
に
な
る
く
ら

い
、
行
日

い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
を
歩

い
て
い
る
人
が
い
る
。
野
を
歩
く
人
と

い
う
の
は

民
俗
学
者
だ
け
で
な
く

い
た
る
と
こ
ろ
に
無
数
に

い
て
、
そ
う

い
う
人
た
ち
と
も

つ
と
生
産
的
な
、

つ
ま
り
そ
の
知
見
を

一
方
的
に
収
奪
す
る
の
で
は

な

い
よ
う
な
共
生
関
係
を
結
べ
る
と

い
い
。
そ
れ

は
ま
さ
に
戦
後
、
民
俗
学
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
化
し

て
い
く
な
か
で
う
ま
く
関
係
を
結
べ
な
く
な

っ
た

相
手

で
も
あ
る
と
思
う

の
で
す
が
、
初
期

の
民
俗

学
は
そ
う

い
う
と
こ
ろ
と
む
し
ろ
よ
り
接
点
を
も

っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
の
あ
た
り
も
含
め
て
民
俗

学
を
め
ぐ
る
さ
ら
に
豊
か
な

エ
コ
ロ
ジ
ー
を
作
れ

れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。

（き
く
ち
　
あ
き
ら

・
民
俗
学
一

（
し
ま
む
い
　
た
か
の
り

・
民
俗
学
一

■
朱

＊
民
搭
学

の
■
●

一介
護
民
俗
学
」
の
始
ま
り

実
践
と
し
て
の
「介
護
民
俗
学
」

六
車
山
実

私
が
、
大
学
の
仕
事
を
辞
め
、
高
齢
者
の
介
護
施
設
で
介
護
職
員
と
し

て
勤
務
し
始
め
た
の
は
二
〇
〇
九
年
五
月
の
こ
と
。
慣
れ
な
い
仕
事
に
戸

惑
い
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
私
の
心
の
支
え
に
な
っ
た
の
は
、
施
設

の
利
用
者
た
ち
が
語
っ
て
く
れ
る
思
い
出
話
だ
っ
た
。
関
東
大
震
災
で
の

体
験
を
語
っ
て
く
れ
る
明
治
生
ま
れ
の
方
、
秋
山
郷
で
炭
焼
き
を
し
て
い

た
両
親
に
育
て
ら
れ
た
方
な
ど
。
彼
ら
の
話
に
民
俗
学
を
専
門
と
し
て
い

た
私
の
心
は
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
、
仕
事
の
合
間
に
メ
モ
を
取
り
な
が
ら

聞
き
書
き
を
し
始
め
た
。

一
つ
一
つ
の
言
葉
に
驚
き
な
が
ら
熱
心
に
聞
く
私
に
対
し
て
、
利
用
者

た
ち
も

一
生
懸
命
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
「自
分
は
も
う
何
の
役
に
立

た
な
い
。
こ
の
世
は
生
き
地
獄
だ
」
と
老
い
て
い
く
こ
と
へ
の
不
安
を
感

じ
、
生
き
る
こ
と
に
絶
望
し
て
い
る
方
も
、
聞
き
書
き
を
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
、
表
情
は

一
変
し
、
活
き
活
き
と
日
を
輝
か
せ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
時
の
心
持
ち
が
常
に
継
続
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
日
に
は

ま
た
絶
望
感
と
喪
失
感

で
顔
を
曇
ら
せ
て
し
ま
う

の
だ
が
、
そ
れ
で
も
、

音
語
り
を
し
て
い
る
時
間
だ
け
は
喜
び
を
感
じ
、
自
分
の
人
生
を
肯
定
し

て
く
れ
て
い
る
、
そ
れ
を
大
切
に
し
た
い
と
思

っ
た
。

そ
こ
で
、
私
は
、
介
護
現
場
で
の
問
き
書
き
の
実
践
を

「介
護
民
俗
学
」

と
名
付
け
、
民
俗
研
究
者
が
介
護
の
現
場
に
身
を
置

い
た
時
に
見
え
て
く

る
も
の
は
何
か
、
そ
し
て
民
俗
学
は
介
護

の
現
場
で
何
が
で
き
る
の
か
を

考
え
始
め
た
の
で
あ

っ
た
。

２
　
テ
ー
マ
な
き
聞
き
書
き
の
可
能
性

ま
ず
、
民
俗
学
に
と

っ
て
の
介
護
現
場
は
ど
ん
な
可
能
性
が
あ
る
の
か
。
　

メ́

京
都
大
学
楽
友
会
館
に
て
収
”

