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練
習
に
い
つ
も
抑
し
入
っ
て
諮
ま
く
り
な
ど
し
な
が
ら
き
か
せ
ざ
貰
っ
た
。
と
餘
っ
き
り
唸
ず
含
蓄
に
相
当
の
幅
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
―
つ
の
ふ
し
に
一

一
曲
は
今
て
も
演
奏
さ
れ
る
世
界
の
名
曲
て
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
精
緻
な
ア
ン
様
・
ベ
な
替
え
唄
や
、
時
と
し
て
は
か
な
り
か
け
離
れ
た
歌
詞
も
つ
け
ら
れ
る
i

一
サ
ン
プ
ル
を
き
く
私
の
喜
ひ
は
至
上
て
あ
り
、
後
年
自
分
達
の
合
奏
と
あ
わ
の
で
あ
る
。
前
記
の
「
橘
の
窯
」
や
「
薩
摩
潟
」
の
揚
合
、
歌
詞
の
作
者
烏
一

一
せ
て
実
に
有
益
て
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
の
音
楽
分
野
は
あ
ま
り
に
も
戸
屈
先
生
な
ど
は
あ
ま
り
原
詞
に
拘
泥
せ
ず
、
階
名
て
練
習
さ
れ
る
合
唱
を
一

複
雑
高
級
て
、
作
曲
に
志
す
私
の
貧
し
い
力
て
は
と
う
て
い
手
が
出
せ
な
幾
度
も
き
い
て
、
そ
の
曲
自
身
の
感
情
を
直
に
受
け
と
り
、
そ
の
起
伏
抑
揚
一

一
い
。
そ
こ
て
自
分
に
て
き
そ
う
な
手
近
な
仕
事
は
日
本
語
の
歌
曲
て
あ
る
と
に
の
せ
て
自
己
浣
に
詩
的
履
像
を
は
し
ら
せ
、
多
く
の
場
合
史
実
や
伝
説
に
一

思
い
こ
ん
だ
私
に
何
よ
り
の
手
が
か
り
は
、
ュ
ン
ケ
ル
先
生
の
指
揮
て
私
た
か
ら
ま
せ
て
日
本
的
歌
詞
を
作
ら
れ
た
の
て
あ
る
。
も
ら
ろ
ん
今
日
外
国
の
一

一
ち
も
参
加
し
て
い
た
合
唱
曲
て
あ
っ
た
。
当
時
の
曲
は
も
ち
ろ
ん
私
た
ら
学
曲
を
う
た
う
場
合
に
は
潔
癖
に
原
詞
に
よ
る
か
、
ほ
匠
原
詞
の
意
に
添
っ
た
一

一
生
の
実
力
を
考
慮
し
た
も
の
て
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
本
格
的
な
曲
て
ぁ
訳
飼
を
使
う
の
て
あ
る
。
石
倉
先
生
の
「
涜
浪
の
民
」
や
近
藤
朔
風
氏
の
「
ロ
一

一
り
、
ケ
ル
ビ
ー
ニ
の
レ
ク
イ
H

ム
（
そ
れ
は
「
橘
の
蓋
」
と
題
し
た
日
本
の
］
レ
ラ
イ
」
等
は
訳
詞
の
最
も
成
功
せ
る
例
て
あ
る
が
、
語
系
の
ち
が
う
西
一

史
伝
に
基
づ
く
歌
詞
が
つ
い
て
い
た
）
、
シ
ニ
ー
マ
ン
の
「
浣
浪
の
民
」
も
欧
の
歌
詞
の
う
た
い
易
い
邦
訳
は
き
わ
め
て
麟
ず
か
し
く
、
あ
の
時
代
と
し
一

一
石
倉
小
三
郎
先
生
の
名
訳
詞
が
て
き
る
ま
て
は
、
西
郷
隆
盛
と
僧
月
照
の
こ
て
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
の
制
約
か
ら
あ
の
よ
う
な
歌
詞
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
一

一
と
を
歌
っ
た
「
薩
摩
潟
」
て
あ
り
、
そ
の
歌
詞
は
ュ
ン
ケ
ル
先
生
の
熱
情
的
と
思
う
。
話
を
も
と
に
戻
し
て
私
の
学
生
時
代
の
末
頃
プ
ラ
ー
ム
ス
の
「
独
一

