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こ
の
書
は
未
完
で
あ
り
、
か
つ
い
わ
ば
草
稿
で
あ
っ
て
、
ま
だ
十
分
な
推
敲
を
経
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
書
は
、
わ
が
国
で
は
類
例
の
少
い
独
自
の
著
述
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
の
形
で
も
、
真
に
学
問

を
愛
し
、
科
学
の
本
質
を
知
り
た
い
と
願
う
人
々
に
、
一
度
熟
読
を
す
す
め
た
い
本
で
あ
る
。

　
終
戦
直
後
、
九
州
の
あ
る
友
人
か
ら
、
む
つ
か
し
い
質
問
を
う
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
公
共
的
な

意
味
で
使
い
た
い
紙
の
手
持
ち
が
少
し
あ
る
が
、
そ
れ
を
新
生
日
本
の
糧
と
し
て
残
す
と
い
う
意
味
で
、

本
に
し
て
少
数
の
人
に
配
っ
て
お
き
た
い
、
そ
の
目
的
に
適かな
う
よ
う
な
本
を
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
を
通

じ
て
一
冊
だ
け
選
ん
で
貰
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
む
つ
か
し
い
話
で
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
考
え
あ
ぐ
ん
だ
末
、
結
局
私
は
こ
の
『
物
理

学
序
説
』
を
推
薦
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
大
胆
な
話
で
あ
る
が
、
私
の
知
っ
て
い
る
範
囲
内
で
は
、
そ
う
い
う

無
理
な
註
文
に
対
し
て
は
、
外
に
い
い
考
え
が
浮
か
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
『
物
理
学
序
説
』

に
は
私
は
前
か
ら
少
し
因
縁
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
原
稿
は
危
く
誰
の
眼
に
も
ふ
れ
な
い
で
、

 

湮  

滅 

い
ん
め
つ

し
て
し
ま
う
危
険
が
た
ぶ
ん
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
幸
運
に
も
全
集
編
纂
の
時
に
、
世
に
出
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
原
稿
は
、
岩
波
書
店
で
昔
『
科
学
叢
書
』
と
い
う
も
の
が
計
画
さ
れ
た
時
に
、
そ
の
う
ち
の
一
冊
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と
し
て
書
き
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
集
編
輯
者
の
調
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
十
一
月
十
二
日
に
稿
を
起
し
、
予
定
の
三
分
の
一
余
り
の
と
こ
ろ
で
中
止
さ
れ
て
、
未
完

結
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
に
こ
う
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
初
め
は
誰
も
余
り

よ
く
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
大
正
十
五
年
の
秋
ご
ろ
か
と
思
う
が
、
理
研
で
先
生
の
助
手
を
つ
と
め
て
い
た
こ
ろ
、
よ
く
毎
晩
の
よ

う
に
お
そ
く
ま
で
、
曙
町
の
応
接
間
で
い
ろ
い
ろ
な
話
を
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
晩
の
こ
と
、
先
生

は
日
本
の
物
理
学
界
の
現
状
と
、
研
究
者
の
心
構
え
と
に
つ
い
て
、
大
い
に
気
焔
を
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
時
の
話
の
中
に
「
僕
は
そ
の
う
ち
に
『
物
理
学
序
説
』
と
い
う
も
の
を
書
く
つ
も
り
だ
。

今
は
と
て
も
忙
し
い
し
、
そ
れ
に
ど
う
も
差
障
り
が
あ
り
そ
う
だ
か
ら
、
今
に
六
十
に
な
っ
て
停
年
に
な

っ
た
ら
、
一
つ
そ
れ
を
書
い
て
、
大
い
に
天
下
の
物
理
学
者
に
、
物
理
学
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の

か
を
教
育
し
て
や
る
つ
も
り
だ
」
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
。

　
先
生
は
大
勢
の
人
の
前
で
は
非
常
な
は
に
か
み
屋
で
あ
っ
た
が
、
二
三
人
の
弟
子
た
ち
を
前
に
し
て
、

実
験
室
の
中
や
お
宅
の
応
接
間
な
ど
で
話
を
さ
れ
る
時
は
、
よ
く
「
気
焔
を
あ
げ
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

特
に
機
嫌
が
よ
い
時
に
は
、
灸
所
を
つ
い
た
大
気
焔
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

時
の
話
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
当
時
は
別
に
そ
う
特
に
重
要
な
話
だ
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
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先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
、
全
集
編
纂
の
話
が
出
た
時
に
、
私
は
ふ
と
そ
の
時
の
話
を
思
い
出
し
た
。
そ

れ
で
そ
の
話
を
お
宅
の
方
に
も
岩
波
書
店
の
小
林
君
に
も
し
て
お
い
た
。
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
人
が
書
斎

の
中
を
整
理
し
て
、
そ
の
都
度
こ
の
草
稿
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
つ
い
に
見
付
か
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
う
い
う
話
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
腹
案
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
ず
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
草
稿
が
で
き
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
か
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
探
す

方
に
も
力
が
は
い
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
小
林
君
が
、
先
生
が
そ
う
い
う
こ
と
を
言

わ
れ
た
以
上
、
き
っ
と
ど
こ
か
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
っ
て
、
と
う
と
う
そ
の
草
稿
を
書
斎
の
中
か

ら
見
付
け
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
先
生
の
海
洋
物
理
学
の
講
義
の
原
稿
ら
し
い
フ
ル
ス
カ
ッ
プ

の
裏
に
書
か
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
草
稿
に
つ
い
て
い
た
別
の
紙
に
、
全
体
の
予
定
ら
し
い
数
字
が
書
い
て
あ
っ
て
、
そ
れ
で
み
る
と
、
約

三
分
の
一
く
ら
い
が
出
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
本
は
そ
の
三
分
の
一
の
未
完
稿
と
、
二
つ
の
附
録

と
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
序
説
』
に
は
少
く
も
二
つ
の
附
録
が
伴
な
う
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

本
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
は
『
自
然
現
象
の
予
報
』
で
あ
り
、
そ
の
二
は
ポ
ア
ン

カ
レ
ー
の
『
偶
然
』
を
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
『
予
報
』
の
方
は
、
本
文
の
中
に
そ
の
内
容

が
相
当
詳
し
く
再
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
或
は
完
成
の
際
に
は
は
ぶ
か
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
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『
偶
然
』
の
方
は
、
附
録
と
し
て
是
非
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
原
稿
は
、
僅
か
三
分
の
一
し
か
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
十
分
に
そ
の
企
図
を
察

