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遺
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
厳
に
注
意
す
べ
き
だ
が

f

短
絡
的
な
合
理
主
義
に
よ
っ
て
せ
っ
か
く
積
み
上
げ
て
来
た
芸
術
文
化
振
興
の
諸
方
策
に
消
極
的
な
改
廃
を
加
え

f

永
‘
.
＼
弊
害
を

一
方
こ
ん
に
ち
芸
術
文
化
振
興
の
た
め
に
行
政
は
何
を
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か

を
r

き
び
し
く
、

か
つ
深
慮
遠
謀
を
も
っ
て
反
省
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

近
頃
II

行
政
の
文
化
化
II

と
い
う
こ
と
が
し
き
り
に
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
芸
術
文
化
の
振
興
を
国
や
自
治
体
の
文
化
担
当
部
局
だ

け
の
仕
事
と
限
定
せ
ず
、
ひ
ろ
く
行
政
全
般
の
た
か
へ
文
化
性
を
導
入
し
て

t

．
近
年
多
く
の
国
民
・
住
民
が
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
、

ゆ
と
り
や
安
ら
ぎ
、
心
の
充
実
へ
の
要
望
に
応
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
ご
く
結
構
な
事
に
ち
が
い
な
い
が
、

芸
術
文
化
の
問
題
に
対
す
る
た
し
か
な
知
朧
や
経
験
の
裏
づ
け
が
な
く
て
は
、
一
時
的
に
、
ま
た
あ
る
部
面
で
は
目
覚
し
い
展
開
が

あ
っ
て
応
、
永
続
的
本
質
的
な
成
果
は
期
待
で
き
な
い
。
芸
術
文
化
振
輿
を
専
門
に
担
当
す
る
行
政
組
織
が
、
各
方
面
の
専
門
的
な

知
識
経
験
を
結
集
し
つ
つ
長
期
的
な
観
点
に
立
っ
て
文
化
行
政
の
中
核
的
な
責
務
を
果
た
し
て
ゆ
く
こ
と
も
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
事

の
重
要
性
が
r

I

I

行
政
の
文
化
化
II

の
目
新
し
さ
の
故
に
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

二
文
化
財
の
保
護
と
文
化
普
及
の
為
の
施
策

文
化
財
の
保
護
は
、
文
化
が
行
政
に
期
待
せ
ざ
る
を
得
な
い
局
面
の
、
最
も
端
的
な
例
と
い
え
よ
う
。
過
去
に
お
い
て
も
、
時
代

の
移
り
替
り
の
と
ぎ
ど
き
に

r

当
面
す
る
社
会
的
経
済
的
必
要
に
ま
か
せ
て
、
不
用
意
に
か
け
が
え
の
な
い
文
化
遺
産
を
減
失
毀
損

し
て
し
ま
っ
た
実
例
は
少
な
く
な
い
。
文
化
財
の
保
護
は
、
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
民
間
の
自
主
的
な
活
動
に
期
待
す
る
の
を
最
上

と
す
る
現
代
に
お
い
て
も
、

国
費
。
公
費
を
直
接
間
按
に
投
入
し

f

時
に
は
私
櫂
に
多
少
の
制
約
を
加
え
た
り
し
て
、
措
置
す
る
こ

と
の
必
要
な
、
重
要
な
分
野
で
あ
る
。
高
度
に
経
惰
発
展
し

r

急
激
に
社
会
構
造
や
生
活
様
式
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
代
で
は
、
一

段
と
そ
の
緊
要
度
が
高
ま
っ
た
と
忠
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
文
化
遣
産
を
ど
の
よ
う
に
保
存
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、

一
時
的
な
好
尚
に
流
さ
れ
た
り
、
狭
い
一
専
門
領
娯
の
必
要
に
と
ら
わ
れ
た
り
し
な
い
よ
う

r

各
方
面
の
専
門
的
知
識
経
験
を
結

集
、
綜
合
し
て
行
う

r

長
い
視
野
を
も
っ
た
行
政
措
置
が
不
可
欠
で
あ
る
。

し
く
な
い
し

f

国
民
か
ら
真
底
の
満
足
惑
を
応
っ
て
迎
え
ら
れ
は
す
ま
い
。

い
。
の
み
な

現
実
の
必
要
性
や
経
済
効
率
だ
け
に
目
を
向
け
て
文
化
的
祝
野
の
欠
落
し
た
行
政
は
、
先
進
文
明
国
に
ふ
さ
わ