一
な
指
揮
ぶ
り
を
反
映
し
て
か
悲
壮
味
が
あ
り
、
今
考
え
る
と
軽
い
ニ
ー
モ
ア
乙
鎮
魂
曲
」
の
数
章
を
原
語
て
合
唱
し
た
こ
と
も
あ
る
。
独
唱
は
ペ
ッ
ツ
ホ
一

一
を
感
じ
る
が
、
当
時
は
結
櫓
感
動
し
て
う
た
っ
た
の
て
あ
る
。
合
唱
曲
か
ら
ル
ド
夫
人
で
感
銘
が
湊
か
っ
た
。
ゲ
ッ
ツ
の
「
悲
歌
」
、
パ
ー
カ
ー
の
「
騎
一

一
受
け
る
感
動
は
な
か
な
か
正
体
の
つ
か
み
に
く
い
も
の
て
、
歌
詞
が
あ
れ
ば
士
の
娘
」
、
プ
ル
ッ
フ
の
「
美
し
き
ニ
レ
ン
」
も
合
唱
し
た
が
い
ず
れ
も
り

一
一
応
そ
の
詩
意
に
添
う
て
音
楽
を
受
け
と
る
。
こ
と
に
曲
が
簡
単
て
音
楽
的
っ
ば
な
訳
詞
て
曲
と
し
つ
く
り
合
っ
て
い
た
。

一
個
体
性
の
弱
い
場
合
は
明
ら
か
に
詩
の
感
情
が
主
体
と
な
る
。
し
か
し
歌
の
そ
れ
ら
の
大
曲
の
屡
か
相
当
広
い
範
囲
か
ら
よ
く
選
ま
れ
た
数
々
の
小
曲
一

一
全
然
つ
か
な
い
純
器
楽
が
り
っ
ば
に
成
立
す
る
よ
う
に
、
合
唱
曲
に
歌
詞
が
が
あ
る
。
私
に
最
も
深
い
感
動
を
与
え
た
の
は
バ
ッ
ハ
の
＝
ー
ラ
ル
と
ベ
ー
＿

―
無
い
か
、
あ
っ
て
も
外
国
語
て
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
、
そ
の
曲
の
ト
ー
ベ
ン
原
曲
の
小
さ
い
合
唱
曲
「
菊
の
歪
」
て
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
音
楽
一

一
旋
律
や
和
声
の
特
性
と
、
人
声
と
い
う
独
特
の
魅
力
を
持
つ
音
の
高
低
強
弱
こ
そ
在
来
の
日
本
の
音
楽
に
な
か
っ
た
高
く
豊
か
な
音
楽
で
あ
り
、
自
分
の
一

一
綬
急
の
様
べ
な
動
き
に
よ
っ
て
聴
者
は
特
定
の
感
情
を
汲
み
と
る
。
そ
の
感
生
涯
を
か
け
て
学
ぶ
に
価
す
る
も
の
と
確
信
し
た
。
そ
の
感
銘
は
そ
の
後
幾
｛

一
情
は
曲
が
良
い
ほ
ど
強
く
深
い
が
、
さ
て
そ
れ
を
言
葉
て
現
わ
そ
う
と
す
る
多
の
名
曲
を
き
い
た
今
日
ま
て
少
し
も
変
わ
ら
ず
胸
中
の
珠
の
よ
う
に
残
っ
i
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9
9
9
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1
,
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
1