し
得
る
極
め
て
独
自
な
著
述
で
あ
る
。
全
集
の
編
輯
者
の
言
の
如
く
「
こ
れ
は
種
々
な
る
意
見
を
単
に
綜

合
し
た
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
と
ご
と
く
著
者
の
立
場
に
於
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

極
め
て
自
由
な
考
察
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
読
者
自
身
の
思
索
を
誘
発
す
る
と
こ
ろ
が

多
い
と
思
」
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
が
国
の
こ
の
種
の
著
述
の
中
に
は
、
哲
学
者
が
科
学
を
論
じ
た
も
の
は
二
三
見
受
け
ら
れ
る
が
、
深

い
哲
学
的
教
養
を
も
っ
た
科
学
者
で
、
し
か
も
常
に
研
究
の
第
一
線
を
歩
み
つ
つ
あ
る
人
に
よ
っ
て
、
こ

の
種
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
人
が
ほ
と
ん

ど
い
な
か
っ
た
と
言
っ
た
方
が
、
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
科
学
の
学
徒
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
、
一
般
の
知
識
人
に
と
っ
て
も
、
こ
の
後
者
の
方
が
科
学
の
本
質
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
の

に
役
立
つ
こ
と
が
多
い
。
科
学
の
研
究
に
体
験
の
な
い
人
の
科
学
論
に
は
、
時
々
隔
靴
掻
痒
の
感
を
伴
な

う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
種
の
問
題
に
対
す
る
科
学
者
の
関
心
を
低
め
さ
せ
る
原
因
と
な
る
場
合

が
か
な
り
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
優
れ
た
科
学
者
の
科
学
本
質
論
で
は
、
各
種
の
概
念
的
事
項
の
説
明
に
、
適
切
な
具
体
的
の
例
が
豊
富
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に
引
用
さ
れ
得
る
と
い
う
強
味
が
あ
る
。
そ
う
い
う
例
を
、
こ
の
書
か
ら
は
い
く
ら
で
も
拾
い
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
極
め
て
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
能
知
と
所
知
と
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
、

人
間
が
物
差
で
測
定
を
す
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
測
定
者
の
眼
や
手
は
器
械
に
な
っ
て

い
る
の
で
、
能
知
者
た
る
人
間
が
遠
く
に
退
い
て
い
る
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
。
次
に
測
り
方
の
上
手
下

手
も
な
お
科
学
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
測
定
結
果
を
精
密
な
コ
ン
パ
レ
ー

タ
ー
の
結
果
と
比
較
し
そ
れ
に
近
い
ほ
ど
上
手
だ
」
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
の
時
の
「
観
測
者

の
眼
の
判
断
は
所
知
者
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「
し
か
し
如
何
に
す
れ
ば
上
手
に
な
れ
る
か
と
い
う
事

は
も
は
や
学
で
な
く
て
術
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
な
ど
は
、
能
知
と
所
知
と
の
雑
り
や
す
い
巧
い
例
を
と

り
あ
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
物
理
学
は
物
の
理
を
考
え
る
学
問
で
あ
る
と
い
う
常
識
論
を
吟
味
す
る
場
合
に
、
物
理
学
に
お
け
る
物

と
い
う
の
は
、
実
は
物
で
は
な
く
、
再
現
可
能
で
か
つ
箇
々
の
物
質
や
物
体
を
離
れ
た
物
の
概
念
で
あ
る

点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
例
と
し
て
前
者
に
は
、
幽
霊
と
化
学
書
に
あ
る
稀
有
元
素
と
を
あ
げ
、
後
者
は

比
重
を
例
と
し
て
説
明
し
て
あ
る
。
「
必
要
に
応
じ
て
い
つ
で
も
吾
人
の
前
に
再
現
さ
れ
直
接
あ
る
い
は

間
接
に
吾
人
の
感
覚
の
窓
を
通
し
て
認
識
さ
れ
得
べ
き
可
能
性
を
有
す
る
事
が
科
学
的
論
理
的
に
証
明
さ

れ
得
る
」
た
め
に
は
、
幽
霊
は
落
第
で
あ
る
。
た
と
え
「
あ
る
時
代
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
が
幽
霊
の
存
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在
を
信
じ
」
そ
れ
が
「
一
つ
の
共
通
な
認
識
（
そ
れ
は
感
性
的
で
な
い
と
し
て
も
）
の
表
現
」
と
な
っ
て

い
て
も
、
そ
れ
は
「
感
性
を
通
し
て
認
識
さ
れ
、
必
要
あ
ら
ば
自
分
の
眼
前
に
再
現
さ
れ
得
べ
し
と
信
ぜ

ら
る
る
」
稀
有
元
素
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
物
理
学
は
物
の
学
で
は
な
く
、
箇
々
の
物
を
離
れ
た
概
念
の
学
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
重
要
な
点
の
説

明
に
、
比
重
の
よ
う
な
簡
単
な
物
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
著
者
に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
た
場

合
に
は
、
そ
の
説
明
が
如
何
に
生
き
て
来
る
か
を
読
者
は
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
時
」
と
「
空
間
」
と
の
問
題
は
、
哲
学
に
と
っ
て
は
千
古
の
課
題
で
あ
る
が
、
物
理
学
に
と
っ
て
も
極

め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
相
対
性
原
理
以
前
の
物
理
学
に
お
い
て
は
、
時
は
空
間
に
お
け
る
等
速
運
動

を
仮
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
客
観
的
に
取
り
扱
わ
れ
得
る
に
至
り
、
空
間
の
尺
度
で
測
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
科
学
の
領
域
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
即
ち
時
を
線
で

現
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
主
観
的
時
間
の
特
徴
た
る
不
可
逆
性
は
全
く
疎
外
さ
れ
、
す
べ
て
の
変
化
は

可
逆
的
と
な
る
。
力
学
に
お
け
る
時
は
、
進
行
と
逆
行
と
が
等
価
的
で
あ
る
。
こ
の
点
は
主
観
的
の
時
の

説
明
に
は
重
大
な
欠
陥
と
な
る
。
し
か
し
物
理
的
現
象
で
も
、
時
な
る
線
は
一
方
向
き
に
の
み
進
行
す
る

の
が
、
宇
宙
現
象
の
実
際
で
あ
っ
て
、
熱
力
学
の
第
二
法
則
が
、
そ
の
点
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
あ

ら
ゆ
る
変
化
の
進
行
に
際
し
て
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
は
常
に
増
し
、
決
し
て
減
ず
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
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が
第
二
法
則
で
あ
る
。
熱
の
現
象
の
中
で
最
も
普
遍
的
な
摩
擦
の
現
象
を
無
視
し
た
力
学
に
お
い
て
の
み
、