化
振
興
の
た
め
行
政
の
力
に
期
待
ず
る
ほ
か
は
な
い
事
柄
、
あ
る
い
は
行
政
に
よ
れ
ば
最
も
有
効
に
対
処
し
う
る
事
柄
が
少
な
く
な

さ
れ
る
行
政
費
の
多
寡
を
も
っ
て
文
化
の
隆
替
を
除
ず
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

し
か
し
現
代
の
社
会
で
は
、

芸
術
文

も
ち
ろ
ん
文
化
は

の
歴
史
と
共
に
古
く
、

文
化
行
政
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
は
毛
頭
な
い
の
て
文
化
の
た
め
に
支
出

と
し
た
視
座
や
姿
勢
を
保
つ
こ
と
が
、
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

本
質
が
持
つ
悠
久
の
生
命
を
考
え
れ
ば

こ
の
事
に
か
か
わ
る
者
に
は

一
時
の
世
の
成
り
ゆ
き
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く

r

確
固

グ
と
か
補
助
金
一
律
削
減
と
か
の
枠
の
中
で
、
ど
う
形
を
つ
け
て
ゆ
く
か
関
係
者
は
四
苦
八
苦
の
態
で
あ
る
。
だ
が
芸
術
や
文
化
の

く
も
色
あ
せ
た
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。

わ
ず
か
四

0
0億
前
後
の
文
化
庁
予
算
竺
編
成
に
つ
い
て
も
、
ゼ
ロ
：
ジ
ー
リ
，
，

J

一
時
高
く
掲
げ
ら
れ
た
II

文
化
の
時
代
“

の
旗
じ
る
し
も
、
財
政
再
建
や
行
政
改
革
が
至
上
命
題
と
取
り
沙
汰
さ
れ
る
昨
今

f

早

文
化
に
対
す
る
行
政
の
責
務
は
何
か

芸
術
文
化
振
興
の
根
本
問
題

犬

丸

直

ーご—
し’

- 4 -
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難
し
い
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

え
よ
う
。

し
か
し

r

行
政
檬
関
に
よ
り
専
門
家
の
衆
知
を
集
め
て
「
公
正
」
を
期
し
て
行
わ
れ
る
文
化
の
パ
ト
ロ
、
ネ
ー
ジ
を
、
往
年

の
名
。
ハ
ト
ロ
ン
が
為
し
得
た
よ
う
に
心
の
か
よ
っ
た
生
ぎ
た
も
の
に
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
は
、
現
代
の
文
化
行
政
の
最
も

の
最
大
の
パ
ト
ロ
ン
た
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
文
化
創
造
の
促
進
は

文
化
行
政
の
最
も
重
要
な
責
務
と
も
言

J

ん
に
ち
こ
れ
に
代
っ
て
人
々
を
根
底
か
ら

を
期
待
で
ぎ
る
記
ろ
う
か
。

さ
て
芸
術
文
化
の
発
展
を
、
文
化
財
保
襲
の
促
進
だ
け
で
期
待
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
彦
な
い
。
文
化
財
保
護
は
、
そ
の
こ

と
自
体
が
自
己
目
的
在
の
で
は
な
く

f

過
去
の
文
化
遺
産
が
現
在
に
お
い
て
ま
た
将
来
に
わ
た
り
、
々
の
耳
目
に
ふ
れ
て
そ
の
精

神
を
励
か
し
高
め

r

ひ
い
て
は
新
し
い
文
化
創
造
へ
の
糧
と
な
る
の
で
な
け
れ
ば
意
味
は
な
い
。

文
化
は
そ
の
根
ざ
す
社
会
の
伝
統
の
母
胎
を
遊
離
し
て
は
、
力
強
く
育
ち
得
な
い
が
、

を
遂
げ
る
に
は
、

験
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た

r

は
の
り
超
え
、
新
し
い
生
命
に
目
覚
め
変
貌
を
と
げ
た
塵
史
を
持
つ
応
の
が
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
化
発
展
の
諸
要
因
が
、
現
在

の
日
本
に
ど
れ
だ
け
慟
い
て
い
る
だ
ろ
う
か

f

慟
＇
．
＼
可
能
性
が
ど
れ
だ
げ
あ
る
だ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
の
可
能
性
を
増
大
さ
せ
る
に