」

|||

り
学
芸
員
だ
と
か
行
政

の
文
化
担
当
と

い
っ
た
も

の
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
も
確
実
に
あ
る
し
、
そ
こ
を

ア
ピ

ー

ル
し
て
い
か
な
き

ゃ
い
け
な
い
な
と
。

島
村
　
あ
と
は
単
純
に
、
民
俗
学
を
や

っ
て
い
る

と
毎
日
が
楽
し
い
で
す
よ
ね
。

菊
地
　
そ
う

で
す
ね
。
人
間

の
い
る
世
界

で
あ
れ

ば
ど
こ
で
も
―

―
観
光
地

で
も
何
で
も
な
い
、
ふ

つ
う

の
人
々
の
生
活
圏
を
見

て
い
る
だ
け
で
も

い

ろ
い
ろ
気
づ
く
こ
と
が
あ

つ
て
、
退
屈
し
な

い
。

毎
日

『ブ
ラ
タ
モ
リ
』
み
た

い
な
感
じ
で
す
。

島
村
　
質
的
調
査

に
お
け
る

「半
構
造
化
イ
ン
タ

ビ

ュ
ー
」
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
民
俗
学

の
調
査
と

い
う
の
は
む
し
ろ

「
反
構
造
化
」
だ
と

思

い
ま
す
。
ぶ
ら
ぶ
ら
歩

い
て
い
た
ら
た
ま
た
ま

何
か
見

つ
け
て
し
ま
う
、
と

い
う
た
ぐ

い
の
も

の

で
す
。
そ
う
し
て
歩
き
続
け
て
い
る
と
、
偶
然

の

発
見
が
ど
ん
ど
ん

つ
な
が

っ
て
い
く
―

日
分
の

な
か
で
も
そ
う
だ
し
、
過
去

（歴
史
）
と

の
つ
な

が
り
や
地
域
間

の
つ
な
が
り
も
見
え
て
き
て
、
浮

か
び
上
が

っ
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
が
民
俗

学

の
楽
し
さ
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
そ
の
楽
し
さ
を

味
わ
う
た
め
に
は
、
歩
き
続
け
て
０
な

い
と

い
け

な

い
。
先
ほ
ど
同
遊
性
と
言

い
ま
し
た
が
、
止
ま

る
と
ダ
メ
な
ん
で
す
。

菊
地
　
そ
う

い
う
楽
し
さ
を
知
ち

て
い
る
人
が
世

の
な
か
に
は
意
外
と
た
く
さ
ん
い
る
ん
だ
な
、
と

い
う
こ
と
を
知

っ
た
の
は
や
は
り

↓
ヨ
〓
Ｒ

で
し

た
ね
。
無
常
く
ん

（副
書
記
）
（０
日
二
ｃ‐
〓
〓
）
さ

ん
と
か
、
副
主
席

（ｏ
∽
口
」
ｏし

さ
ん
と
か
、
情

束

（０
瞼
ｃ∽』ま
Ｒ

，
ｏ
●

さ
ん
と
か
、
こ
の
方
は
何

を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
…
…
と

不
思
議



私
は
、
そ
れ
ま
で
、
生
贄
や
神
鱗
、
焼
畑
、
狩
猟
、
小
正
月
儀
礼
、
救

荒
食
等
の
テ
ー
マ
で
研
究
を
行
い
、
そ
の
テ
ー
マ
に
沿

っ
て
調
査
地
を
選

び
、
関
連
す
る
人
々
に
聞
き
書
き
を
行

っ
て
き
た
。
だ
が
、
介
護
現
場
で

の
聞
き
書
き
は
、
む
し
ろ
予
め
テ
ー
マ
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
の
想
像
を
超
え
た
興
味
深
い
話
を
利
用
者
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
、
そ

の
方
の
人
生
そ
の
も
の
に
触
れ
る
機
会
に
も
な
る
。

た
と
え
ば
、
私
が
聞
き
書
き
を
し
た
利
用
者
の
中
に
は
、
高
度
経
済
成

長
期
の

「漂
泊
民
」
と
言
え
る

一
人
の
男
性
が
い
た
。
昭
和

一
〇
年
生
ま

れ
で
、
ほ
ぼ
寝
た
き
り
の
状
態
の
彼
は
、
施
設
に
来
て
も
他
の
利
用
者
と

話
を
す
る
こ
と
な
く
孤
独
に
過
ご
さ
れ
て
い
た
。
彼
も
ま
た
、
人
生
に
絶

望
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
だ
が
、
聞
き
書
き
を
始
め
る
と
、
重
い
口
を

そ
の
方
は
、
宮
崎
県
生
ま
れ
で
、
終
戦
後
、
九
州
電
力
の
子
会
社
に
就

職
し
、
発
電
所
か
ら
各
村
々
ま
で
電
線
を
引
く
部
署
で
技
術
者
と
し
て
働

い
て
い
た
と
い
う
。
二
―
三
人
で
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
村
々
を
歩
く
の
だ

っ
た
。
た
だ
、
常
に
渡
り
歩
い
て
い
た
た
め
に
子
供
達
を
幾
度
と
な
く
転

校
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
中
し
訳
な
か
っ
た
と
も
つ
ぶ
や

い
た
。

こ
の
方

へ
の
聞
き
書
き
か
ら
、
日
本
の
高
度
経
済
成
長
を
末
端
で
担

っ

て
い
た
男
性
と
そ
の
家
族
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
定
住
地
を
持

た
ず
各
地
を
渡
り
歩
い
て
生
き
る
人
々
、
い
わ
ゆ
る

「
漂
泊
民
」
は
民
俗

学
で
は

一
つ
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
調
査
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の

多
く
は
、
芸
能
民
や
宗
教
者
、
猟
師
や
木
地
師
等
、
近
世
も
し
く
は
中
世

に
そ
の
起
源
を
遡
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
、
更
に
は
差
別
の
対
象

と
さ
れ
る
人
々
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
、
ま
さ

に
現
代
の
漂
泊
民
の
一
つ
の
生
き
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
民
俗
学
に
と

っ
て
の
大
切
な
研
究
対
象
と
な
り
う
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
他
に
も
、
片
合
工
業
の
沼
津
蚕
種
製
造
所
に
就
職
し
、
村
々
を
回

っ
て
蚕
の
鑑
別
を
す
る
仕
事
を
す
る

「鑑
別
嬢
」
の
話
や
、
裕
福
な
農
家

に
生
ま
れ
育

っ
た
女
性
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
男
性
に
嫁
い
だ
こ
と
で
、
毎

日
の
米
に
も
苦
労
す
る

「味
噌
漉
し
奥
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
話
、

戦
前
戦
後
と
エ
リ
ー
ト
女
性
の
仕
事
だ

っ
た
と
い
う
電
話
交
換
手
に
な
っ

た
も
の
の
、
高
等
女
学
校
を
出
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
差
別
を
受
け
て
苦

