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近
頃
パ
リ
に
居
る
知
人
か
ら
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
著

『
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
と
い
う
書
物
を
送
っ
て
く
れ
た
。
「
停
車
場
な
ど

で
売
っ
て
い
る
俗
書
だ
が
、
退
屈
し
の
ぎ
に
…
…
」
と
断
っ
て
よ
こ
し
て
く

れ
た
の
で
あ
る
。

　
欧
米
に
お
け
る
昨
今
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
盛
名
は
非
常
な
も
の
で
、

彼
の
名
や
「
相
対
原
理
」
と
い
う
言
葉
な
ど
が
色
々
な
第
二
次
的
な
意
味
の

流
行
語
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
の
便
り
で
は
、
新
聞
や
通

俗
雑
誌
く
ら
い
し
か
売
っ
て
い
な
い
店
先
に
も
、
ち
ゃ
ん
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
著
書
（
英
訳
）
だ
け
は
並
べ
て
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
新
聞
の
漫
画
を

見
て
い
る
と
、
野
良
の
む
す
こ
が
親
爺
お
や
じ
の
金
を
誤ご
魔ま
化か
し
て
お
い
て
、
こ
れ
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が
レ
ラ
チ
ヴ
ィ
テ
ィ
だ
な
ど
と
済
ま
し
て
い
る
の
が
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
は

さ
す
が
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
苦
い
顔
を
し
て
い
る
事
で
あ
ろ
う
。

　 

我  
邦 

わ
が
く
に

で
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
の
名
前
は
理
学

者
以
外
の
方
面
に
も
近
頃
だ
い
ぶ
拡
ま
っ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

の
仕
事
の
内
容
は
分
ら
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
仕
遂
げ
た
彼
が
非
常
な
優
れ
た
頭
脳
の
所
有
者
で
あ
る
事
を
認

め
信
じ
て
い
る
人
は
か
な
り
に
多
数
で
あ
る
。
そ
う
し
て
彼
の
仕
事
の
み
な

ら
ず
、
彼
の
「
人
」
に
つ
い
て
特
別
な
興
味
を
抱
い
て
い
て
、
そ
の
面
影
を

知
り
た
が
っ
て
い
る
人
も
か
な
り
に
多
い
。
そ
う
い
う
人
々
に
と
っ
て
こ
の

モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
の
著
書
は
甚
だ
興
味
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
と
は
ど
う
い
う
人
か
私
は
知
ら
な
い
。
あ
る
人
の
話
で
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は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
し
い
。
自
身
の
序
文
に
も
そ
う
ら
し
く
見
え
る
事
が

書
い
て
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
著
述
家
と
し
て
多
少
認
め
ら
れ
、
相
当
な

学
識
も
あ
り
、
科
学
に
対
し
て
も
か
な
り
な
理
解
を
有も
っ
て
い
る
人
で
あ
る

事
は
、
こ
の
書
の
内
容
か
ら
も
了
解
す
る
事
が
出
来
る
。

　
こ
の
人
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
す
る
関
係
は
、
一
見
ボ
ス
ウ
ェ
ル
の

ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
な
い
し
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
ゲ
ー
テ
に
対
す
る
よ
う
な
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
彼
自
身
も
後
者
の
類
例
を
あ
る
程
度
ま
で
承
認
し
て
い
る
。

「
琥
珀
こ
は
く
の
中
の
蝿はえ
」
な
ど
と
自
分
で
云
っ
て
い
る
が
、
単
な
る
ボ
ス
ウ
ェ
リ

ズ
ム
で
な
い
事
は
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
。

　
時
々
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
会
っ
て
雑
談
を
す
る
機
会
が
あ
る
の
で
、
そ

の
時
々
の
談
片
を
題
目
と
し
、
そ
れ
の
注
釈
や
祖
述
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
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す
る
評
論
を
書
い
た
も
の
が
纏まと
ま
っ
た
書
物
に
な
っ
た
と
い
う
体
裁
で
あ
る
。

無
論
記
事
の
全
責
任
は
記
者
す
な
わ
ち
著
者
に
あ
る
こ
と
が
特
に
断
っ
て
あ

る
。

　
一
体
人
の
談
話
を
聞
い
て
正
当
に
こ
れ
を
伝
え
る
と
い
う
事
は
、
そ
れ
が

精
密
な
科
学
上
の
定
理
や
方
則
で
な
い
限
り
、
厳
密
に
云
え
ば
ほ
と
ん
ど
不

可
能
な
ほ
ど
困
難
な
事
で
あ
る
。
た
と
え
言
葉
だ
け
は
精
密
に
書
き
留
め
て

も
、
そ
の
時
の
顔
の
表
情
や
声
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
全
然
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
だ
か
ら
あ
る
人
の
云
っ
た
事
を
、
そ
の
外
形
だ
け
正
し
く
伝
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
話
し
た
本
人
を
他
人
の
前
に
陥
れ
る
こ
と
も
揚
げ
る
こ
と
も
勝

手
に
出
来
る
。
こ
れ
は
無
責
任
な
い
し
悪
意
あ
る
ゴ
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
日
常