は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
る
も
の
と
し
て
文
化
行
政
が
為
す
べ
き
こ
と
は
、
文
化
財
の
保
護
だ
け
で
は
な
い

第
一
に
、

そ
の
契
檄
と
し
て

r

外
来
の
文
化
と
捺
触
し
、
そ
こ
か
ら
学
び
、
あ
る
い
は
衝
撃
を
受
け
宛
し
く
は
屈
折
す
る
経

こ
ん
に
ち
伝
統
と
し
て
確
立
し
て
い
る
文
化
で
も
、
過
去
の
あ
る
時
期
に
、
伝
統
を
否
定
し
、
あ
る
い

で
ぎ
る
限
り
多
く
の
国
民
に
内
外
の
す
ぐ
れ
た
芸
術
文
化
に
接
す
る
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
行
政
の
為
す
べ
ぎ
こ
と

の
範
囲
は
小
さ
く
な
い
。
こ
ん
に
ち
で
ー
も
国
民
の
文
化
享
受
の
機
会
に
は
、
地
域
差
そ
の
他
の
不
均
衡
が
著
し
い
。
こ
の
よ
う
な
不

均
衡
か
是
正
し
文
化
の
普
及
を
は
か
る
に
つ
い
て
は

f

低
俗
化
や
回
一
化
、

民
間
の
自
発
性
に
ま
か
せ

は
や
り
す
た
り
の
目
ま
ぐ
る
し
さ
な
ど
を
さ
け
、
質
の
高
い
文
化
が
ひ
ろ
く
普
及
さ
れ
る
た
め
に
、
行
政
に
よ

る
助
成
奨
励
な
ど
の
旅
策
が
有
効
に
慟
き
得
る
余
地
は
な
芦
大
き
い
。
こ
の
文
化
普
及
の
分
野
で
”
行
政
の
文
化
化
“
の
ス
ロ
ー
ガ

〉
丘
は
、
文
化
担
当
部
局
の
努
力
を
孤
立
無
援
に
陥
ら
せ
な
い
た
め
の
忠
の
と
し
一
＼
最
も
効
果
を
発
拇
し
得
る
だ
ろ
う
。

文
化
の
創
造
と
行
政

わ
が
国
の
伝
統
や
現
代
文
化
は
ぶ
ち
ろ
ん
、
世
界
の
国
々
・
諸
民
族
の
様
々
な
文
化
を
享
受
す
る
模
会
が
、
ひ
ろ
く
多
数
の

に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
時
代
の
文
化
が
創
造
さ
れ
、
日
本
の
文
化
が
生
ぎ
て
発
展
し
て
ゆ
く
為
に
必
要
な
基
礎
条
件

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
ん
に
ち
の
日
本
は
経
済
発
展
に
沿
い
て
世
界
の
最
先
進
国
と
肩
を
並
べ
て
い
る
が

t
"

文
化
的
創
造
性
の
点
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う

を
発
揮
す
る
に
は
最
心
適
し
た
社
会
状
態
が
現
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

か
。
日
本
の
す
ぐ
れ
た
伝
統
文
化
は
し
ば
し
ば
西
欧
人
に
強
い
文
化
衝
撃
を
与
え
て
い
る
が
、
わ
れ
ら
の
祖
先
が
過
去
に
発
揮
し
た

よ
う
な
創
造
力
か
現
在
心
生
ぎ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
将
来
も
伸
び
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
。
平
和
で
繁
栄
し
た

．．
 

そ
し
て
自
由
で
民
主
的

な
現
在
の
日
本
に
は
、
過
去
に
よ
く
あ
っ
た
よ
う
な
文
化
発
展
へ
の
外
的
な
阻
害
要
因
は
筏
と
ん
ど
な
く

r

個
性
を
伸
ば
し
独
創
カ

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
ん
だ
経

済
や
社
会
の
構
造
の
な
か
に
、
文
化
創
造
の
い
わ
ば
主
体
的
条
件
と
い
っ
た
も
の
の
点
で
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
に
慟
く
要
因
が
多
い

よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
大
量
生
産
大
量
消
費
を
本
領
と
す
る
産
業
主
院
の
過
大
な
進
展
や
、
大
衆
的
乎
等
社
会
の