労
し
た
話
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の
私
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
出
逢

っ
た

が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
族
も

．
緒
だ

っ

移
動
し
て
い
た
そ
う
だ
。
終
戦
後
、
宮
崎
県
の
山
間
部
の
村
々
に
は
ま
だ

ほ
と
ん
ど
電
気
が
通
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
村
に
電
線
を
引
い
て
電
気

を
通
し
て
く
れ
る
彼
ら
は
ど
の
村
で
も
歓
迎
さ
れ
た
と
い
う
。
野
菜
や
米

等
の
食
料
も
快
く
分
け
て
く
れ
た
し
、
猟
師
か
ら
猪
肉
を
も
ら
う
こ
と
も

あ
っ
た
そ
う
だ
。

彼
は
、
二
〇
年
間
こ
の
仕
事
を
し
続
け
た
。
村
々
を
家
族
と
共
に
常
に

,|

高
齢
者
介
護
の
現
場
は

一
般
的
に
、
身
体
能
力
も
記
憶
力
も
衰
え
た
老

人
た
ち
が
集
ま
つ
て
い
る
と
い
う
ィ
メ
ー
ジ
が
ぁ
り
、
介
護
の
仕
事
を
す

る
以
前
の
私
も
、
介
護
現
場
で
聞
き
書
き
が
で
き
る
と
は
想
像
し
た
こ
と

も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
た
と
ぇ
認
知
症
を
思

つ
た
方
で
あ

つ
て
も
、
子
供
の
頃
か
ら
青
年
期
に
つ
い
て
の
記
憶
は
か
な
り
鮮
明
な
方

も
多
く
、
表
現
力
も
豊
か
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
施
設
の
利
用
者
の
年

齢
に
は
幅
が
あ
る
し
、
生
ま
れ
育

っ
た
場
所
も
広
範
囲
に
及
ぶ
。
こ
れ
ま

で
民
俗
学
で
は
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
々
と
出
逢
え
る
場
所
な
の

で
あ
る
。
介
護
現
場
は
、
ま
さ
に

「民
俗
学
の
宝
庫
」
な
の
で
あ
り
、
聞

き
書
き
の
可
能
性
は
無
限
大
に
広
が
っ
て
い
る
の
だ
。

３
　
支
援
を
目
的
と
し
な
い
聞
き
書
き

で
は
、
介
護
現
場
に
お
い
て
、
民
俗
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ど
の
よ
う
な

介
護
の
世
界
で
は
、
利
用
者
の
話
を
聞
く
こ
と
で
記
憶
を
呼
び
起
こ
し

て
い
く

「
回
想
法
」
と
い
う
療
法
が
日
本
で
も
九
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に

試
み
ら
れ
て
き
た
。
回
想
法
は
利
用
者
の
思
い
出
を
聞
く
と
い
う
点
に
お

い
て
民
俗
学
の
開
き
書
き
と
共
通
す
る
側
面
も
あ
る
。
が
、
回
想
法
は
療

法
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
語
量
が
増
え
た
、
表

情
が
豊
か
に
な
っ
た
、
物
事
に
対
す
る
集
中
力
が
出
て
き
た
、
認
知
症
の

|

ヽ
|ま

つ

り
|ま

つ́

り
と
F

り
始
め
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の
だ
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を
持
つ

の

か

０
人
前
後

の
人
所
帯

で

人
生
で

．
番
景
気

の
よ
か

っ
た
時
期
だ

っ
た
と
振
り
返

渡
り
歩
き
続
け
て
い
た
た
め
、
定
住
の
地
で
あ
る
家
を
持
つ
こ
と
は

一
度

も
な
か
っ
た
が
、
仕
事
は
絶
え
る
こ
と
な
く
給
料
も
驚
く
程
高
か
っ
た
か

症
状
が
改
善
し
た
な
ど
と
い
っ
た
対
象
の
利
用
者
自
身
の
心
身
の
状
況
が

変
化
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
利
用
者
の
心
身
の
状
況
を
改

善
さ
せ
る
た
め
の
支
援
が
目
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
回
想
さ
れ
た
内
容
、
っ
ま
り
語
ら
れ
た
言
葉
よ
り
も
、
対
象
者
の
非

言
語
的
表
現
や
気
持
ち
の
動
き
の
方
が
注
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

一
方
の
民
俗
学
の
聞
き
書
き
は
、
調
査
対
象
者
や
調
査
対
象
地
の
生
活

や
文
化
を
調
査
し
、
記
録
し
、
分
析
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

語
り
手
の
言
葉
を
聞
き
逃
さ
ず
に
書
き
と
め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。

介
護
現
場
に
お
い
て
、
語
り
手
の
言
葉
そ
の
も
の
に
向
き
合
う
こ
と
に

徹
し
、
支
援
で
は
な
く
民
俗
学
的
関
心
を
持

つ
て
聞
き
書
き
を
行
う
と
何

が
起
き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
聞
き
手
で
あ
る
介
誰
職
貝

（私
）
と
語
り
手

で
あ
る
利
用
者
と
の
関
係
性
の
逆
転
で
あ
る
。

利
用
者
は
、
日
常
的
な
介
護
の
場
面
で
は
常
に
介
護
さ
れ
る
側
、
助
け

ら
れ
る
側
と
い
う
受
動
的
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
回
想
法

の
場
面
で
も
変
わ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
回
想
法
を
行
う
介
護
職
員
は
―‐‐―