行
わ
れ
て
い
る
現
象
で
あ
る
。
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そ
れ
で
こ
の
書
物
の
内
容
も
結
局
は
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
観
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
が
伝
え
る
の
だ
か
ら
、
更
に
一
層
ア
イ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
か
ら
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
、
甚
だ
心
細
い
訳
で
あ
る
。
し
か
し
結

局
「
人
」
の
真
相
も
相
対
性
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
も
し
そ
う
だ
と

す
る
と
、
こ
の
一
篇
の
記
事
も
や
は
り
一
つ
の
「
真
」
の
相
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
何
か
し
ら
考
え
る
事
の
種
子
く
ら
い
に
は
な
ら
な

い
事
は
あ
る
ま
い
。

　
余
談
は
さ
て
お
き
、
こ
の
書
物
の
一
章
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
教
育
に

関
す
る
意
見
を
紹
介
論
評
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
人
に
色
々
な

意
味
で
色
々
な
向
き
の
興
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
若
干

の
要
点
だ
け
を
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
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言
葉
と
し
て
出
て
い
る
部
分
は
な
る
べ
く
忠
実
に
訳
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
著
者
の
論
議
は
わ
ざ
と
大
部
分
を
省
略
す
る
が
、
し
か
し
彼

の
面
目
を
伝
え
る
種
類
の
記
事
は
保
存
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
な
ど
と
反
対
で
講
義
の
う
ま
い
型

の
学
者
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
講
義
講
演
に
よ
っ
て
人
に
教
え
る
と
い
う
事

に
興
味
と
熱
心
を
も
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
学
生
や
学
者
に
対
し

て
の
み
な
ら
ず
、
一
般
人
の
知
識
慾
を
満
足
さ
せ
る
事
を
煩
わ
し
く
思
わ
な

い
。
例
え
ば
労
働
者
の
集
団
に
対
し
て
も
、
分
り
や
す
い
講
演
を
や
っ
て
聞

か
せ
る
と
あ
る
。
そ
ん
な
風
で
あ
る
か
ら
、
と
も
か
く
も
彼
が
教
育
と
い
う

事
に
無
関
心
な
仙
人
肌
で
な
い
事
は
想
像
さ
れ
る
。

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
で
は
、
若
い
人
の
自
然
現
象
に
関
す
る
洞
察
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の
眼
を
開
け
る
と
い
う
事
が
最
も
大
切
な
事
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
実
科
教

育
を
十
分
に
与
え
る
た
め
に
、
古
典
的
な
語
学
の
み
な
ら
ず
「
遠
慮
な
く
云

え
ば
」
語
学
の
教
育
な
ど
は
幾
分
犠
牲
に
し
て
も
惜
し
く
な
い
と
い
う
考
え

ら
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
持
出
さ
れ
た So viele Sprachen einer versteht, 

so viele M
ale ist er M

ensch. 

と
い
う
カ
ー
ル
五
世
の
言
葉
に
対
し
て
彼
は
、

「  

語  

学  

競  

技  
者  

シ
ュ
プ
ラ
ハ
・
ア
ト
レ
ー
テ
ン
」
は
必
ず
し
も
「
人
間
」
の
先
頭
に
立
つ
も
の
で
は

な
い
、
強
い
性
格
者
で
あ
り
認
識
の
促
進
者
た
る
べ
き
人
の
多
面
性
は
語
学

知
識
の
広
い
事
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
ん
な
も
の
の
記
憶
の
た
め
に
偏
頗
へ
ん
ぱ

に
頭
脳
を
使
わ
な
い
で
、
頭
の
中
を
開
放
し
て
お
く
事
に
あ
る
、
と
云
っ
て

い
る
。

「
人
間
は
『
鋭
敏
に
反
応
す
る
』
（subtil zu reagieren

）
よ
う
に
教
育
さ
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
云
わ
ば
『
精
神
的
の
筋
肉
』
（geistige M

uskeln

）

を
得
て
こ
れ
を
養
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
た
め
に
は
語
学
の
訓ド

練リル
は
あ
ま
り
適
し
な
い
。
そ
れ
よ
り
は
自
分
で
物
を
考
え
る
よ
う
な
修
練
に

重
き
を
置
い
た
一
般
的
教
育
が
有
効
で
あ
る
。
」

「
尤
も
っ
とも
生
徒
の
個
性
的
傾
向
は
無
論
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
例
そ
の

よ
う
な
傾
向
は
、
か
な
り
に
早
く
か
ら
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か

ら
自
分
の
案
で
は
、
中
等
学
校

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
三
年
頃
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
に
分
派
さ

せ
る
が
い
い
と
思
う
。
そ
の
前
に
教
え
る
事
は
極
め
て
基
礎
的
な
と
こ
ろ
だ

け
を
、
偏
し
な
い
骨
の
折
れ
な
い
程
度
に
止とど
め
た
方
が
い
い
。
そ
れ
で
も
し

生
徒
が
文
学
的
の
傾
向
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
は
ラ
テ
ン
、
グ
リ
ー
キ
も
十

分
に
や
ら
せ
て
、
そ
の
代
り
性
に
合
わ
な
い
学
科
で
い
じ
め
る
の
は
止よ
し
た
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方
が
い
い
…
…
」

　
こ
れ
は
明
ら
か
に
数
学
な
ど
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
数
学
嫌
い
の
生
徒