時
は
可
逆
的
な
形
で
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
熱
力
学
の
第
二
法
則
か
ら
再
び
立
ち
戻
っ
て
「
主
観
的
時

間
の
経
過
を
考
え
る
時
に
、
そ
れ
が
一
つ
の
物
理
器
械
と
し
て
考
え
た
人
間
と
い
う
器
械
的
体
系
の
エ
ン

ト
ロ
ピ
ー
の
増
加
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
踏
み

込
ん
で
初
め
て 
古 
典 

的 
ク
ラ
シ
カ
ル

な
物
理
学
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
時
の
意
味
が
、
本
統
に
理
解
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
更
に
こ
の
「
時
」
と
「
空
間
」
と
の
問
題
は
、
物
理
学
の
方
で
は
、
周
知
の
如
く
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
相
対
性
原
理
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
文
字
通
り
に
画
期
的
な
飛
躍
を
み
た
。
相
対
性
原
理
に
お
け
る
時

空
の
概
念
の
説
明
は
、
一
時
流
行
を
極
め
た
こ
の
問
題
の
通
俗
科
学
書
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

私
は
不
幸
に
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
ら
も
十
分
納
得
の
ゆ
く
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
筆
に
よ
る
普
及
書
す
ら
も
、
な
お
本
統
に
一
般
科
学
人
に
そ
の
真
意
を
伝
え

る
の
に
、
適
切
な
解
説
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
は
、
幾
分
の
疑
念
が
あ
る
。
少
く
も
私
自
身

に
と
っ
て
は
、
本
書
の
第
二
編
第
五
章
『
数
と
空
間
時
間
』
ほ
ど
の
簡
潔
に
し
て
明
快
、
し
か
も
こ
の
問

題
の
真
髄
を
衝
い
た
解
説
を
、
外
に
は
知
ら
な
い
。

　
光
が
相
対
性
原
理
に
お
い
て
特
別
無
上
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
、
「
光
が
物
質
等
を
一

9



切
無
く
し
た
空
間
の
中
に
起
る
唯
一
の
現
象
で
あ
っ
て
、
空
間
そ
の
も
の
に
固
有
な
現
象
で
あ
る
」
ば
か

り
で
な
く
、
更
に
進
ん
で
「
吾
人
の
幾
何
学
的
空
間
を
組
み
立
て
て
行
く
時
に
直
線
な
る
も
の
の Protot

ype
（
原
型
）
と
な
る
も
の
は
光
の
進
行
で
」
あ
る
点
を
深
く
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
本
意
を

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
説
明
と
し
て
は
「
吾
人
の
空
間
の 

骨  

骼 

こ
っ
か
く

は
光
線
で
あ
る
」

と
い
う
こ
の
本
の
中
の
言
葉
ほ
ど
簡
潔
な
説
明
は
、
外
に
は
ち
ょ
っ
と
見
当
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
先
生
は
か
つ
て
「
僕
の
相
対
性
原
理
は
ラ
ウ
エ
の
本
で
勉
強
し
た
だ
け
だ
よ
」
と
い
う
話
を
し
て
お
ら

れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
著
者
は
吾

人
の
空
間
が
元
来
人
間
に
無
関
係
に
先
天
的
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
で
あ
る
の
を
従
来
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
に
誤

認
し
て
い
た
の
を
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
研
究
に
よ
っ
て
始
め
て
迷
夢
が
一
掃
さ
れ
こ
れ
で
空
間
時
間
の

問
題
が
窮
極
的
に
解
決
が
付
い
た
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
あ
る
。
そ
し
て
相
対
性
原

理
に
お
い
て
根
本
的
な
意
味
の
あ
る
光
線
が
、
単
な
る
線
で
な
く
、
そ
れ
が
一
つ
の
等
速
運
動
で
あ
る
点

に
、
よ
り
深
い
意
味
を
見
出
そ
う
と
試
み
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
は
時
と
空
間
よ
り
も
、
運
動
が
も
っ
と
原

始
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
が
物
理
学
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
空
間
的
の
尺
度
で
測
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
空
間
化
さ
れ
た
線
的
時
間
に
お
い
て
、

「
今
」
と
い
う Zeitpunkt 

は
、
幾
何
学
に
お
け
る
点
で
は
な
く
、
あ
る
時
間
閾
の
領
域
内
で
は
、
二
つ
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の
継
起
す
る
出
来
事
は
し
ば
し
ば
前
後
の
順
序
を
顛
倒
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
領
域
は
「
相
互
に

重
な
り
合
い
つ
つ
進
行
し
て
行
く
。
か
く
の
ご
と
く
な
る
事
に
よ
っ
て
始
め
て
連
絡
せ
る
時
間
の
知
覚
が

成
立
す
る
」
。

　
一
方
空
間
の
知
覚
に
お
い
て
も
、
異
な
る
点
の
空
間
的
分
布
が
同
時
に
認
知
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
に
は

無
理
が
あ
る
。
文
字
の
形
の
よ
う
な
も
の
は
、
一
度
に
眼
に
見
え
る
よ
う
で
あ
る
が
「
吾
々
が
そ
の
字
画

を
覚
え
込
ん
で
し
ま
う
ま
で
に
は
ど
う
し
て
も
何
遍
も
そ
の
字
画
の
線
を
ど
う
に
か
い
う
順
序
に
た
ど
っ

て
習
熟
す
る
事
は
事
実
で
」
あ
り
、
図
形
で
も
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
る
。
こ
う
い
う
追
跡
作
用
が
い
つ
で

も
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
空
間
の
知
認
に
は
時
を
要
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
考
察
か
ら
、
先

生
は
時
と
空
間
と
は
、
運
動
と
い
う
原
始
的
知
覚
の
分
解
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

に
傾
い
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
哲
学
者
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
考
え
の
人
も
沢
山
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
先
生
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど
か
ら
影
響
を
受
け
ら
れ
た
点
も
か
な
り
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
科
学
者
と
し
て
の
先
生
は
、
こ
の
考
え
を
説
明
す
る
の
に
「
ミ
ン
コ
ウ
ス
キ
ー
の
時
空
を
合
し
た
四

元
の
「
世
界
」
四
元
的
線
と
し
て
現
わ
る
る
も
の
は
す
な
わ
ち
こ
の
原
始
的
知
覚
の
数
学
的
模
像
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
お
ら
れ
る
。
「
こ
う
考
え
て
来
る
と
時
間
や
空
間
は
た
だ
運
動
を
表
わ
す
便
宜