想
法
と
い
う
知
識
と
技
術
を
持

っ
て
相
手
の
行
動
の
変
化
を

「
促
す
側
」

に
あ
り
、
知
識
と
技
術
を
持
た
な
い

「促
さ
れ
る
側
」
の
利
用
者
に
対
し

て
優
位
な
立
場
で
話
を
聞
く
か
ら
だ
。
常
に

「
さ
れ
る
側
」
に
あ
る
と
い

う
の
は
と
て
も
辛
い
こ
と
だ
と
思
う
。
利
用
者
が
、
「
こ
の
世
は
生
き
地

獄
だ
」
と
生
き
る
こ
と
へ
絶
望
感
を
抱
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
介
護
現
場

で
の
関
係
性
の
固
定
化
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
民
俗
学
の
間
き
書
き
に
お
い
て
は
、
調
査



者

（聞
き
手
）
と
調
査
対
象
者

（語
り
手
）
と
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
知

識
は
あ

っ
て
も
、
実
際
の
経
験
や
そ
れ
に
基
づ
く
民
俗
的
知
識
を
持

っ
て

い
な
い
聞
き
手
が
、
そ
れ
ら
を
豊
富
に
身
に
つ
け
て
い
る
語
り
手
に
、
そ

の
経
験
を

「教
え
て
も
ら
う
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
。

介
護
現
場
で
も
、
支
援
を
目
的
と
せ
ず
、
民
俗
学
的
関
心
の
も
と
に
、

利
用
者
の
経
験
を

「教
え
て
も
ら
う
」
と
い
う
立
場
で
聞
き
書
き
を
す
る

と
、
「介
護
さ
れ
る
側
」
で
あ
る
利
用
者
と

「介
護
す
る
側
」
で
あ
る
介

護
職
員

（私
）
と
の
関
係
は
、
「教
え
る
側
」
と

「教
え
ら
れ
る
側
」
と

に
変
化
し
て
い
っ
た
。
聞
き
書
き
を
し
て
い
る
時
に
利
用
者
の
表
情
が
活

き
活
き
と
輝
い
て
い
く
の
は
、
常
に
受
動
的
な

「
さ
れ
る
側
」
に
あ

っ
た

利
用
者
が
、
「教
え
る
」
と
い
う
能
動
的
な
立
場
に
立

つ
場
画
を
持

つ
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
を
生
き
て
い
く
た
め
の
意
欲
を
取
り
戻
し
て
く

れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

職
員
た
ち
も
戸
惑

っ
て
い
た
が
、
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
用
り
に
い
た
他

の
利
用
者
が
興
味
を
持

つ
て
く
れ
て
、
相
槌
を
打
つ
て
く
れ
た
り
、
質
円

を
し
た
り
と
、
聞
き
書
き
に
加
わ
つ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
世
代

の
方
や
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
方
が
加
わ
る
こ
と
で
語
り
手
が
餞

舌
に
な
る
の
は
、
民
俗
学
の
フ
イ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
も
よ
く
経
験
す
る
こ

と
だ
。
聞
き
書
き
は
少
し
ず
つ
喘
リ
ト
が
り
、
更
に
職
貝
た
ち
も
、
利
用

者
た
ち
の
間
に
入

っ
て
、
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
聞
き

書
き
は
い
つ
の
間
に
か
、
私
と
対
象
の
利
用
者
と
の
一
対

一
の
形
か
ら
、

デ
イ
ル
ー
ム
に
い
る
み
ん
な
を
巻
き
込
ん
だ
開
か
れ
た
形
に
展
開
し
て
い

つ
た
の
で
あ
る
。

聞
き
書
き
の
内
容
を
ま
と
め
る
表
現
方
法
も
変
化
し
て
い
っ
た
。
『思

い
出
の
記
」
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
る
時
間
と
労
力
が
な
か
な
か
か
け
ら

れ
な
い
中
、
も
う
少
し
簡
単
に
で
き
る
方
法
と
し
て
、
は
が
き
大
の
―――――
用

紙
に
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た

「す
ま
い
る
か
る
た
」
を
作
る
よ
う
に
な
っ

た

（詳
細
は
、
「そ
れ
で
も
私
は
介
護
の
仕
事
を
続
け
て
い
く
」
を
参
照
）。
「
す

ま
い
る
か
る
た
」
作
り
で
は
、
聞
き
書
き
に
参
加
し
た
語
り
手
の
利
用
者

や
そ
の
他
の
参
加
者
と
も
協
力
し
て
、
そ
の
場
で
か
る
た
を
作

っ
て
し
ま

う
の
で
、
聞
き
書
き
の
場
も
表
現
の
場
も
い
ず
れ
も
開
か
れ
て
い
っ
た
。

し
た
が
つ
て
、
聞
き
書
き
も
表
現
も
み
ん
な
で
協
力
し
て
行
う
と
い
う
点

に
お
い
て
、
聞
き
手
を
担
う
職
員
の
負
担
感
は
か
な
り
軽
減
さ
れ
た
と
思

う
。
実
際
、
私
は
講
演
の
際
に
は
、
そ
の
後
半
に
聞
き
書
き
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
行
い
、
四
―
六
人
の
グ
ル
ー
プ
で
聞
き
書
き
を
し
て
、
か
る
た

４
　

一
対

一
の
間
き
書
き
か
ら
開
か
れ
た
聞
き
書
き
ヘ

こ
の
よ
う
に
高
齢
者
施
設
で
の
聞
き
書
き
は
、
民
俗
学
に
と

っ
て
も
、

介
護
現
場
に
と
っ
て
も
可
能
性
に
満
ち
て
お
り
、
私
は
、
民
俗
学
の
研
究

者
や
民
俗
学
を
専
攻
し
た
学
生
た
ち
が
介
護
の
現
場
に
是
非
入
っ
て
聞
き

書
き
を
し
て
も
ら
い
た
い
し
、
高
齢
者
施
設
で
働
く
介
護
職
の
方
た
ち
に

も
、
民
俗
学
に
関
心
を
持

っ
て
利
用
者
へ
の
開
き
書
き
を
行

っ
て
も
ら
い

た
い
と
、
二
〇

一
二
年
刊
行
の
拙
♯

『驚
き
の
介
護
民
俗
学
』
で
呼
び
か

け
た
。

「俺
の
宝
だ
」と
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
り
、利
用
者
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
、