は
日
本
に
限
ら
な
い
と
見
え
て
、
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
の
云
う
と
こ
ろ
に
拠
る

と
、
か
な
り
は
し
っ
こ
い
頭
で
あ
り
な
が
ら
、
数
学
に
か
け
て
は
ま
る
で
低

能
で
、
学
校
生
活
中
に
襲
わ
れ
た
数
学
の
悪
夢
に
生
涯
取
り
付
か
れ
て
う
な

さ
れ
る
人
が
多
い
ら
し
い
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
数
学
的
低
能
者
に
つ
い
て
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
な
事
を
云
っ
て
い
る
。

「
数
学
嫌
い
の
原
因
が
果
し
て
生
徒
の
無
能
に
の
み
よ
る
か
ど
う
だ
か
私
に

は
よ
く
分
ら
な
い
。
む
し
ろ
私
は
多
く
の
場
合
に
そ
の
責
任
が
教
師
の
無
能

に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
大
概
の
教
師
は
い
ろ
ん
な
下
ら
な
い
問
題
を
生

徒
に
し
か
け
て
時
間
を
空
費
し
て
い
る
。
生
徒
が
知
ら
な
い
事
を
無
理
に
聞

11



い
て
い
る
。
本
当
の
疑
問
の
し
か
け
方
は
、
相
手
が
知
っ
て
い
る
か
、
あ
る

い
は
知
り
得
る
事
を
聞
き
出
す
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
こ
う

い
う
罪
過
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
大
概
教
師
の
方
が
主
な
咎とが
を
蒙
こ
う
むら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
学
級
の
出
来
栄
え
は
教
師
の
能
力
の
尺
度
に
な
る
。
一
体

学
級
の
出
来
栄
え
に
は
自
ず
か
ら
一
定
の
平
均
値
が
あ
っ
て
そ
の
上
下
に
若

干
の
出
入
り
が
あ
る
。
そ
の
平
均
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
か
な
り
結
構
な

訳
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
あ
る
学
級
の
進
歩
が
平
均
以
下
で
あ
る
と
い
う
場

合
に
は
、
悪
い
学
年
だ
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
先
生
が
悪
い
と
云
っ
た
方
が

い
い
。
大
抵
の
場
合
に
教
師
は
必
要
な
事
項
は
よ
く
理
解
も
し
、
ま
た
教
材

と
し
て
自
由
に
こ
な
す
だ
け
の
力
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
面
白
く
す
る
力

が
な
い
。
こ
れ
が
ほ
と
ん
ど
い
つ
で
も
禍
わ
ざ
わ
いの
源
に
な
る
の
で
あ
る
。
先
生
が
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退
屈
の
呼い
吸き
を
吹
き
か
け
た
日
に
は
生
徒
は
窒
息
し
て
し
ま
う
。
教
え
る
能

力
と
い
う
の
は
面
白
く
教
え
る
事
で
あ
る
。
ど
ん
な
抽
象
的
な
教
材
で
も
、

そ
れ
が
生
徒
の
心
の
琴
線
に
共
鳴
を
起
さ
せ
る
よ
う
に
し
、
好
奇
心
を
い
つ

も
活
か
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

　
こ
れ
は
多
数
の
人
に
と
っ
て
耳
の
痛
い
話
で
あ
る
。

　
こ
の
理
想
が
実
現
せ
ら
れ
る
と
し
て
、
教
案
を
立
て
る
際
に
材
料
と
分
布

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
に
対
し
て
は
、
具
体
的
の
話
は
後
日
に
譲
る
と
云

っ
て
、
話
頭
を
試
験
制
度
の
問
題
に
転
じ
て
い
る
。

「
要
は
時
間
の
経
済
に
あ
る
。
そ
れ
に
は
無
駄
な
生
徒
い
じ
め
の
訓
練
的
な

事
は
一
切
廃
す
る
が
い
い
。
今
日
で
も
一
切
の
練
習
の
最
後
の
目
的
は
卒
業

試
験
に
あ
る
よ
う
な
事
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
試
験
を
廃
し
な
け
れ
ば
い
け
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な
い
。
」
「
そ
れ
は
修
学
期
の
最
後
に
お
け
る
恐
ろ
し
い
比
武
競
技
の
よ
う

に
、
遥
か
の
手
前
ま
で
も
そ
の
暗
影
を
投
げ
る
。
生
徒
も
先
生
も
不
断
に
こ

の
強
制
的
に
定
め
ら
れ
た
晴
れ
の
日
の
準
備
に
あ
く
せ
く
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
試
験
と
い
う
の
が
人
工
的
に
無
闇
む
や
み
に
程
度
を
高
く
捻ね

じ
り
上
げ
た
も
の
で
、
そ
れ
に
手
の
届
く
よ
う
に 

鞭  

撻 

べ
ん
た
つ

さ
れ
た
受
験
者
は

や
っ
と
数
時
間
だ
け
は
持
ち
こ
た
え
て
い
て
も
、
後
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
て

再
び
取
り
か
え
す
事
は
な
い
。
そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
え
ば
厄
介
な
記
憶
の
訓

練
の
効
果
は
消
え
て
し
ま
う
。
試
験
さ
え
す
め
ば
数
カ
月
後
に
は
大
丈
夫
綺

麗
に
忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
ま
た
忘
れ
て
然
る
べ
き
よ
う
な
事
を
、
何
年