的
座
標
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
こ
の
運
動
を refer 

す
る
為
の
座
標
軸
は
無
数
に
可
能
に
な
り
、
そ
れ
等
の
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各
々
の
座
標
に
は
時
と
空
間
と
が
必
ず
結
び
つ
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
座
標
軸
の
選
定
は
た
だ
ど
の

も
の
を
静
止
と
見
る
か
に
よ
る
ば
か
り
で
あ
る
」
。
相
対
率
原
理
の
最
初
の
部
分
、
即
ち
最
も
重
要
な
部

分
の
意
味
を
、
こ
れ
ほ
ど
明
白
に
説
い
た
も
の
は
、
外
に
は
余
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
運
動
を
純

粋
な
時
間
と
空
間
と
に
分
解
し
た
事
は
非
常
に
便
宜
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
は
失
敗
で
あ

っ
た
と
考
え
る
事
が
出
来
」
「
そ
の
偏
見
が
相
対
率
原
理
の
研
究
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
」
と
も
い
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
時
と
空
間
と
は
、
運
動
と
い
う
更
に
基
本
的
な
知
覚
の
分
解
か
ら
得
ら
れ
た
と
い
う
先
生
の
考
え
は
、

更
に
進
め
ら
れ
て
、
『
時
と
空
間
と
の
量
子
説
』
と
い
う
一
見
突
飛
な
よ
う
な
示
唆
と
な
っ
て
こ
の
書
の

中
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
物
質
の
素
量
説
、
即
ち
原
子
構
造
論
は
、
現
代
で
は
も
う
常
識
と
な
っ
て
お
り
、

プ
ラ
ン
ク
の  

勢    

力  

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
素
量
説
も
、
今
で
は
疑
う
人
は
無
い
。
し
か
し
こ
れ
等
の
物
質
及
び  

勢    

力  

エ
ネ
ル
ギ
ー

の
不
連
続
は
、
す
べ
て
そ
の
根
柢
に
連
続
的
な
空
間
時
間
を
考
え
て
の
上
の
こ
と
で
あ
る
。
先
生
が
提
出

さ
れ
た
問
題
は
、
空
間
時
間
そ
れ
自
身
に
非
連
続
性
が
考
え
得
ら
れ
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
空

間
時
間
の
値
を
現
わ
す
数
が
、
一
定
の
間
隙
で
進
行
し
、
そ
の
間
隙
内
の
空
間
や
時
間
内
で
は
、
数
値
は

一
定
で
、
時
の
前
後
も
空
間
的
の
右
左
も
無
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
最
も
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
、
微
積

分
の dx 

や dt 

に
相
当
す
る
物
理
的
な
量
で
、
任
意
に
は
決
め
ら
れ
な
い
値
の
も
の
が
、
自
然
の
中
に
実
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際
に
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
、
ま
だ
突
飛
な
奇

説
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
運
動
量
に
素
量
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
運
動
を
分
解
し
た
時
と
空

間
と
に
も
素
量
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
相
対
論
的
量

子
力
学
は
行
き
詰
り
の
形
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
方
面
の
専
門
家
の
人
か
ら
き
い
た
こ
と
が
あ
る

が
、
こ
の
時
空
の
不
連
続
性
の
考
え
な
ど
も
最
近
に
な
っ
て
一
部
の
物
理
学
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
或
は
そ
の
打
開
に
役
立
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
哲
学
的
な
考
察
と
い
う
も
の
が
、
わ
が
国
の
科
学
者
の
一
部
の
人
に
は
、
全
く
無
益
の
精
神
力
の
戯
れ

と
思
わ
れ
て
い
る
傾
き
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
理
由
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
格
的
な
研
究
を
自
分
で
は
何

も
せ
ず
に
、
哲
学
書
か
ら
拾
っ
た
「
深
奥
な
言
葉
」
の
羅
列
を
業
と
す
る
人
が
、
そ
の
方
面
に
か
な
り
あ

っ
た
こ
と
が
禍
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
人
間
の
思
考
の
「
型
」
少
く
と
も
現
代

人
の
科
学
的
な
思
考
の
「
型
」
は
、
す
で
に 
希  
臘 
ギ
リ
シ
ア

の
哲
学
者
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
一
歩

も
出
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
と
、
よ
く
先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
内
容
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
変
っ
て
行

く
が
、
容
器
は
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
透
徹
し
た
眼
で
、
深
く
科
学
の
本
質
を
見
極
め
た
哲
学

的
な
思
索
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
人
間
の
思
索
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
も
い
え
る
物
理
学
に
、
役
に

立
た
な
い
わ
け
は
な
い
。
こ
の
書
の
中
に
も
そ
の
良
い
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
代
の
量
子
力
学
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に
お
け
る
電
子
の
概
念
の
示
唆
が
、
立
派
に
こ
の
本
の
中
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ

る
。

　
先
生
が
こ
の
草
稿
を
書
か
れ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
か
ら
二
五
年
く
ら
い
ま
で
の
間
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
現
代
の
量
子
力
学
の
基
礎
を
な
す
と
こ
ろ
の
ド
・
ブ
ロ
イ
や
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン

ガ
ー
な
ど
の
論
文
が
ぼ
つ
ぼ
つ
出
は
じ
め
る
直
前
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
前
期
の
電
子
論
が
発
達
の
極
に
達

し
、
そ
の
大
き
さ
、
剛
性
、
荷
電
の
分
布
な
ど
と
、
議
論
は
尽
き
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
煩
瑣
哲
学
の
趣

き
が
あ
り
あ
り
と
物
理
学
の
上
に
現
わ
れ
て
来
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
に
先
生
は
、
第
二
編
第
三

章
の
『
実
在
』
の
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
哲
学
史
的
考
察
を
物
理
学
の
上
に
施
し
て
「
著
者
は
過
去
の
歴

史
に
徴
し
ま
た
現
在
の
物
理
学
を
詮
議
し
て
見
た
時
に
、
少
く
も
今
の
ま﹅
ま﹅
の﹅
姿﹅
で﹅
そ
れ
（
物
理
学
の
進

歩
の
径
路
）
が
必
然
だ
と
い
う
証
明
は
存
し
な
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
果
し
て
然
ら
ば
物
理
学
の

所
得
た
る
電
子
等
も
未
だ
決
し
て
絶
対
的
確
実
な
実
在
の
意
味
を
持
た
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
関
す

る
観
念
が
全
然
改
造
さ
る
る
日
も
あ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
居
る
」
と
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
世
界
中
の
学
者
が
か
か
っ
て
、
電
子
の
性
質
に
つ
い
て
煩
瑣
哲
学
的
な
研
究