過
当
競
争
は
、

し
か
し
文
化
の
普
及
度
が
高
ま
る
だ
け
で

f

そ
こ
か
ら
お
の
ず
か
ら
文
化
創
追
の
息
吹
き
が
発
生
す
る
こ
と

か
え
っ
て
個
性
的
な
生
ぎ
方
を
困
鯉
に
し
、
根
深
い
創
造
性
を
育
ち
鯉
く
す
る
の
で
は
な
い
か
。
古
い
時
代
に
お
い

て
宗
教
は
人
々
を
精
神
的
昂
揚
へ
う
な
が
し

r

高
い
美
的
洗
練
へ
と
駆
り
立
て
た
が
、

美
的
創
造
へ
と
つ
ぎ
動
か
す
も
の
は
熊
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
日
本
人
の
文
化
創
造
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
次
第
に
涸
褐
し
て

行
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
危
惧
さ
れ
る
。

文
化
創
造
の
促
進
こ
そ
、
行
政
に
は
最
も
馴
染
ま
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
偉
大
な
文
化
創
造

に
は
す
ぐ
れ
た
パ
ト
ロ
ン
の
慟
ぎ
が
大
ぎ
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
民
主
主
義
の
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
国
や
公
共
団
体
が
、
文
化

（
国
立
劇
場
理
事
長
）

々

よ
い
場
合
応
多
い
が

r

商
業
主
義
に
よ
る

に
ち
が
い
な
い
。

い
か
な
る
文
化
も
、
そ
れ
が
飛
躍
的
発
展
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高
等
専
修
学
校
に
つ
い
て

座
談
会

1

1

ー

欠ヽ、
J
ヽ

年
頭
所
感

世
界
の
後
期
中
等
敦
育

新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
実
施
に
当

（

出

席

者

）

増

田

信

。

赤

・

一

〈

公

。

田

中

藤

吉

'

(

司

会

）

中

島

高
等
学
校
教
育
の
多
様
化
と
生
徒
指
導

高
等
学
校
敦
育
と
進
路
指
導

最
近
の
諸
外
国
に
お
け
る
職
業
敦
育
の
動

解

説

認
姐
中
等
教

初
等
中
等
敦管

特
集

号

目

次

天

城

勲

小
川
文
部
大
臣

後
期
中
等
教
育
の
詳
鰈
頸

▽
本
詰
で
は
、
編
集
内
容
を
よ
り
充
実
し
た

も
の
に
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

九
月
号
に
ア
＂
こ
ケ
ー
ト
用
紙
を
総
じ
込
み
、

皆
様
の
御
回
答
を
沿
頭
い
し
ま
し
た
。

▽
そ
の
結
果
を
み
ま
す
と
、
最
近
の
記
事
で

評
判
の
良
か
っ
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

特
集
は
「
生
渥
敦
育
」

(56
年
8
月
）
、
「
放

送
大
学
」

(56
年
7
月
）
、
「
生
徒
指
導
の
充

実
」

(56
年
6
月
）
、
「
国
際
障
害
者
年
」

(56

年
5
月
）
な
ど
が
、
ま
た

r

個
別
の
論
文
等

で
は
、
伊
顔
正
己
氏
「
地
域
社
会
と
生
湮
敦

育
」
(
5
5
年
2
月
）
、
山
崎
正
和
氏
「
生
湮

敦
育
と
文
化
」
(
5
5
年
11
月
）
、
松
原
治
郎
氏

「
家
庭
環
境
と
家
庭
敦
育
」

(56
年
8
月）

な
ど
生
涯
敦
育
に
関
連
し
た
も
の
が
数
多
く

出
て
き
て
い
ま
し
た
。
~

▽
ま
た
、
今
後
希
望
す
る
特
集
テ
ー
マ
と
し

て
は
、
校
内
暴
力
＇
非
行
対
策
、
文
敦
行
政

の
展
望
と
そ
の
実
績

f

社
会
敦
育
、
行
政
改

革
と
文
敦
政
策
、
社
会
道
徳
教
育
の
充
実
等

-々＝
1
0項
目
を
超
す
テ
ー
く
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。

▽
「
生
湮
教
育
に
つ
い
て
ほ
引
き
続
き
取
り

上
げ
て
ほ
し
い
」
な
ど
と
い
う
希
望
と
並
ん

で
、
「
二
五

0
円
で
こ
れ
だ
け
の
内
容
は
参

考
に
な
り
大
変
良
い
」
、
「
最
近
の
文
部
時
報

は
お
念
し
ろ
く
な
っ
て
き
た
」
等
々
の
お
ほ

め
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
回
答
の
御
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
企
画
室
）
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