も
か
か
っ
て
詰
め
込
む
必
要
は
な
い
。
吾
々
は
自
然
に
帰
る
が
い
い
。
そ
し

て
最
小
の
仕
事
を
費
や
し
て
最
大
の
効
果
を
得
る
と
い
う
原
則
に
従
っ
た
方
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が
い
い
。
卒
業
試
験
は
正
に
こ
の
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
そ
れ
で
は
大
学
入
学
の
資
格
は
ど
う
し
て
き
め
る
か
と
の
問
に
対
し
て
、

「
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
な
火
の    

試        

練    

フ
ォ
イ
ア
プ
ロ
ー
ベ

で
な
く
、
一
体
の
成
績

に
よ
れ
ば
い
い
。
こ
れ
は
教
師
に
は
よ
く
分
る
も
の
で
、
も
し
分
ら
な
け
れ

ば
罪
は
や
は
り
教
師
に
あ
る
。
教
案
が
生
徒
を
圧
迫
す
る
度
が
少
な
け
れ
ば

少
な
い
ほ
ど
、
生
徒
は
卒
業
の
資
格
を
得
や
す
い
だ
ろ
う
。
一
日
六
時
間
、

そ
の
う
ち
四
時
間
は
学
校
、
二
時
間
は
宅
で
練
習
す
れ
ば
沢
山
で
、
そ
れ
す

ら
最
大
限
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
で
少
な
過
ぎ
る
と
思
う
な
ら
、
ま
あ
考
え
て

み
る
が
い
い
。
若
い
も
の
は
暇
な
時
間
で
も
強
い
興
奮
努
力
を
経
験
し
て
い

る
。
何
故
と
云
え
ば
、
彼
等
は
全
世
界
を
知
覚
し
認
識
し
呑
み
込
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
。
」
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「
時
間
を
減
ら
し
て
、
そ
の
代
り
あ
ま
り
必
須
で
な
い
科
目
を
削
る
が
い
い
。

『
世
界
歴
史
』
と
称
す
る
も
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
通
例
乾
燥
無

味
な
表
に
詰
め
込
ん
だ
だ
ら
し
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
思
い
切

っ
て
切
り
詰
め
、
年
代
い
じ
り
な
ど
は
抜
き
に
し
て
綱
領
だ
け
に
止
め
た
い
。

特
に
古
い
時
代
の
歴
史
な
ど
は
ず
い
ぶ
ん
抜
か
し
て
し
ま
っ
て
も
吾
人
の
生

活
に
大
し
た
影
響
は
な
い
。
私
は
学
生
が
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
そ
の
外
何

ダ
ー
ス
か
の
征
服
者
の
事
を
少
し
も
知
ら
な
く
て
も
、
大
し
た
不
幸
だ
と
は

思
わ
な
い
。
こ
う
い
う
人
物
が
残
し
た
古
文
書
的
の
遺
産
は
、
無
駄
な
バ
ラ

ス
ト
と
し
て
記
憶
の
重
荷
に
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
古
代
に
溯

さ
か
の
ぼ

り
た
い
な
ら
、
せ
め
て
サ
イ
ラ
ス
や
ア
ル
タ
セ
ル
キ
セ
ス
な
ど
は
節
約
し
て
、

文
化
に
貢
献
し
た
ア
ル
キ
メ
ー
デ
ス
、
プ
ト
レ
モ
イ
ス
、
ヘ
ロ
ン
、
ア
ポ
ロ
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ニ
ウ
ス
の
事
で
も
少
し
話
し
て
も
ら
い
た
い
。
全
課
程
を
冒
険
者
や
流
血
者

の
行
列
に
し
な
い
た
め
に
発
明
家
や
発
見
家
も
入
れ
て
も
ら
い
た
い
。
」

　
歴
史
の
時
間
の
一
部
を
割
い
て
、
実
際
の
国
家
組
織
に
関
す
る
事
項
、
社

会
学
や
法
律
な
ど
も
授
け
て
は
ど
う
か
と
い
う
問
に
対
し
て
は
む
し
ろ
不
賛

成
だ
と
答
え
て
い
る
。
彼
自
身
個
人
と
し
て
は
公
生
活
の
組
織
に
関
し
て
か

な
り
な
興
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
学
校
で
政
治
的
素
養
を
作
る
事
は
面
白
く

な
い
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
こ
う
い
う
教
育
は
官
辺
の
影
響
の

た
め
に
本
質
的

ザ
ハ
リ
ヒ

に
出
来
に
く
い
し
、
ま
た
頭
の
成
熟
し
な
い
も
の
が
政
治
上

の
事
に
た
ず
さ
わ
る
の
は
一
体
早
過
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
代
り
生

徒
に
何
か
し
ら
実
用
に
な
る
手
工
を
必
修
さ
せ
、 

指  

物 

さ
し
も
の

な
り
製
本
な
り
錠

前
な
り
と
に
か
く
物
に
な
る
だ
け
に
仕
込
ん
で
や
り
た
い
と
い
う
考
え
で
あ

17



る
。
こ
れ
に
対
し
て
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
が
、
一
体
そ
れ
は
腕
を
仕
込
む
の
が