を
積
み
重
ね
る
べ
く
、
無
駄
な
努
力
を
払
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
趨
勢
の
由
っ
て
来
た
る
と

こ
ろ
は
、
電
子
の
粒
子
性
の
実
験
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
、
誰
も
が
何
時
の
間
に
か
、
電
子
を
野
球
の
球
の
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よ
う
な
も
の
が
極
度
に
小
さ
く
な
っ
た
も
の
と
い
う
風
に
思
い
込
ん
で
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

電
子
を
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
実
在
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
物
性
を
そ
れ
に
賦
与
す

る
の
も
自
然
の
勢
い
で
あ
る
。
ま
し
て
昔
か
ら
物
質
の
第
一
性
質
と
考
え
ら
れ
て
来
た
不
可
入
性
な
ど
に

つ
い
て
は
、
疑
問
を
も
っ
た
人
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
先
生
は
、
そ
の
点
ま
で
も

指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
若
し
今
日
電
子
の
色
を
黒
い
と
か
赤
い
と
か
云
え
ば
学
者
は
笑
う
に

相
違
な
い
が
、
電
子
が
剛
体
で
あ
る
と
か
弾
性
で
あ
る
と
か
い
う
の
は
そ
れ
程
怪
し
ま
な
い
。
ま
し
て
電

子
の
不
可
入
と
い
う
事
に
つ
い
て
疑
う
人
は
極
め
て
稀
だ
と
云
っ
て
よ
い
。
し
か
し
著
者
は
此
の
如
き
仮

定
の
必
然
性
を
何
処
に
も
認
め
得
な
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
可
触
物
体
の
力
学
を
応
用
す
る
便
宜

上
」
か
ら
電
子
に
形
を
与
え
、
普
通
の
意
味
で
の
物
性
を
賦
与
し
た
の
は
、
無
理
の
な
い
傾
向
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
に
は
便
宜
と
い
う
以
上
に
は
「
必
然
な
要
求
の
な
い
事
を
承
認
し
」
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
先
生
の
こ
の
言
か
ら
十
年
を
待
た
ず
し
て
、
ド
・
ブ
ロ
イ
に
よ
っ
て
電
子
の
物
性
は
除
去
さ
れ
、

シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
形
も
不
可
入
性
も
な
い
数
学
的
表
現
が
電

子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
基
礎
か
ら
出
発
し
た
量
子
力
学
が
、
今
日
遂

に
原
子
力
の
秘
密
を
開
放
す
る
ま
で
に
発
達
し
た
の
で
あ
る
。
機
械
を
作
っ
た
人
間
が
機
械
に
隷
属
せ
し

め
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
如
く
、
人
間
は
自
分
で
作
っ
た
物
理
学
に
と
ら
え
ら
れ
て
悩
む
場
合
が

15



案
外
多
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
場
合
に
、
研
究
者
を
混
迷
の
淵
か
ら
救
い
出
し
て
く
れ
る
も
の
は
、
科

学
の
本
質
に
つ
い
て
の
深
い
考
察
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
る
人
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

問
題
は
研
究
者
を
救
い
得
る
ほ
ど
の
深
い
本
質
的
な
哲
学
的
考
察
が
少
い
点
に
あ
る
。
役
に
立
た
な
い
哲

学
を
嫌
う
実
用
主
義
の
科
学
者
も
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
思
索
が
案
外
自
分
た
ち
の
眼
の
前
で
す

ぐ
役
に
立
つ
、
し
か
も
一
番
重
要
な
点
に
お
い
て
役
に
立
つ
こ
と
を
悟
る
で
あ
ろ
う
。
「
科
学
上
の
真
な

る
も
の
に
し
て
応
用
の
な
い
と
い
う
事
は
そ
れ
自
身
矛
盾
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
先
生
は
、

実
用
や
応
用
と
い
う
こ
と
を
常
に
重
視
し
て
お
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
も
哲
学
的
の
思
索
を
必
要

と
す
る
点
が
、
こ
の
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
今
日
の
科
学
を
盛
る
べ
き
容﹅
器﹅
は
既
に

 

希  

臘 

ギ
リ
シ
ア

の
昔
に
完
成
し
て
そ
れ
以
後
に
は
何
等
の
新
し
き
も
の
を
加
え
な
か
っ
た
」
と
感
じ
て
お
ら
れ
た

先
生
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
哲
学
の
歴
史
は
、
人
間
の
思
索
の
道
筋
の
歴
史
で
あ
る
。
「
科
学
者
が
外
界
の
現
象
を
取
り
入
れ
て
そ

れ
を
秩
序
立
て
る
時
に
用
い
る
一
種
の
型
は
畢
竟
す
る
に
哲
学
的
な
思
索
の
種
々
な
型
の
い
ず
れ
か
に
適
あ
た

ら
な
い
も
の
は
な
い
」
。
科
学
史
上
に
名
を
と
ど
め
て
い
る
古
来
の
科
学
者
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
「
型
」

の
所
有
者
で
あ
っ
た
。

　
近
代
の
物
理
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
力
学
的
数
式
の
形
で
与
え
よ
う
と
す
る
方
向
に
進
ん
で
来
た
。
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ニ
ュ
ー
ト
ン
の
仕
事
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
事
あ
た
ら
し
く
い

う
ま
で
も
な
い
。
物
理
学
に
お
け
る
「
説
明
」
の
意
味
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
力
学
的
数
式
に
よ
っ
て
表

現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
来
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
光
学
を
力
学
の
一
部
に
包
含
す
べ
く
、
光
の
粒
子
説

を
提
出
し
た
。
そ
し
て
彼
の
時
代
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
光
の
現
象
を
、
そ
の
仮
説
に
よ
っ

て
論
理
的
矛
盾
も
な
く
、
ま
た
経
験
と
も
衝
突
す
る
こ
と
な
く
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
説
明

と
い
う
の
は
「
媒
質
中
に
お
け
る
微
粒
子
の
運
動
を
数
学
的
に
規
定
す
る
事
に
よ
っ
て
光
の
現
象
を
そ
れ

か
ら
演
繹
」
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
力
学
的
取
扱
い
と
い
う
問
題
は
、
時
を
可
逆
的
に
取
り
扱
う
点
、

及
び
力
学
の
基
礎
が
す
べ
て
等
量
関
係
で
あ
る
た
め
に
、
す
べ
て
の
現
象
を
等
量
関
係
の
記
載
に
引
き
直

す
点
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
因
果
律
は
等
量
関
係
で
表
現
さ
れ
、

物
理
学
に
お
け
る
「
何
故
」
を H

ow
? 