う
た
わ
礼
る
「
庭
の
千
草
」
「
春
の
弥
生
」
等
の
あ
る
一
二
巻
の
も
の
て
、
曲
一

―

明

治

末

期

の

の

選

択

と

言

い

、

外

国

の

原

詩

の

意

を

巧

に

日

本

的

に

翻

案

し

た

歌

詞

と

言

一

い
突
に
り
っ
ば
な
も
の
と
今
て
も
信
じ
て
い
る
c

私
は
そ
れ
ら
の
曲
を
ま
だ
i

譜
の
読
め
ぬ
頃
か
ら
た
い
が
い
母
の
口
伝
え
て
お
庶
え
て
い
た
。
そ
れ
が
私
一

音

楽

教

育

と

私

の

音

楽

警

賢

学

の

試

あ

っ

た

。

今

日

か

ら

見

て

全

く

隔

世

の

一

感
が
あ
る
が
、
考
え
て
み
る
と
そ
汎
だ
げ
て
も
受
験
者
の
音
楽
的
素
質
は
相
i

当
わ
か
る
わ
け
て
、
書
道
て
い
ろ
は
を
書
か
せ
て
み
る
の
と
同
様
て
あ
ろ

信

時

潔

ぅ

。

そ

ん

な

こ

と

て

上

野

へ

入

学

し

、

今

て

は

小

学

生

て

も

ひ

い

て

い

る

バ

一

イ
エ
ル
や
ツ
H

ル
ニ
ー
を
習
っ
た
の
て
あ
る
。
警
吹
て
は
そ
の
頃
ュ
ン
ケ
ル
一

先
生
が
日
本
て
た
だ
―
つ
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
育
成
中
て
、
学
生
は
ピ
ア
ノ
i

ヽ
凶
パ
5
口ロ
”

5

科
て
も
声
楽
科
て
も
た
い
が
い
つ
か
ま
っ
て
何
か
の
管
絃
襲
5
4
定
習
わ
さ
れ
一

仁

ロ

ロ

□0

□9]9ロロ

て
あ
る
か
ら
、
耳
の
い
い
先
生
は
稽
古
の
時
ら
ょ
っ
と
の
音
程
や
リ
ズ
ム
の
一

明
治
二
十
五
年
大
阪
生
ま
れ
の
私
が
音
楽
に
志
し
た
の
は
中
学
五
年
の
時
狂
い
も
ゆ
る
さ
ず
、
時
k

背
中
を
ド
ズ
ン
と
た
た
か
れ
た
。
そ
の
う
ち
に
本
一

で
事
そ
の
頃
の
洋
楽
と
い
え
ば
学
校
唱
歌
と
教
会
の
腋
美
歌
て
あ
り
、
楽
器
式
の
セ
リ
ス
ト
、
ウ
ニ
ル
ク
マ
イ
ス
テ
ル
先
生
が
来
日
さ
れ
、
改
め
て
ひ
く
時

一
は
教
会
は
も
ち
ろ
ん
警
瞑
て
も
オ
ル
ガ
ン
て
あ
っ
た
。
朦
芙
歌
の
方
は
四
部
の
構
え
、
運
ぷ
時
の
持
ち
方
か
ら
教
わ
っ
た
の
て
あ
る
。
作
曲
を
勉
強
す
る
―

一
合
唱
体
の
伴
奏
も
使
わ
汎
て
い
た
が
、
唱
歌
は
オ
ル
ガ
ン
て
ひ
か
れ
る
旋
律
こ
と
に
な
っ
た
の
は
研
究
科
に
入
っ
て
か
ら
て
あ
る
が
、
セ
ロ
て
合
奏
に
参
一

一
に
あ
わ
せ
て
う
た
う
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
教
材
は
明
治
初
年
に
伊
沢
修
二
加
し
た
こ
と
が
音
楽
を
知
る
た
め
に
何
よ
り
あ
り
が
た
い
経
験
て
あ
っ
た
。
一

一
先
生
が
編
纂
さ
訊
た
「
小
学
唱
歌
集
」
か
ら
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
今
て
も
正
規
の
授
業
の
ほ
か
に
、
外
人
教
師
や
幸
田
先
生
姉
妹
の
加
わ
っ
た
室
内
楽
一

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
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て
い
る
。
ュ
ン
ケ
ル
先
生
は
ド
イ
ツ
古
典
曲
の
麻
か
「
霜
の
旦
」
、
「
雁
の
さ

ほ
び
」
（
ヴ
ォ
ル
ガ
の
舟
唄
）
、
チ
ャ
イ
＝
フ
ス
キ
ー
の
「
三
位
一
体
の
歌
」
の

よ
う
な
東
洋
的
哀
愁
の
こ
も
っ
た
曲
を
も
選
ま
れ
た
。
そ
汎
ら
は
上
野
出
身

の
入
た
已
が
次
々
と
伝
え
て
日
本
の
合
唱
の
基
調
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
。

