に
、
今
日
こ
の
病
ひ
に
よ
り
て
、

口
惜
し
く
思
は
ん
こ
と
の
い
と
不
便
に
は
べ
る
な
り
。
も
し
異
僧
を
よ
び
給
ひ
た
ら
ば
、
た
と
ひ（
注
2
）

落
ち
た
り
と
も
、
な
ほ
本
意
に
あ

い
は

ら
ず
。
況
ん
や
、
必
ず
落
ち
む
こ
と
も
か
た
し
。
さ
り
と
も
、
こ
れ
に
て
死
ぬ
る
ほ
ど
の
こ
と
は

は
べ
ら
じ
。⑻
我
を
お

ぼ
さ
ば
、
幾
度
も
な
ほ
こ
の
人
を
よ
び
給
へ
。
つ
ひ
に
は⑼
さ
り
と
も
や
み
な
む
」
と
苦
し
げ
な
る
を
た
め
ら
ひ
つ
つ
聞
こ
え
給
ふ
に
、

民
部
卿
も
母
上
も
、
涙
を
流
し
つ
つ
、
あ
は
れ
に
思
ひ
よ
せ
た
り
。

「
を
さ
な
き
思
ひ
ば
か
り
に
は
劣
り
て
げ
り
」
と
て
、
又
の
あ
た
り
日
、
僧
都
を
よ
び
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
こ
の
次
第
を
語
り
給

わ
づ
ら

ふ
。「
隠
し
奉
る
べ
き
こ
と
に
は
べ
ら
ず
。
御
事
を
お
ろ
か
に
思
ふ
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
か
れ
が
な
や
み
煩
ひ
は
べ
る
け
し
き
を
見

る
に
、⑽
心
も
ほ
れ
て
、⒞

�
�
�

�

お
ぼ
さ
れ
む
こ
と
も
知
ら
ず
、
し
か
し
か
の
こ
と
を
う
ち
う
ち
に
申
す
を
知
り
て
、
こ
の
を
さ
な
き
者
の
か

く
申
し
は
べ
る
な
り
」。
涙
を
押
し
の
ご
ひ
つ
つ
語
り
給
ふ
に
、
僧
都⑾
お
ろ
か
に
お
ぼ
さ
れ
む
や
。
そ
の
日
こ
と
に
信
を
い
た
し
き
。

泣
く
泣
く
祈
り
給
ひ
け
れ
ば
、（
注
3
）

き
は
や
か
に
落
ち
給
ひ
に
け
り
。

こ
の
君
は
、
を
さ
な
く
よ
り
、
か
か
る
心
を
持
ち
給
ひ
て
、
君
に
仕
う
ま
つ
り
、
人
に
ま
じ
は
る
に
付
け
て
も
、
事
に
ふ
れ
つ
つ

す

き
び
と

あ
い
し
ふ

情
ふ
か
く
、
優
な
る
名
を
と
め
給
へ
る
な
り
。
す
べ
て
、
い
み
じ
き （

注
4
）

数
奇
人
に
て
、
世
の
濁
り
に
心
を
そ
め
ず
、
い
も
せ
の
間
に
愛
執

ご

せ

浅
き
人
な
り
け
れ
ば
、
後
世
も
罪
浅
く
こ
そ
見
え
け
れ
。

（『
発
心
集
』
に
よ
る
）
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（
注
）

1

わ
ら
は
や
み

熱
病
で
、
今
の
マ
ラ
リ
ア
に
あ
た
る
か
と
い
う
。

つ

へ
い
ゆ

2

落
ち
た
り

こ
こ
で
の
「
落
つ
」
は
、
熱
や
憑
き
も
の
な
ど
が
取
れ
る
、
平
癒
す
る
と
い
う
意
味
。

3

き
は
や
か
に

み
ご
と
に
。

4

数
奇
人

風
流
人
。
世
俗
の
こ
と
よ
り
も
、
風
雅
・
芸
術
を
重
ん
じ
る
人
。

問
A

線
部
⑴
の
現
代
語
訳
を
五
字
以
内
で
記
せ
。
た
だ
し
、
句
読
点
は
含
ま
な
い
。

B

線
部
⑵
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

こ
の
二
、
三
年

2

適
齢
に
な
る
ま
で

3

年
齢
に
あ
わ
せ
て

4

長
年

5

い
つ
も
ず
っ
と

C

線
部
⑶
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

世
話
を
受
け
ら
れ
て
い
る

2

も
だ
え
苦
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る

3

直
に
ご
覧
に
な
っ
て
と
ま
ど
わ
れ
て
い
る

4

見
て
い
ら
れ
な
く
な
ら
れ
る

5

看
病
な
さ
っ
て
い
る

D

線
部
⑷
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

ど
の
よ
う
に
頼
む
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

2

誰
を
呼
ぶ
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

3

い
つ
来
て
も
ら
う
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

4

誰
を
使
者
に
す
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

5

ど
こ
に
招
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
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E