に
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
物
理
学
は H

ow
? 

の
学

問
、
即
ち
記
載
の
学
問
で
あ
っ
て W

hy? 
の
学
問
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
実
証
論
的
性
質
の

学
問
で
あ
る
以
上
、
本
質
的
に
は
何
人
も
異
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
一
般
に
か
な
り
浅
薄

な
意
味
で
流
布
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
先
生
は
意
見
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の

草
稿
は
ち
ょ
う
ど
そ
こ
ま
で
筆
が
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
切
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
力
学
的
自
然
観
と
い
う
容
器
の
問
題
は
、
そ
れ
が
因
果
律
ま
で
遡
る
点
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
問

17



題
で
あ
る
。
光
や
音
が
純
粋
に
力
学
的
に
取
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
一
応
の
成
功
を
お
さ
め
た
こ
と
は
、
誰

も
知
る
通
り
で
あ
る
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
理
論
が
出
て
、
電
磁
現
象
も
ま
た
力
学
の

中
に
包
含
さ
れ
る
に
至
り
、
電
磁
力
学
の
確
立
を
み
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
十
世
紀
に
は
い
っ
て
、

電
子
論
の
急
激
な
進
歩
に
つ
れ
て
、
物
質
を
全
部
電
気
と
見
る
考
え
方
に
導
か
れ
、
い
わ
ゆ
る
電
気
物
質

観
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
た
。
こ
の
場
合
も
「
物
質
と
い
う
も
の
を
電
気
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
、
物
理
学

全
体
を
通
じ
て
力
学
的
取
扱
い
は
依
然
と
し
て
変
ら
な
」
か
っ
た
。
即
ち
内
容
は
変
っ
て
も
、
容
器
は
変

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
力
学
は
、
す
べ
て
の
現
象
を
質
量
と
空
間
と
時
間
と
の
要
素
だ
け
で
云
い
現
わ
そ
う
と
す
る
学
問
で
あ

る
。
相
対
性
原
理
に
よ
っ
て
、
従
来
不
変
と
さ
れ
て
い
た
質
量
が
、
速
度
に
よ
っ
て
変
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

  

勢    

力  

エ
ネ
ル
ギ
ー

に
も
惰
性
を
賦
与
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
質
量
の
力
学
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
力
学
に

発
展
し
た
の
で
あ
る
が
、
力
学
的
取
扱
い
と
い
う
容
器
は
依
然
と
し
て
残
っ
た
の
で
あ
る
。

　
質
量
が
速
度
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
か
ら
更
に
前
進
し
て
、
物
質
と
勢
力
と
の
転
換
な
る
考
え
に
到

達
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
物
質
不
滅
の
法
則
と
い
う
自
然
科
学
全
般
の
基
礎
を
な
す

法
則
が
覆
え
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
新
し
い
考
え
か
ら
導
か
れ
た
電
気
即
物
質
論
は
、
物
質
の

観
念
を
改
造
し
て
、  

勢    

力  

エ
ネ
ル
ギ
ー

と
質
量
と
の
和
が
不
変
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
物
質
不
滅
の
法
則
を
確
立
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し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
容
器
は
変
ら
な
く
て
、
そ
の
中
に
盛
ら
れ
る
も
の
が
変
っ
た
の
で
あ
る
。
物

質
と
勢
力
と
の
和
が
一
定
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
一
般
に
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
つ
い
て
、
実
験

的
に
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
極
く
特
別
な
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
実
験
的
根
拠
が
与

え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
和
を
飽
く
ま
で
も
不
変
と
み
て
、
も
し
そ
の
法
則
に
あ
て
は

ま
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
分
だ
け
を
未
知
と
し
て
残
す
と
い
っ
た
方
が
適
当
で
あ
る
。
そ
う
い

う
風
に
い
っ
て
も
、
こ
の
法
則
の
価
値
が
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
原
理
に
基
づ
い
た
原
子
爆
弾

は
、
現
実
に
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
物
質
の
不
滅
性
は
こ
れ
も
昔
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の
で
こ
の
一
見
変
転
極
ま
り
な
き
世
界
に
何
物
か
不

滅
不
増
の
物
を
考
え
ん
と
す
る
要
求
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
求
の
眼
鏡
を
通
し
て
世
界
を

見
、
そ
の
要
求
に
応
ず
る
よ
う
に
自
然
界
を
掘
り
く
ず
し
て
行
っ
て
掘
り
当
て
た
も
の
が
す
な
わ
ち
物
質

の
質
量
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
。
質
量
の
意
味
は
、
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
初
め
て
本
統
に
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
「
普
通
物
理
学
書
に
あ
る
質
量
の
定
義
は
無
意
味
に
近
い
も
の
が
多
い
か
ら
誰
で
も
腑
に
落

ち
か
ね
る
」
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
第
二
法
則
Ｆ
＝
ｍ
ａ
に
お
い
て
、
加
速
度
ａ
は
問
題
な
い
と
し

て
、
力
Ｆ
か
質
量
ｍ
か
、
い
ず
れ
か
を
先
に
決
め
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ッ
ハ
以
来
、
人
間
の
筋
肉
や
皮
膚

の
感
覚
か
ら
来
る
と
こ
ろ
の
力
の
概
念
を
ま
ず
決
め
て
、
ｍ
は
惰
性
係
数
と
し
て
定
義
す
る
流
儀
が
、
少
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く
も
物
理
学
者
の
間
に
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。
先
生
も
そ
の
考
え
方
に
よ
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

感
覚
か
ら
得
ら
れ
た
力
の
概
念
の
中
か
ら
、
純
粋
な
力
学
的
の
力
を
抽
出
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
物
質
不

滅
の
要
求
か
ら
来
た
質
量
が
、
補
助
的
役
割
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
従

え
ば
、
質
量
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
法
則
と
物
質
不
滅
の
法
則
と
の
歩
み
寄
り
で
生
ま
れ
た
概
念
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。
質
量
を
そ
う
い
う
意
味
に
解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
が  

勢    

力  

エ
ネ
ル
ギ
ー

に
転
換
さ
れ
得
る
こ
と
は
、
何

も
そ
う
不
思
議
で
は
な
い
。
物
の
実
質
が
忽
焉
と
し
て
宇
宙
か
ら
消
滅
し
て
、
物
で
な
い  

勢    

力  

エ
ネ
ル
ギ
ー

が
生

ま
れ
た
と
い
う
風
な
考
え
方
は
不
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
問
題
は
人
間
の
作
っ
た
概
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
質
量
か
ら
、
現
実
に
原
子
力
が
得
ら
れ
る
点
に
あ
る
。