家
族
が
お
通
夜
で

『思
い
出
の
記
』
の
一
部
を
読
み
上
げ
て
く
だ
さ
っ
た

り
も
し
た
。

た
だ
、
聞
き
書
き
を

『思
い
出
の
記
』
に
ま
と
め
る
作
業
は
、
介
護
の

仕
事
の
合
間
に
行
う
た
め
に
、　
一
――――
ま
と
め
る
の
に
三
ヵ
月
か
ら
半
年
程
の

時
間
が
か
か
っ
た
。
か
な
り
の
時
間
と
労
力
が
必
要
で
あ
つ
た
た
め
、
他
の

戦
員
へ
も
聞
き
書
き
を
広
め
て
い
く
と
い
う
の
は
難
し
か
っ
た
。
ま
た
、
個

室
で
行
う

一
対

一
の
間
き
書
き
は
、
対
象
の
利
用
者
と
聞
き
手
で
あ
る
私

と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
が
他
の
利
用
者
や
職

員
と
の
関
係
の
変
化
へ
と
繋
が
つ
て
い
く
こ
と
に
は
な
ら
な
か
つ
た
。

そ
の
後
、
私
は
、
現
在
勤
務
し
て
い
る

「す
ま
い
る
ほ
―
む
」
と
い
う

定
員

一
〇
名
の
小
規
模
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
管
理
者

・
生
活
相
談
員
に
な

つ
た
。
だ
が
、
管
理
者
と
し
て
の
事
務
的
な
仕
事
や
生
活
相
談
員
と
し
て

の
利
用
者
や
家
族
の
相
談
業
務
に
加
え
、
小
規
模
で
あ
る
が
ゆ
え
に
介
護

職
員
の
人
数
も
少
な
い
の
で
、
送
迎
や
人
浴
、
排
泄
、
食
事
等
の
介
護
の

仕
事
も
兼
務
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
前
の
大
規
模
施
設
の
一
介
護
職
員

の
時
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
程
に
多
忙
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
個
室

で

一
対

一
で
聞
き
書
き
を
行
う
余
裕
は
時
間
的
に
も
精
神
的
に
も
全
く
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
苦
肉
の
策
と
し
て
始
め
た
の
が
、
昼
休
み
や
午
後
の
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
に
、
み
ん
な
が
集
う
デ
イ
ル
ー
ム
で
、　
一
人
の
利
用

者
に
聞
き
書
き
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
最
初
は
、
利
用
者
た
ち
も
、

■■■■■
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，
１

一

あ
れ
か
ら

一
二
年
が
経

つ
が
、
民
俗
学
の
側
か
ら
は
、
「現
代
民
俗
学

　

８

入
門
』
の
中
で

「介
護
民
俗
学
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「現
代
に
お
け
る

福
祉
や
ケ
ア
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
、
現

代
民
俗
学
の
最
前
線
の
論
点
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、

介
護
現
場
で
も
聞
き
書
き
が
様
々
な
形
で
始
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

高
知
県
に
あ
る

「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
長
老
大
学
」
で
は
、
「
介
護
民
俗
学
」

に
触
発
さ
れ
た
と
、
二
〇

一
五
年
か
ら
利
用
者
を

「先
生
」
と
し
て
聞
き

書
き
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
冊
子
に
し
て
地
域
の
小
学
校
に
配

っ
た
り
、

く
ｏ
σ
上
で
公
開
し
た
り
し
て
い
る
。
更
に
は
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
い
ｏ
ｏ
日

を

使

っ
た
聞
き
書
き
も

「
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
」
と
称
し
て
展
開
し

て

い
る

。

「介
護
民
俗
学
」
は
民
俗
学
か
ら
も
介
護
現
場
か
ら
も
注
目
し
て
い
た

だ
き
、
様
々
な
実
践
に
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
私
自
身
の
開
き
書
き
も
、

私
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。

介
護
現
場
で
働
き
始
め
た
当
初
、
私
は
、
社
会
福
祉
法
人
の
運
営
す
る

大
規
模
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
介
護
職
員
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
入
所
施
設
の

介
護
職
員
と
し
て
働
い
た
の
だ
が
、
そ
の
一
つ
の
役
割
と
し
て
、
週
に

一

―
二
日
、　
一
回
に
つ
き

一
時
間
程
度
、
個
軍
で
利
用
者
へ
と
聞
き
書
き
を

す
る
時
間
を
設
け
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
開
き
書
き
し
た
内
容

は
、
『思
い
出
の
記
」
と
い
う
冊
子
に
ま
と
め
、利
用
者
や
家
族

へ
と
渡
し
、

更
に
、事
業
所
内
の
他
の
職
員
た
ち
に
も
読
ん
で
も
ら
つ
た
り
し
て
い
た
。

そ
う
し
て
ま
と
め
た

『思
い
出
の
記
』
は

一
〇
冊
を
超
え
、
利
用
者
に
は
、



に
ま
と
め
て
い
た
だ

い
て
き
た
が
、
参
加
者
の
感
想

の
多
く
は
、
「
こ
の

方
法
だ

つ
た
ら
自
分
の
施
設
で
も
で
き
そ
う
だ
」
と
い
う
前
向
き
な
も
の

な
で
話
し
合
っ
て
決
め
て
ぃ
く
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
て
い
つ
た
ｏ

私
が

「介
護
民
俗
学
」
と
名
付
け
た
民
俗
学
的
ァ
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
Ⅲ