私
の
入
学
の
少
し
前
、
日
本
最
初
の
オ
ペ
ラ
と
し
て
グ
ル
ッ
ク
の
「
オ
ル

フ
ォ
イ
A

」
が
上
憤
さ
れ
た
。
当
時
毎
週
一
度
主
に
先
生
方
に
ピ
ア
ノ
を
教

え
て
お
ら
れ
た
ケ
ー
ベ
ル
先
生
も
閃
係
さ
れ
、
ニ
ン
ケ
ル
先
生
の
指
揮
、
石

倉
、
乙
骨
同
先
生
の
訳
詞
、
美
術
学
校
の
和
田
英
作
、
岡
田
三
郎
助
両
画
伯

の
背
娯
、
笑
円
（
三
浦
）
百
年
、
吉
川
（
戸
倉
）
や
ま
子
、
小
室
二
安
藤
）
千

笑
子
の
独
唱
、
学
生
の
合
唱
、
学
校
の
管
絃
楽
団
で
あ
っ
た
。
世
界
の
オ
ペ

ラ
史
に
画
期
的
な
意
義
を
も
つ
こ
の
作
品
に
よ
る
わ
が
国
の
ス
タ
ー
ト
は
忘

汎
鐙
き
こ
と
て
あ
る
。
そ
の
初
筐
に
数
年
遅
乳
て
演
奏
会
形
式
の
再
演
が
企

て
ら
乳
、
そ
の
練
習
を
き
き
に
来
ら
れ
た
ノ
ー
ニ
ル
・
ペ
リ
ー
先
生
の
完
璧

な
日
本
語
の
助
言
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
先
生
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
僧
て
音
楽

紅
く
わ
し
く
、
口
千
い
頃
に
「
君
が
代
」
の
色
人
な
和
声
化
な
ど
も
試
み
ら
汎

た
わ
が
国
洋
楽
の
隠
れ
た
る
功
労
者
、
て
あ
る
。

私
の
上
野
入
学
当
時
き
い
た
オ
ー
ゲ
ス
ト
ラ
の
曲
て
今
て
も
耳
に
残
っ
て

い
る
よ
う
な
気
の
す
る
の
は
シ
r
-
’

ー
ベ
ル
ト
の
「
未
完
成
交
響
曲
」
、
モ
ッ

ア
ル
ト
の
変
ホ
長
調
ピ
ア
、
ノ
協
奏
曲
、
こ
れ
は
ハ
イ
ド
リ
ッ
ヒ
先
生
の
主
演

だ
っ
た
。
先
生
は
奇
入
伝
紅
て
も
出
て
き
そ
う
な
風
格
の
方
て
、
私
が
今
な

お
愛
椙
ず
る
秀
オ
故
沢
田
抑
吉
氏
ゃ
広
田
笑
須
べ
さ
ん
の
ピ
ア
ノ
の
師
て
あ

り
、
オ
ル
カ
ン
、
ヴ
ィ
牙
ラ
、
フ
リ
ュ
ー
ト
等
も
て
き
作
曲
も
さ
れ
た
。
そ

の
貶
か
、
バ
ッ
ハ
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
ニ
厭
協
奏
成
、
ワ
グ
ネ
ル
の
ロ
ー
ヘ
ン

グ
リ
ン
序
曲
等
て
あ
る
。
こ
れ
ら
は
今
日
て
も
全
筐
界
て
愛
好
さ
汎
る
ド
イ

ツ
の
名
曲
て
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
当
時
の
演
奏
は
必
ず
し
も
今
の
よ
う
に
整
っ

た
も
の
て
は
な
か
っ
た
が
、
「
未
完
成
j
の
清
浄
な
響
き
、
モ
ツ
ア
ル
ト
の

純
粋
な
音
薬
美
、
バ
ッ
ハ
の
深
い
楽
想
と
旋
律
応
酬
の
妙
味
、
ワ
グ
ネ
ル
の

巨
濤
の
如
く
次
第
に
盛
り
上
り
ま
た
は
沈
み
ゆ
く
音
調
は
私
の
西
欧
音
楽
へ

の
筐
憬
を
強
く
鞭
打
っ
た
。

伊
沢
先
生
の
卓
見
に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
洋
楽
は
学
校
唱
歌
に
初
ま