主
意
か
、
そ
れ
と
も
民
衆
一
般
と
の
社
会
的
連
帯
の
感
じ
を
持
た
せ
る
た
め

か
と
聞
く
と
、

「
両
方
と
も
私
に
は
重
要
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
に
私
の
こ
の
希
望
を
正
当

と
思
わ
せ
る
も
う
一
つ
の
見
地
が
あ
る
。
手
工
は
勿
論
高
等
教
育
を
受
け
る

た
め
の
下
地
に
は
な
ら
な
い
で
も
、
人
間
（
〔sittliche Perso:nlichkeit

〕
）

と
し
て
立
つ
べ
き
地
盤
を
拡
げ
堅
め
る
た
め
に
役
に
立
つ
。
普
通
学
校
で
第

一
に
仕
立
て
る
べ
き
も
の
は
未
来
の
官
吏
、
学
者
、
教
員
、
著
述
家
で
な
く

て
「
人
」
で
あ
る
。
た
だ
の
「
脳
」
で
は
な
い
。
プ
ロ
メ
ト
イ
ス
が
最
初
に

人
間
に
教
え
た
の
は
天
文
学
で
は
な
く
て
火
で
あ
り
、
工
作
で
あ
っ
た
…
…
」

　
こ
れ
に
和
し
て
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
同
時
に
立
派
な
鍛か
冶じ
で
ブ
リ
キ
職
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で
そ
し
て
靴
屋
で
あ
っ
た
昔
の  

名    

歌    

手  

マ
イ
ス
テ
ル
ジ
ン
ガ
ー
を
引
合
い
に
出
し
て
、  

畢  

ひ
っ
き

  
竟  
ょ
う

は
科
学
も
自
由
芸
術
の
一
つ
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
科
学
そ
れ
自
身
は
実
用
と
は
無
関
係
な
も
の
だ
と
言
明
し

な
が
ら
、
手
工
の
必
修
を
主
張
し
て
実
用
を
尊
重
す
る
の
が
妙
だ
と
云
う
の

に
答
え
て
次
の
よ
う
な
事
を
云
っ
て
い
る
。

「
私
が
実
用
に
無
関
係
と
云
っ
た
の
は
、
純
粋
な
研
究
の
窮
極
目
的
に
つ
い

て
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
た
だ
極
め
て
少
数
の
人
に
の
み
認
め
得
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
せ
い
ぜ
い
科
学
の
準
備
く
ら
い
の
と
こ
ろ
ま
で
こ
の
考

え
を
持
っ
て
行
く
の
は
見
当
違
い
で
あ
る
。
む
し
ろ
反
対
に
私
は
学
校
で
教

え
る
理
科
は
今
日
や
っ
て
い
る
よ
り
ず
っ
と
実
用
的
に
出
来
る
と
思
う
。
今

の
は
あ
ま
り
に
非 

実 

際 

的 

ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ア

過
ぎ
る
。
例
え
ば
数
学
の
教
え
方
で
も
、
も
っ
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と
実
用
的
興
味
の
あ
る
よ
う
に
、
も
っ
と
じ
か
に
握つか
ま
れ
る
よ
う
に
、
も
っ

と
眼
に
見
え
る
よ
う
に
や
る
べ
き
の
を
、
そ
う
し
な
い
か
ら
失
敗
し
が
ち
で

あ
る
。
子
供
の
頭
に
考
え
浮
べ
得
ら
れ
る
事
を
授
け
な
い
で
そ
の
代
り
に
六
む
つ

か
し
い
「
定
義
」
な
ど
を
あ
て
が
う
。
具
体
的
か
ら
抽
象
的
に
移
る
道
を
明

け
て
や
ら
な
い
で
、
い
き
な
り
純
粋
な
抽
象
的
観
念
の
理
解
を
強
い
る
の
は

無
理
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
こ
う
す
れ
ば
う
ま
く
行
け
る
。
先
ず
一
番
の
基

礎
的
な
事
柄
は
教
場
で
や
ら
な
い
で
戸
外
で
授
け
る
方
が
い
い
。
例
え
ば
あ

る
牧
場
の
面
積
を
測
る
事
、
他よ
所そ
の
と
比
較
す
る
事
な
ど
を
示
す
。
寺
塔
を

指
し
て
そ
の
高
さ
、
そ
の
影
の
長
さ
、
太
陽
の
高
度
に
注
意
を
促
す
。
こ
う

す
れ
ば
、
言
葉
と 

白  

墨 

は
く
ぼ
く

の
線
と
に
よ
っ
て
、
大
き
さ
や
角
度
や
三
角
函
数

な
ど
の
概
念
を
注
ぎ
込
む
よ
り
も
遥
か
に
早
く
確
実
に
、
お
ま
け
に
面
白
く
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こ
れ
ら
の
数
学
的
関
係
を
呑
み
込
ま
せ
る
事
が
出
来
る
。
一
体
こ
う
い
う
学

問
の
実
際
の
起
原
は
そ
う
い
う
実
用
問
題
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
。
例
え
ば