き
書
き
の
実
践
は
、
介
護
現
場
に
お
け
る

一
す
る
／
さ
れ
る
」
と
い
う
川

定
化
さ
れ
た
関
係
を
逆
転
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
更
に
は
、
開
か
れ
た

聞
き
書
き
へ
と
形
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
対
話
の
場
を
作
り
Ｌ
げ

て
い
く
こ
と
に
な
つ
た
。
介
護
現
場
は
閉
塞
的
に
な
り
や
す
く
、
だ
か
ら

こ
そ
介
護
職
員
と
利
用
者
の
関
係
も
行
き
詰

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
の

だ
が
、
開
か
れ
た
聞
き
書
き
が
行
わ
れ
、
常
に
対
話
の
場
が
あ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
で
、
利
用
者
も
介
護
職
員
も
、
ま
た
家
族
も
、
参
加
す
る
人
そ

れ
ぞ
れ
が
つ
な
が
り
合

っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

そ
ぅ
し
た
確
か
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
れ
か
ら
を

生
き
て
い
こ
う
と
い
う
希
望
を
持
っ
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。そ

し
て
、
何
よ
り
、
長
年
生
き
に
く
さ
を
感
じ
て
い
た
私
も
ま
た
、
「介

護
民
俗
学
」
の
実
践
の
場
で
あ
る
す
ま
い
る
は
―
む
で
、
利
用
者
や
職
員

た
ち
と
対
話
を
し
共
に
過
ご
す
こ
と
に
よ

つ
て
、
自
ら
が
生
き
て
い
く
こ

と
を
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
つ
た
の
だ

っ
た
。
そ
う

い
う
意
味
で

は
、
「
介
護
民
俗
学
」
の
実
践
は
、私
に
と

っ
て
の

「
生
き
る
た
め
の
実
践
」

で
も
あ

つ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

６
　
介
調
と
民
俗
学
の
親
和
性
―
―
効
率
化
、
生
産
性
へ
の
抗
い
と
し
て

超
高
齢
化
に
よ
り
介
護
ニ
ー
ズ
が
ま
す
ま
す
高
ま
る

一
方
で
、
介
護
現

だ

設
備
、
原
材
料
な
ど
の
投
入
量
と
こ
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
生
魔
物

の
生
産
量
と
の
比
率
」
（『日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）
の
こ
と
で
あ
り
、
本

来
は
モ
ノ
を
作
る
業
種
に
お
い
て
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
人
と
か
か

わ
る
仕
事
で
あ
る
介
護
の
現
場
で
使
う
こ
と
が
相
応
し
い
と
は
思
え
な
い
。

ま
た
、
現
在
の
社
会
に
は
、
「
生
産
性
」
が
あ
る
こ
と
に
の
み
存
在
価

値
を
認
め
る
風
潮
が
あ
り
、
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
は
、
障
害
者
や

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
、生
活
保
護
受
綸
者
の
方
な
ど
と
共
に
、
「生
産
性
の
な
い
人
」

「社
会
の
お
荷
物
」
と
し
て
、容
赦
な
い
バ
ッ
シ
ン
グ
を
浴
び
せ
ら
れ
た
り
、

社
会
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
更
に
深
刻
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
社
会
の
価
値
観
は
介
護
を
必
要
と

す
る
高
齢
者
自
身
を
も
呪
縛
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
み
な

「人
の
役
に
Ｉ

た
な
く
な
っ
た
ら
お
し
ま
い
だ
」
「迷
惑
を
か
け
な
い
で
死
に
た
い
」
と
、

で
き
た
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
自
分
の
老
い
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず

に
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
。
介
護
現
場
と
は
、
そ
の
よ
う
に

「生
産
性
」
と

い
う
価
値
観
で
排
除
さ
れ
苦
し
む
人
た
ち
が
集
う
場
所
な
の
で
あ
り
、
そ

こ
に

「生
産
性
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
込
む
こ
と
で
更
に
彼
ら
を
否
定
し

た
り
、
追
い
詰
め
た
り
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

介
護
の
仕
事
の
本
質
は
、
利
用
者

一
人

一
人
に
寄
り
添
い
、
老
い
に
共

に
向
き
合
い
な
が
ら
、
共
に
生
き
る
希
望
を
見
出
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で

は
な
い
か
、と
私
は
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
共
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、

自
ら
の
老
い
に
直
面
し
苦
し
む
利
用
者
が
自
分
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
肯

定
し
、
最
期
ま
で
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
や
そ
れ
を
支
え
る
希
望
を

っ
た

ｃ

５
　
開
か
れ
た
聞
き
書
き
が
対
話
の
場
を
作
る

||||

■■■

一
対

一
の
開
ざ
さ
れ
た
聞
き
吉
き
か
ら
、
み
ん
な
で
行
う
開
か
れ
た
聞

き
書
き

へ
。
そ
し
て
、
み
ん
な
で
協
力
し
て

「
か
る
た
」
に
ま
と
め
る
表

現
方
法

へ
。
そ
う
し
た
聞
き
書
き
の
形
の
変
化
は
、
す
ま
い
る
ほ
―
む
に

お
け
る
関
係
性
や
場
に
思
わ
ぬ
好
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

っ
た
。
開
き

書
き
に
参
加
し
た
介
護
職
員
た
ち
が
利
用
者
の
人
生
を
深
く
知
る
機
会
に

な

っ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
他
の
利
用
者
た
ち
も
語
り
手

の
利
用
者

の
生

き
方
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
方
を
受
け
入
れ
て
い
く
き

つ
か
け
に
な

つ
て

ぃ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
利
用
者
と
介
護
職
員
と
の
関
係
、
利
用
者
同
士
の