�
�

��

線
部
⒜
〜
⒞
は
そ
れ
ぞ
れ
誰
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
、
同
じ
番
号
を
何
度
用
い
て
も
よ
い
。

1

成
通

2

僧
都

3

民
部
卿

4

母
君

5

異
僧

6

乳
母

F

線
部
⑸
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

や
は
り

2

い
っ
そ
の
こ
と

3

も
う
一
度

4

ど
う
し
て
も

5

仮
に

G

線
部
⑹
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

良
好
な
師
弟
関
係
で
あ
り
ま
し
た
の
は

2

無
事
で
あ
り
ま
し
た
の
は

3

す
な
お
に
成
長
で
き
ま
し
た
の
は

4

迷
惑
を
か
け
ず
に
過
ご
せ
ま
し
た
の
は

5

こ
の
病
が
悪
く
な
ら
ず
に
済
み
ま
し
た
の
は

H

線
部
⑺
は
誰
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
人
物
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

成
通

2

僧
都

3

民
部
卿

4

母
君

5

異
僧

6

乳
母

I

空
欄

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

え

2

す
べ
か
ら
く

3

よ
も

4

や
う
や
う

5

や
を
ら

J

線
部
⑻
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

私
を
大
人
と
し
て
扱
っ
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
ば

2

私
の
意
向
を
自
己
責
任
と
し
て
認
め
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
ば

3

私
の
病
状
を
ご
理
解
く
だ
さ
る
な
ら
ば

4

私
と
僧
都
と
の
前
世
か
ら
の
因
縁
を
信
じ
て
く
だ
さ
る
な
ら
ば

5

私
の
こ
と
を
愛
し
い
と
お
考
え
く
だ
さ
る
な
ら
ば

K

線
部
⑼
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

そ
う
は
言
っ
て
も
引
き
受
け
る
で
し
ょ
う
。
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2

立
ち
去
っ
て
辞
め
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

3

誰
の
祈
り
で
あ
っ
て
も
満
足
で
き
る
で
し
ょ
う
。

4

い
く
ら
何
で
も
治
る
で
し
ょ
う
。

5

そ
れ
で
も
病
に
か
か
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

L

線
部
⑽
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
述
べ
た
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う

ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

病
を
押
し
て
父
と
会
話
し
た
こ
と
で
、
成
通
が
力
な
く
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
状
態
。

2

成
通
が
僧
都
の
力
量
を
過
大
評
価
し
、
信
じ
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
状
態
。

3

母
君
が
、
病
に
苦
し
む
わ
が
子
を
ひ
ど
く
心
配
し
て
い
る
状
態
。

4

わ
が
子
を
思
う
あ
ま
り
、
民
部
卿
夫
妻
が
冷
静
に
も
の
を
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
。

5

成
通
の
た
め
に
、
僧
都
が
熱
心
に
お
祈
り
を
し
な
け
れ
ば
と
覚
悟
し
て
い
る
状
態
。

M

線
部
⑾
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
よ
。

1

お
ろ
か
だ
と
お
間
違
い
に
な
る
は
ず
は
な
い
。

2

お
ろ
か
だ
と
お
思
い
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

3

お
ろ
そ
か
に
お
思
い
に
な
る
は
ず
が
な
い
。

4

お
ろ
そ
か
に
お
思
い
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

5

お
ろ
か
に
も
お
間
違
い
に
な
る
は
ず
は
な
い
。

N

次
の
各
項
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
1
、
合
致
し
な
い
も
の
を
2
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
番
号
で
答
え
よ
。

イ

成
通
は
九
歳
の
こ
ろ
病
気
に
な
り
、
自
ら
僧
を
呼
び
寄
せ
て
祈
ら
せ
た
が
な
か
な
か
快
復
せ
ず
、
成
通
の
両
親
は
と
て
も
心

配
し
た
。

ロ

両
親
は
、「
な
に
が
し
僧
都
」
で
は
な
い
僧
に
わ
が
子
の
快
復
を
祈
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
成
通
は
そ
う
す
る
こ
と
の
影
響
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を
見
す
え
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。

ハ

「
な
に
が
し
僧
都
」
に
祈
ら
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
わ
が
子
の
幼
稚
さ
を
感
じ
た
両
親
は
、
そ
れ
を
僧
都
本
人
に
伝
え
、
ど

う
す
る
か
判
断
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

ニ

「
な
に
が
し
僧
都
」
は
、
自
分
を
大
切
に
し
て
く
れ
る
成
通
の
た
め
に
、
心
を
こ
め
て
成
通
の
快
復
を
祈
り
、
み
ご
と
に
そ

れ
を
な
し
遂
げ
た
。

ホ

成
通
は
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
情
け
深
く
、
風
流
人
で
、
清
ら
か
な
心
を
も
っ
て
い
た
が
、
男
女
の
愛
情
を
解
せ
ぬ
人
へ
と
成

長
し
た
の
は
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
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【
以
下
余
白
】
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