タ
レ
ー
ス
は
始
め
て
金
字
塔
の
高
さ
を
測
る
た
め
に
、
塔
の
影
の
終
点
の
辺

へ
小
さ
な
棒
を
一
本
立
て
た
。
そ
れ
で
子
供
に
ス
テ
ッ
キ
を
持
た
せ
て
遊
戯

の
よ
う
な
実
験
を
や
ら
せ
れ
ば
、
よ
く
よ
く
子
供
の
頭
が
釘
付
け
《
フ
ェ
ル

ナ
ー
ゲ
ル
ト
》
で
な
い
限
り
、
問
題
は
ひ
と
り
で
に
解
け
て
行
く
。
塔
に
攀よ

じ
上
ら
な
い
で
そ
の
高
さ
を
測
り
得
た
と
い
う
事
は
子
供
心
に
嬉
し
か
ろ
う
。

そ
の
喜
び
の
中
に
は
相
似
三
角
形
に
関
す
る
測
量
的
認
識
の
歓
喜
が
籠
っ
て

い
る
。
」

「
物
理
学
の
初
歩
と
し
て
は
、
実
験
的
な
も
の
、
眼
に
見
え
て
面
白
い
事
の

外
は
授
け
て
は
い
け
な
い
。
一
回
の
見
事
な
実
験
は
そ
れ
だ
け
で
も
う
頭
の
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蒸
餾
瓶

レ
ト
ル
ト

の
中
で
出
来
た
公
式
の
二
十
く
ら
い
よ
り
は
も
っ
と
有
益
な
場
合
が

多
い
。
や
っ
と
現
象
の
世
界
に
眼
の
あ
き
か
け
た
若
い
も
の
の
頭
に
公
式
な

ど
は
一
切
容
赦
し
て
や
ら
ね
ば
い
け
な
い
。
公
式
は
、
丁
度
世
界
歴
史
の
年

代
の
数
字
と
同
様
に
、
彼
等
の
物
理
学
の
中
に
潜
む
気
味
の
悪
い
怖
ろ
し
い

幽
霊
で
あ
る
。
よ
く
訳
の
わ
か
っ
た
巧
者
な
実
験
家
の
教
師
が
得
ら
れ
る
な

ら
ば
中
頃
の
学
級
か
ら
や
り
始
め
て
い
い
。
そ
う
し
て
も
ラ
テ
ン
文
法
の
練

習
な
ど
で
は
め
っ
た
に
出
逢
わ
な
い
よ
う
な
印
象
と
理
解
を
期
待
す
る
事
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
」

「
つ
い
で
な
が
ら
近
頃
や
っ
と
試
験
的
に
学
校
で
行
わ
れ
出
し
た
教
授
の
手

段
で
、
も
っ
と
拡
張
を
奨
励
し
た
い
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
教
育
用
の
活
動
フ

ィ
ル
ム
で
あ
る
。
活
動
写
真
の
勝
利
の
進
軍
は
教
育
の
縄
張
り
に
も
踏
み
込
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ん
で
く
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
始
め
て
、
多
数
の
公
開
観
覧
所
が
卑
猥
ひ
わ
い
な
も
の

や
あ
く
ど
い 

際  

物 

き
わ
も
の

で
堕
落
し
切
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
道
徳
的
な
も
の

を
も
っ
て
対
抗
さ
せ
る
機
会
を
得
る
だ
ろ
う
。
教
授
用
フ
ィ
ル
ム
に
簡
単
な

幻
燈
で
も
併
用
す
れ
ば
、
従
来
は
た
だ
言
葉
の
記
載
で
長
た
ら
し
く
や
っ
て

い
る
地
理
学
な
ど
の
教
授
は
、
世
界
漫
遊
の
生
き
た
体
験
に
も
似
た
活
気
を

も
っ
て
充
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
地
図
上
の
た
だ
の
線
で
も
、
そ
こ
の

実
景
を
眼ま
の
当
り
に
経
験
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
に

見
え
て
来
る
。
ま
た
特
に
フ
ィ
ル
ム
の
繰
り
出
し
方
を
早
め
あ
る
い
は
緩
め

て
見
せ
る
事
に
よ
っ
て
色
々
の
知
識
を
授
け
る
事
が
出
来
る
。
例
え
ば
植
物

の
生
長
の
模
様
、
動
物
の
心
臓
の
鼓
動
、
昆
虫
の
羽
の
運
動
の
仕
方
な
ど
が

そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
一
層
重
要
だ
と
思
う
の
は
、
万
人
の
知
っ
て
い
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る
べ
き
は
ず
の
主
要
な
工
業
経
営
の
状
況
を
フ
ィ
ル
ム
で
紹
介
す
る
事
で
あ

る
。
動
力
工
場
の
成
り
立
ち
、
機
関
車
、
新
聞
紙
、
書
籍
、
色
刷
挿
画
は
ど

う
し
て
作
ら
れ
る
か
、
発
電
所
、
ガ
ラ
ス
工
場
、
ガ
ス
製
造
所
に
は
ど
ん
な

も
の
が
あ
る
か
。
こ
ん
な
事
は
わ
ず
か
の
時
間
で
印
象
深
く
観
せ
る
事
が
出

来
る
。
更
に
自
然
科
学
の
方
面
で
、
普
通
の
学
校
な
ど
で
は
到
底
や
っ
て
見

せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
困
難
な
実
験
で
も
、
フ
ィ
ル
ム
な
ら
ば
容
易
に
、
し
か

も
実
際
と
同
じ
く
ら
い
明
瞭
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
。
要
す
る
に
教
育
事
業