関
係
が
深
ま

つ
て
い
き
、
互
い
を
尊
重
し
合
う
、
対
等
な
関
係

へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
開
か
れ
た
聞
き
書
き
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ

つ
て
、
す

ま
い
る
ほ
―
む
の
日
常
に
対
話

の
場
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も

大
き
い
。
聞
き
書
き
を
し
て
い
る
時
ば
か
り
で
な
く
、
日
常
会
話
に
お
い

て
も
、
利
用
者
同
十
で
お
互
い
の
人
生
に
つ
い
て
語
り
合

っ
て
い
た
り
、
介

護
職
員
も
利
用
者

へ
と
話
を
聞
い
た
り
、
逆
に
自
ら
の
人
生
の
悩
み
を
相

談
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
更
に
は
、毎
月
の
行
事
や
お
芝
居
等
、

何
か
す
ま
い
る
ほ
―
む
で
行
う
時
に
は
、
利
用
者
と
介
護
職
員
と
が
み
ん

場
は
常
に
深
刻
な
人
手
不
足
の
状
態
に
あ
り
、
そ
の
状
況
は

一
向
に
改
善

さ
れ
る
見
込
み
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
厚
生
労
働
省
は
、
こ
こ
数
年
、
介

護
現
場
に
、
「
生
産
性
の
向
上
」
を
促
進
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
介
護

ソ
フ
ト
、
タ
ブ
レ
ツ
ト
端
末
や
見
守
リ
セ
ン
サ
ー
の

導
入
な
ど
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
情
報
共
有
を
効
率

化
し
、
チ
ー
ム
ケ
ア
の
質
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
日
常
業
務
に
お
け
る
ム
ダ
や
ム
ラ
を
見
直
し
、
業
務
の
効
率
化
に

取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
で
、
介
護
職
員
の
業
務
負
担
を
軽
減
し
、
働
き
や

す

い
環
境
を
作

っ
て
い
く
こ
と
が
促
さ
れ
て
い
る

（厚
生
労
働
省

「
介
護

分
野
に
お
け
る
生
産
性
向
上
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
」
）。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
よ
る

「
生
産
性

の
向
上
」
で
、
ム
ダ
を
無
く

し
、
業
務
が
効
率
化
で
き
、
そ
の
分
利
用
者
と
向
き
合
う
時
間
を
増
や
し

て
、
ケ
ア
の
質
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
厚
労
省
は
唱
え
て
い
る
。

し
か
し
、
業
務
が
効
率
化
さ
れ
る
こ
と
が
、
直
ち
に
利
用
者
と
向
き
合
う

時
間
を
増
や
す
こ
と
に
本
当
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
疑
間
が
あ
る
。

実
際
、
二
〇
二
四
年
度

の
介
護
報
酬
改
定
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
に
よ
り

「
生

産
性

の
向
上
」
に
取
り
組
ん
だ
入
所
施
設
の
介
護
職
員
の
人
員
配
置
基
準

が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

つ
ま
り
、
「
生
産
性

の
向
Ｌ
」
は
、　
一

層
の
人
件
費

の
削
減
■
人
減
ら
し
）
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か

ね
な
い
の
だ
。

そ
も
そ
も
、
介
護
の
現
場
に
、
「生
産
性
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
込
む
こ

と
自
体
に
も
私
は
強

い
違
和
感
を
覚
え
る
。
「
生
産
性
」
と
は
、
「
労
働
、

ヽ,



持
て
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
効
率
化

で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
に
は
心
が
揺
れ
動
き
、
立
ち
止
ま

っ
た
り
、

後
退
し
た
り
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
利
用
者
と
共
に
あ
り
続
け
る
と
い

う
、
時
間
も
労
力
も
人
手
も
か
か
る
の
が
介
護
の
仕
事
な
の
だ
。

一
方
、
人
の
暮
は
じ
や
生
き
方
を
研
究
し
、
向
き
合
お
う
と
す
る
民
俗

学
の
聞
き
書
き
も
、
ま
た
、
「効
率
化
」
や

「
生
産
性
の
向
上
」
と
は
対

極
に
あ
る
営
み
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
聞
き
書
き
は
、
語
り
手
と
の
関

係
性
を
少
し
ず
つ
築
き
な
が
ら
、
そ
し
て
、
相
手
の
状
況
に
応
じ
な
が
ら

進
め
ら
れ
て
い
く
。
だ
か
ら
、何
度
も
足
を
連
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

聞
き
た
い
テ
ー
マ
か
ら
外
れ
た
話
に
展
開
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
時
に

は
聞
き
書
き
そ
の
も
の
を
中
断
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
も
あ
る
。
効

率
的
に
話
を
聞
こ
う
と
し
て
も
、
決
し
て
上
手
く
は
い
か
な
い
し
、
研
究

に
値
す
る
だ
け
の
十
分
な
内
容
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

そ
も
そ
も
民
俗
と
は
、
様
々
な

「
ム
ダ
」
や

「
ム
ラ
」
を
包
授
す
る
こ
と

で
社
会
を
よ
り
豊
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、
人
々
の
間
に
継
承
さ
れ
て
き

た
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
民
俗
を
研
究
の
対
象
と
す
る
民
俗
学
も
ま
た
、

「効
率
化
」
と
か
「化
産
性
」
に
は
な
じ
ま
な
い
学
間
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
か
ら
思
え
ば
、
私
が
民
俗
学
を
学
び
、
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
そ
う
し
た
近
代
的
な
合
理
主
義
や
効
率
性
の
よ
う
な
息
苦
し
さ
か
ら

距
離
を
置
い
て
で
き
る
学
問
で
あ
り
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。
そ
し
て
、
民
俗
研
究
者
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
聞
き
書
き
を
非