こ
れ
は
、
古
来
の
哲
学
者
の
何
人
を
も
悩
ま
し
て
来
た
『
自
己
と
自
己
以
外
』
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。

科
学
の
科
学
た
る
所
以
ゆ
え
ん
は
、
そ
の
中
で
取
り
扱
う
対
象
が
自
己
を
含
ま
な
い
点
に
あ
る
。
即
ち
「
所
知
者

ば
か
り
を
抽
出
し
て
そ
れ
ら
の
間
の
普
遍
的
関
係
を
論
」
ず
る
も
の
が
科
学
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
う
い

う
所
知
者
ば
か
り
の
間
に
、
普
遍
的
関
係
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
「
科
学
が
成
立
す
る
為
の
条

件
は
重
大
な
問
題
で
あ
り
そ
の
よ
う
な
問
題
に
は
能
知
者
の
吟
味
が
す
ぐ
に
必
要
に
な
る
の
は
明
ら
か
な

事
で
あ
る
」
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
生
は
極
め
て
明
白
な
態
度
を
示
し
、
「
科
学
は
そ
の
よ
う
な
事

の
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
打
ち
切
っ
て
そ
こ
で
科
学
自
身
と
他
の
哲
学
の
部
分
と
の
境
界
を
立
て
て
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し
ま
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
妥
当
な
意
見
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
種
の
著
書
と
し
て
は
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
お
ら

れ
る
点
が
、
ち
ょ
っ
と
目
あ
た
ら
し
い
感
じ
を
与
え
る
。
こ
の
書
の
特
徴
の
一
つ
は
、
曖
昧
な
言
い
現
わ

し
方
が
全
然
な
い
点
に
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
、
経
験
的
な
知
識
の
根
柢
を
薄
弱
な
り
と
し
て
、
自
然
研
究

の
確
実
な
方
法
を
数
学
に
求
め
た
こ
と
の
説
明
に
お
い
て
も
、
そ
の
好
例
が
見
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
数

学
的
方
法
の
出
発
点
と
し
て
公
理
的
な
も
の
を
探
究
し
、
「action at distance 

の
否
定
か
ら
エ
ー
テ
ル

を
考
え
エ
ー
テ
ル
の
運
動
状
態
が
物
質
で
あ
る
と
し
た
」
点
は
、
現
代
科
学
の
考
え
に
ま
で
滲
潤
し
て
残

っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
立
派
に
科
学
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
「
こ
の
公
理
は
無
論
経
験
で

証
明
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
な
く
形
而
上
学
的
の
意
味
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
点
に
つ
い
て
先

生
は
「
彼
は
今
日
の
科
学
者
と
は
全
然
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
明
瞭
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
カ
ン
ト

の
認
識
論
の
説
明
に
は
、
も
っ
と
愉
快
な
例
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
結
局
現
象
論
で
あ
っ
て
、
そ

の
一
つ
の
重
要
な
問
題
は
、
客
観
的
存
在
が
主
観
の
所
産
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
性
、
必
然
性

を
有
す
る
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
「
そ
の
よ
う
な
普
遍
な
非
個
人
的
な
組
織

が
出
来
得
る
所
以
を
人
間
精
神
作
用
の
根
柢
に
あ
る
先
験
的
統
覚
（die transzendentale A

pperzeption

）

と
呼
ぶ
も
の
に
帰
し
た
」
の
で
あ
る
が
、
先
生
は
そ
れ
を
「
こ
れ
は
科
学
的
の
眼
か
ら
は
窮
策
と
見
え
る

21



も
の
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
先
生
は
カ
ン
ト
を
十
分
理
解
し
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

「
窮
策
」
と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
、
そ
の
通
り
に
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
評
も
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
評

の
如
き
も
、
哲
学
者
に
は
或
は
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
明
晰
無
類
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
は
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
表
現
は
、
草
稿
だ
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
、
完
成
さ
れ
た
本
の
形
で
は
、

或
は
辞
句
の
訂
正
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
先
生
の
意
図
を
窺
う
上
に
は
、
草
稿

の
方
が
よ
り
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
草
稿
で
あ
る
以
上
、
誤
字
や
誤
記
の
あ

る
点
は
否
み
が
た
い
。
例
え
ば
三
九
頁
五
行
目
の
「
悉
く
物
と
云
は
れ
な
い
」
は
「
悉
く
物
と
云
は
れ
や

う
」
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
〇
七
頁
七
行
目
の
「
考
へ
な
け
れ
ば
」
は
「
考
へ
れ
ば
」
の
書
き
違
い

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
例
は
外
に
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
等
は
少
し
注
意
し
て
読
め
ば
わ
か

る
こ
と
で
、
大
し
て
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
書
が
未
完
結
で
終
っ
た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
も
先
生
の
物
理
学
に
対
す

る
思
想
の
方
向
を
、
あ
る
程
度
ま
で
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
全
集
編
輯
者
も
言
っ
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
人
間
的
要
素
か
ら
の
離
脱
が
自
然
科
学
の
理
想
で
あ
る
と
い
う
プ
ラ
ン
ク
な
ど
の
主
唱
を
、

軽
々
に
妄
信
す
る
こ
と
を
警
い
ま
しめ
る
先
生
の
気
持
が
、
こ
の
草
稿
の
全
体
を
通
じ
て
浸
み
わ
た
っ
て
い
る
。

「
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
は
人
間
に
し
て
始
め
て
可
能
な
貴
重
な
特
有
な
学
問
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
結
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局
は
人
間
の
学
問
に
過
ぎ
な
く
て
神
や
天
使
の
学
問
で
な
い
事
を
念
頭
に
置
い
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
言
葉
も
あ
る
。

「
科
学
が
中
世
後
文
芸
復
興
と
と
も
に
急
に
進
歩
す
る
に
至
っ
た
一
つ
の
大
い
な
る
理
由
は
実
に
科
学
が

こ
の
区
別
（
所
知
の
み
を
対
象
と
す
る
か
能
知
が
入
る
か
の
）
を
自
覚
し
て
自
己
か
ら
切
り
離
さ
れ
自
由

な
天
地
に
放
た
れ
た
の
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
全
く
自
由
に
な
っ
た
つ
も
り
で
い
て
も
実
は
や
は
り