を
救
う
の
道
は
た
だ
一
語
で
「
も
っ
と
眼
に
浮
ぶ
よ
う
に
す
る
」
（
〔die e

rho:hte A
nschaulichkeit

〕
）
と
い
う
事
で
あ
る
。
出
来
る
限
り
は
知
識

（Erlernen

）
が
体
験
が
（Erleben

）
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
根
本

方
針
は
未
来
の
学
校
改
革
に
徹
底
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
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大
学
あ
た
り
の
高
等
教
育
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
立
入
っ
た
話
は
し
な
か
っ

た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
就
学
の
自
由
を
極
端
ま
で

主
張
す
る
方
で
、
聴
講
資
格
の
せ
せ
こ
ま
し
い
制
定
を
撤
廃
し
た
い
と
い
う

意
見
ら
し
い
。
演
習
な
り
実
習
な
り
で
あ
る
講
義
を
理
解
す
る
下
地
の
出
来

た
も
の
は
自
由
に
入
れ
て
や
っ
て
、
普
通
学
の
素
養
な
ど
は
強
要
し
な
い
。

こ
と
に
彼
の
経
験
で
は
有
為
な
徹
底
的
な
人
間
は
往
々
一
方
に
偏
す
る
傾
向

が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
中
等
学
校
で
は
生
徒
が
あ
る
特
殊
な
専

門
に
入
る
だ
け
の
素
養
が
出
来
次
第
そ
の
学
科
に
対
す
る
だ
け
の
免
状
を
や

る
事
に
す
れ
ば
い
い
。
前
に
中
学
卒
業
試
験
全
廃
を
唱
え
た
の
は
、
つ
ま
り

こ
う
し
て
高
等
教
育
の
関
門
を
打
破
す
る
意
味
と
思
わ
れ
る
。
尤
も
っ
とも
彼
も
全

然
あ
ら
ゆ
る
能
力
験
定
を
や
め
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
医
科
学
生
に
な
る
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た
め
の
予
備
試
験
な
ど
は
止
め
た
方
が
い
い
が
、
し
か
し
将
来
教
師
に
な
ろ

う
と
い
う
人
で
、
見
込
の
な
い
よ
う
な
の
は
早
く
験
出
し
て
や
め
さ
せ
る
方

が
い
い
と
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
生
徒
に
寛
で
教
師
に
厳
な
彼
と
し
て
さ
も

あ
る
べ
き
こ
と
だ
と
著
者
が
評
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
著
者
は
し
ば
ら
く
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
は
な
れ
て
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
対
す
る
こ
の
理
学
者
の
権
威
の
如
何
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
理
論

物
理
の
よ
う
な
常
識
に
遠
い
六
か
し
い
事
を
講
義
し
て
、
そ
し
て
聴
衆
を
酔

わ
せ
得
る
の
は
、
彼
自
身
の
内
部
に
燃
え
る
熱
烈
な
も
の
が
流
れ
出
る
た
め

だ
と
云
っ
て
い
る
。
彼
の
講
義
に
は
他
の
抽
象
学
者
に
稀
に
見
ら
れ
る
二
つ

の
要
素
、
情
調
と
愛
嬌
が
籠
っ
て
い
る
、
と
こ
の
著
者
は
云
っ
て
い
る
。
講

義
の
あ
と
で
質
問
者
が
押
し
か
け
て
き
て
も
、
厭
な
顔
を
し
な
い
で
楽
し
そ

26アインシュタインの教育観



う
に
教
え
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
彼
の
聴
講
者
は
千
二
百
人
と
い
う
レ
コ
ー

ド
破
り
の
多
数
に
達
し
た
。
彼
の
講
義
室
は
聞
く
ま
で
も
な
く
す
ぐ
分
る
。

み
ん
な
の
行
く
方
へ
つ
い
て
行
け
ば
い
い
、
と
云
わ
れ
る
く
ら
い
だ
そ
う
で

あ
る
。
こ
の
人
気
に
対
し
て
一
種
の
不
安
の
色
が
彼
の
眉
目
の
間
に
読
ま
れ

る
。
の
み
な
ら
ず
「
は
や
り
も
の
だ
な
」
と
い
う
言
葉
が
彼
の
口
か
ら
洩
れ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
悪
く
取
っ
て
は
い
け
な
い
、
無
理
の
な
い
と
こ
ろ
も
あ

る
と
著
者
が
弁
護
し
て
い
る
。

　
そ
れ
か
ら
古
典
教
育
に
関
す
る
著
者
の
長
い
議
論
が
あ
る
が
、
日
本
人
た

る
吾
々
に
は
興
味
が
薄
い
か
ら
略
す
る
事
に
し
て
、
次
に
女
子
教
育
問
題
に

移
る
。

　
婦
人
の
修
学
は
か
な
り
ま
で
自
由
に
や
ら
せ
る
事
に
異
議
は
な
い
よ
う
だ
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が
、
し
か
し
あ
ま
り
主
唱
し
奨
励
す
る
方
で
も
な
い
ら
し
い
。

「
他
の
学
科
と
同
様
に
科
学
の
方
も
、
な
る
べ
く
道
を
あ
け
て
や
ら
ね
ば
な

る
ま
い
。
し
か
し
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
多
少
の
疑
い
を
抱
い
て
い
る
。
私