効
率
的
に
不
器
用
に
や
っ
て
き
た
私
が
、
介
護
現
場
で
も
ま
た
、
ほ
と
ん

ど
何
の
抵
抗
も
な
く
、
自
然
に
聞
き
書
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

こ
の
介
護
と
民
俗
学

（の
聞
き
書
き
）
と
が
共
に

「効
率
化
」
や

「生
産
性
」

に
な
じ
ま
な
い
、
も

っ
と
言
え
ば
、
許
容
し
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、

親
和
性
を
持

っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

そ
う
な
の
だ
。
介
護
も
民
俗
学
も
、
「効
率
化
」
や

「生
産
性
」
を

「許

容
し
な
い
」
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
、
こ
れ
か
ら
も
、
「介
護
民
俗
学
」

の
聞
き
書
き
を
続
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、介
護
の
仕
事
に
求
め
ら
れ
る
「生

産
性
の
向
上
」

へ
と
、
そ
し
て
、
「生
産
性
が
あ
る
」
こ
と
の
み
に
価
値

を
置
く
世
の
中
の
風
潮
へ
と
、
抗
う
た
め
の
実
践
で
も
あ
る
の
だ
。

――

・
―

メ

Ｌ

Ｉ

′

Ｈ

Ｉ

繰
り
返
す
こ
と
の
民
俗
学

辻
本
侑
生

度
経
済
成
長
期
ま
で
当
た
り
前
に
営
ん
で
き
た
焼
畑
農
業
に
は
、
―
数
年
単

位
の
植
生
の
回
復
と
利
用
の
繰
り
返
し
が
包
合
さ
れ
て
い
る

（０い
鈴
木
ほ
か

一硼
　
Ｎ̈Ｏ
時ヽ
）。

自
然
と
と
も
に
暮
ら
す
人
び
と
の
日
常
に
お
い
て
は
、
焼
畑
の
よ
う
に
人

び
と
の
側
が
自
然
に
働
き
か
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
の
側
か
ら
働
き
か

け
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
津
波
で
あ
る
。
民
俗
学
者

・
地
理

学
者
の
山
口
弥

一
郎
は
、
数
十
年
に

一
度
、
大
津
波
に
襲
わ
れ
る
三
陸
沿
岸

を

「津
波
常
習
地
」
と
名
付
け
、
三
陸
沿
岸
の
人
び
と
が
高
台
移
転
と
海
の

近
く

へ
の
復
帰
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
津
波
と
と
も
に
暮
ら
し
て
き
た
メ
ヵ

ニ
ズ
ム
を
探
究
し
て
い
る

（山
口

【０
お

一
内
山

・
辻
本

８
に
）。
大
き
な
津

波
が
発
生
す
る
の
は
数
十
年
に

一
度
で
あ
る
が
、
津
波
に
よ
っ
て
命
を
失

っ

た
人
び
と
を
思
い
出
し
、
弔
う
日
は
毎
年
や
っ
て
く
る
。　
一
九
二
三
年
の
昭

和
三
陸
津
波
の
あ
と
、
三
陸
沿
岸
の
人
び
と
は
、
津
波
の
発
生
し
た
二
月
ｉ

|
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１
　
日
常
の
暮
ら
し
と
繰
り
返
し

民
俗
学
者
の
坪
井
洋
文
は
、
東
京
都
三
宅
島
で
焼
畑
農
業
を
営
ん
で
暮
ら

し
て
き
た
七
七
歳
の
女
性
か
ら
、
「
わ
た
し
は
長
生
き
を
し
す
ぎ
た
た
め
に
、

こ
う
し
て
ま
だ
焼
畑
を
作

つ
て
い
る
の
で
す
。
ふ
っ
ぅ
は
、
こ
こ
を
三
回
ま

わ
れ
ば

一
生
は
終
る
の
に
…
…
」
（坪
井

ＨＯ
き
ｔ
ωＯ
）、
と

ぃ
ぅ
話
を
聞
き
取

つ
て
い
る
。
同
じ
土
地
を
毎
年
耕
作
す
る
水
口
や
常
畑
で
の
農
業
と
異
な
り
、

焼
畑
は
土
地
を
順
番
に
切
り
開
い
て
火
を
入
れ
、
作
物
を
育
て
る
。
そ
し
て

―
数
年
後
に
地
力
が
回
復
す
る
と
、
再
び
同
じ
土
地
を
ま
た
切
り
開
い
て
焼

畑
と
し
て
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
坪
井
が
話
を
聞
い
た
地
域
で
は
、
大

人
に
な

っ
て
か
ら
、　
一
五
年
ほ
ど
周
期
の
焼
畑
を
三
周

（
――
四
五
年
）
す
る

と

「
一
ｔ
が
終
る
」
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
女
性
は

「長
生
き
を
し

す
ぎ
た
」
と
語

つ
て
い
た
の
だ
。
日
本
全
国
の
中
山
間
地
域
の
人
び
と
が
高

日
常

・
ク
ィ
ァ

・
強
迫
症

,,



フ
ィ
リ
ッ
プ
、
フ
ロ
ー
ム
著
／
佐
藤
正
樹

訳

小
氷
期
か
ら
現
代
の
気
候
変
動
に
い
た
る
文
明
の
歴
史
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＾
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築
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す
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７
０
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野
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日
本
人
は
英
語
を

ど
う
訳
し
て
き
た
か

訳
し
上
げ
と
順
送
り
の
史
的
研
究
　
――
本
の
英
語
翻

訳
は
い
か
に
な
さ
れ
て
き
た
か
，
　
一世
し
上
げ
」
に
抗

し
て

「順
送
り
」
訳
の
有
効
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を
打
ち
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し
．
訳
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に
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の
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．
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０
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憶
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．
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。
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．
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０
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