別
の
世
界
に
移
っ
た
の
で
な
く
て
何
処
ま
で
も
自
分
の
囲
か
こ
いか
ら
出
た
訳
で
は
な
く
、
た
だ
自
分
の Spielr

aum
 

を
得
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
有
す
る
い
わ
ゆ
る
外
界
の
模
像
を
普
遍
化
し
系
統
化
す
る
も
の
が
人
間
に
内
在
し
な
け
れ
ば
外

界
は
支
離
滅
裂
し
て
認
識
は
成
立
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
い
わ
ゆ
る
実
在
も
「
我
れ
」
あ
っ
て
始
め
て
存

立
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
言
葉
を
拾
い
出
し
て
み
る
と
同
時
に
、
第
二
編
第
四
章
の
『
感
覚
』
と
、
第
五
章
の
『
数
と

空
間
時
間
』
と
に
、
如
何
に
先
生
が
力
を
注
い
で
お
ら
れ
る
か
を
考
え
併
せ
て
み
れ
ば
、
こ
の
特
異
な
先

生
の
「
人
間
的
な
物
理
学
」
の
特
徴
を
、
よ
く
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
的
な
物
理
学

と
い
っ
て
も
、
物
理
学
の
窮
極
が
人
間
性
か
ら
の
解
放
に
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
だ
物
理
学

は
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
常
に
反
省
す
る
こ
と
が
、
人
間
性
か
ら
の
解
放
を
も
た
ら
す
所
以
ゆ
え
ん
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な
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
第
二
編
の
最
後
に
附
加
さ
れ
た
註
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
「Pl

anck 
そ
の
他
は A

nthropom
orphism

（
人
間
本
位
主
義
）
か
ら
の
解
放
を
主
張
し
て
居
る
。
無
論
こ
れ

ら
の
人
の
云
う
よ
う
な
意
味
で
は
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
言
説
が
悪
い
意
味
に
曲
解
さ
る
る
恐
れ
を

防
ぐ
為
に
著
者
は
特
に
感
覚
と
空
間
時
間
と
の
関
係
を
取
り
立
て
て
見
た
の
で
あ
る
」
。

　
軽
々
に
人
間
性
を
無
視
し
よ
う
と
す
る
物
理
学
者
は
、
例
え
ば
「
偶
然
」
が
一
部
の
役
割
を
占
め
る
よ

う
な
現
象
の
解
明
に
は
不
適
当
で
あ
る
。
現
象
を
支
配
す
る
要
素
が
少
数
で
あ
り
、
か
つ
因
果
関
係
が
明

瞭
で
、
機
械
的
の
法
則
に
よ
っ
て
現
象
が
単
義
的
に
き
ま
る
場
合
は
、
決
定
論
的
な
取
扱
い
が
で
き
る
の

で
問
題
は
な
い
。
そ
し
て
従
来
の
物
理
学
は
、
そ
う
い
う
種
類
の
現
象
の
方
を
、
よ
り
多
く
取
扱
っ
て
来

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
自
然
現
象
の
中
に
は
「
原
因
あ
る
い
は
条
件
と
考
え
る
べ
き
箇
条
が
限
り

も
な
く
多
数
で
複
雑
で
あ
り
ま
た
原
因
の
微
少
な
変
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
結
果
の
変
化
が
有
限
で
あ
る
」

よ
う
な
場
合
が
沢
山
あ
る
。
そ
の
時
は
結
果
は
全
く
偶
然
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

「
複
雑
さ
が
完
全
に
複
雑
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
自
ら
一
つ
の
方
則
が
成
立
し
こ
れ
に
よ
っ
て
統
計
的
に
種
々

の
推
論
を
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
」
。
即
ち
そ
の
場
合
は
偶
然
の
法
則
を
武
器
と
し
て
、
問
題
の
解

決
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
条
件
が
少
数
で
因
果
関
係
が
簡
単
な
場
合
は
、
決
定
的
の
取
扱
い
が
で
き
る
。
ま
た
完
全
に
複
雑
で
あ
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れ
ば
、
偶
然
の
法
則
が
適
用
し
得
る
。
し
か
し
「
一
番
工
合
の
悪
い
の
は
複
雑
さ
が
中
途
半
端
な
場
合
で

あ
る
」
。
そ
し
て
そ
う
い
う
場
合
が
、
実
際
の
自
然
現
象
で
は
、
極
め
て
し
ば
し
ば
起
き
て
い
る
こ
と
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
物
理
学
の
中
に
目
立
っ
て
は
い
っ
て
来
な
い
の
は
、
物
理
学
者
が

「
そ
う
い
う
困
難
に
会
う
事
を
な
る
べ
く
避
け
る
よ
う
に
し
て
問
題
を
二
つ
の
極
端
な
見
方
の
い
ず
れ
か

に
牽
き
つ
け
て
行
」
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
当
然
開
拓
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
物
理
学
の
こ
の
広
い
領
域

の
開
拓
は
、
人
間
的
な
物
理
学
の
省
察
な
く
し
て
は
、
と
う
て
い
遂
行
さ
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
す
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
も
こ
の
本
は
種
々
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
こ
の
書
は
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
本
で
は
な
く
、
問
題
を
提
出
す
る
た
め
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
草
稿
と
一
緒
に
全
体
の
プ
ラ
ン
を
書
い
た
紙
片
が
見
付
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
一
節
に
「
教
ゆ
る
に
非
ず
問
題
を
提
出
す
る
な
り
」
と
い
う
一
句
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
先

生
も
そ
の
点
は
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
全
集
に
よ
っ
て
初
め
て
こ
の
草
稿
が
世
に
出
て
以
来
、
既
に
十
年
に
垂
な
ん
な
んと
す
る
年
月
が
経
っ
て
い
る
。

そ
の
間
私
は
そ
の
反
響
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
学
界
か
ら
も
一
般
知
識
人
か
ら
も
何
の
反

響
も
な
く
、
一
二
の
例
外
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
話
題
に
す
ら
上
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
全
集
編

纂
の
時
に
こ
の
草
稿
が
見
付
か
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
今
度
の
戦
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
で
あ
ろ
う
確
率

25



は
極
め
て
大
き
か
っ
た
と
思
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
生
の
お
宅
の
応
接
間
も
書
斎
も
全
部
焼
け
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
日
本
が
産
ん
だ
極
め
て
少
数
な
本
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
こ
の
書
も
、

誰
の
眼
に
も
ふ
れ
ず
に
永
久
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
時
期
に
、
こ
の
書
が
広

く
一
般
に
普
及
し
得
る
形
で
世
に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
、
一
つ
の
因
縁
で
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
一
年
八
月
）
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