の
考
え
で
は
婦
人
と
い
う
も
の
に
天
賦
の
あ
る
障
害
が
あ
っ
て
、
男
子
と
同

じ
期
待
の
尺
度
を
当
て
る
訳
に
は
い
か
な
い
と
思
う
。
」

　
キ
ュ
リ
ー
夫
人
な
ど
が
居
る
で
は
な
い
か
と
い
う
抗
議
に
対
し
て
は
、

「
そ
う
い
う
立
派
な
除
外
例
は
ま
だ
外
に
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
か
と
い
っ
て

性
的
に
自
ず
か
ら
定
ま
っ
て
い
る
標
準
は
動
か
さ
れ
な
い
。
」

　
モ
ス
コ
フ
ス
キ
ー
は
四
十
年
前
の
婦
人
と
今
の
婦
人
と
の
著
し
い
相
違
を

考
え
る
と
、
知
識
の
普
及
に
従
っ
て
追
々
は
婦
人
の
天
才
も
輩
出
す
る
よ
う

に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
云
う
と
、
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「
貴
方
あ
な
た
は
予
言
が
御
好
き
の
よ
う
だ
が
、
し
か
し
そ
の
期
待
は
少
し
根
拠
が

薄
弱
だ
と
思
う
。
単
に
素
養
が
増
し
智
能
が
増
す
と
い
う
『
量
的
』
の
前
提

か
ら
、
天
才
が
増
す
と
い
う
よ
う
な
『
質
的
』
の
向
上
を
結
論
す
る
の
は
少

し
無
理
で
は
な
い
か
。
」
こ
う
云
っ
た
時
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
顔
が
稲

妻
の
よ
う
に
ち
ょ
っ
と
ひ
き
つ
っ
た
の
で
、
何
か
皮
肉
が
出
る
な
と
思
っ
て

い
る
と
、
果
し
て
「
自
然
が
脳
味
噌
の
な
い
『
性
』
を
創
造
し
た
と
い
う
事

も
存
外
無
い
と
は
限
ら
な
い
」
と
云
っ
た
。
こ
れ
は
無
論  

笑    

談  

じ
ょ
う
だ
ん

で
あ
る

が
彼
の
真
意
は
男
女
の
特
長
の
差
異
を
認
め
る
に
あ
る
ら
し
い
。
モ
ス
コ
フ

ス
キ
ー
は
こ
れ
を
敷
衍
ふ
え
ん
し
て
「
婦
人
は
微
分
学
を
創
成
す
る
事
は
出
来
な
か

っ
た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
創
造
し
た
。
純
粋
理
性
批
判
は
産
め
な
い
が
、

カ
ン
ト
を
産
む
事
が
出
来
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
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話
頭
は
転
じ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
天
才
教
育
」
の
問
題
に
は
い
る
。
特
別
の

天
賦
あ
る
も
の
を
選
ん
で
特
別
に
教
育
す
る
と
い
う
事
は
、
原
理
と
し
て
は

多
数
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
問
題
は
程
度
如
何
に
あ
る
。
こ
れ
は
元
来
ダ
ー

ウ
ィ
ン
の
自
然
淘
汰
説
に
縁
を
ひ
い
て
い
て
、
自
然
の
選
択
を
人
工
的
に
助

長
す
る
に
あ
る
。
尤
も
こ
の
考
え
は
オ
リ
ン
ピ
ア
の
昔
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
試

験
制
度
に
通
じ
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
自
身
別
に
新
し
い
こ
と
で
は

な
い
が
、
問
題
は
制
度
の
力
で
積
極
的
に
ど
こ
ま
で
進
め
る
か
に
あ
る
、
と

著
者
は
云
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
は
試
験

嫌
い
の
彼
に
相
当
し
た
も
の
で
あ
る
。
「 

競  

技 
ス
ポ
ル
ト

か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
や
る

天
才
養
成
」
（
〔quasisportm

a:ssig gehandhabte B
egabetenzu:chtung

〕
）

は
い
け
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
結
果
は
い﹅
か﹅
も﹅
の﹅
か
失
敗
か
で
あ
る
。
し
か
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し
こ
の
選
択
も
適
度
に
や
れ
ば
好
結
果
を
得
ら
れ
な
い
事
は
あ
る
ま
い
。
こ

れ
ま
で
の
経
験
で
は
ま
だ
具
体
的
な
案
は
得
ら
れ
な
い
が
、
適
当
に
や
れ
ば
、

従
来
な
ら
日
影
で
い
じ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
天
才
を
日
向
ひ
な
た
へ
出
し
て
発
達
さ

せ
る
事
も
出
来
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
こ
れ
に
つ
づ
い
て
、
天
才
を
見
付
け
る
事
の
困
難
を
論
じ
、
ま
た

補
助
奨
励
と
天
才
出
現
と
は
必
ず
し
も
並
行
し
な
い
事
な
ど
を
実
例
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
一
体
天
才
の
出
現
を
無
制
限
に
望
む
の
が
い
い
か

悪
い
か
と
い
う
根
本
問
題
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
独

特
な
社
会
観
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
の
紹
介
は
他
の

機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
年
七
月
『
科
学
知
識
』
）
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の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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