り
、
漸
次
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
古
典
音
楽
を
主
調
と
し
て
進
畏
し
て
来
た

が
、
今
か
ら
考
え
て
も
そ
れ
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。
ら
か
頃
き
く
と
こ
ろ

に
よ
汎
ぱ
明
治
の
初
年
に
ロ
シ
ア
か
ら
音
楽
を
こ
め
た
日
本
の
芸
術
教
育
に

つ
い
て
相
当
進
ん
だ
提
案
が
あ
っ
た
そ
う
て
あ
る
。
ま
た
彫
刻
に
お
砂
る
イ

タ
リ
ア
の
ラ
グ
ー
サ
の
例
の
よ
う
に
南
欧
か
ら
、
あ
る
い
は
西
仏
か
ら
音
楽

の
移
入
が
行
な
わ
れ
た
な
ら
日
木
の
洋
楽
も
別
趣
の
進
展
を
見
た
か
も
知
訊

な
い
が
、
当
時
の
ド
f
ツ
は
西
欧
音
楽
の
中
心
て
あ
り
歴
史
的
高
揚
を
遂
げ

た
十
九
世
紀
音
楽
の
木
拠
て
あ
っ
た
か
ら
、
た
と
え
そ
の
音
楽
が
日
本
伝
来

の
音
楽
感
に
遠
い
も
の
を
含
ん
て
い
て
も
、
そ
し
て
そ
の
学
習
の
道
は
険
し

か
っ
た
に
も
せ
よ
、
洋
楽
の
精
粋
を
織
る
た
め
の
本
筋
て
あ
っ
た
と
思
う
。

今
て
は
西
欧
の
音
陪
や
旋
法
は
学
校
教
育
に
よ
っ
て
日
本
古
来
の
も
の
と
同

様
に
日
本
人
の
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
新
し
い
進
路
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
て
あ
る
。
モ
ツ
ア
ル
ト
や
ベ
ー
，
ト
ー
ベ
ン
の
音
楽
も
世
界
各
国
と

同
じ
く
わ
汎
ら
の
古
興
と
な
り
つ
つ
あ
る
の
て
あ
る
。
や
が
て
は
金
世
界
に

通
ず
る
表
現
を
持
つ
力
弦
い
日
本
の
音
楽
が
生
ま
礼
る
こ
と
と
思
う
。

（
日
本
芸
術
院
会
員
・
文
化
功
労
者
）
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新
春
浴
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
の
日
本
の
文
敦
行
政
は
、
後
期
中
等
設
育
と
高
等
教
育
、
ま
た
、
就
学

前
教
育
な
ど
、
義
務
教
育
以
後
と
以
前
の
段
階
で
、
画
期
的
な
普
及
充
実
方
策

が
提
案
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
よ
り
よ
い
方
向
へ
実
現
し
て
い
く
た
め
の
方
途
が
さ

し
示
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

今
年
は
、
こ
れ
ら

r

教
育
制
度
の
大
綱
に
か
か
わ
る
分
野
の
い
っ
そ
う
の
造

塁
向
上
を
は
か
り
、
新
し
い
時
代
の
動
向
に
そ
っ
た
形
態
を
と
と
の
え
て
い

く
べ
き
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
て
く
る
課
題
で
し
よ
う
が
、
そ
れ
と
と
も
に
f

碧
科
書
唇
飯
や
学
級
定
員
の
問
題
、
数
員
蓑
成
や
道
徳
教
育
な
ど
、
個
々
の
領

域
に
お
け
る
重
要
な
問
題
を
、
解
決
し
、
質
姐
両
面
に
わ
た
る
日
本
の
教
育
の

い
っ
そ
う
の
改
善
を
は
か
っ
て
い
く
べ
き
時
期
に
到
遠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
新
春
を
級
と
し
て
、
9

翌
年
号
で
ほ
一
年
の
計
を
た
て
る
の
に
ふ
さ

わ
し
く
二
詈
や
経
済
を
尊
攻
さ
れ
る
謗
先
生
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
教
育

計
酉
の
主
要
問
題
を
、
長
期
的
な
畏
望
に
立
ち
、
し
か
も
社
会
年
ま
国
の
進
辰
と

の
関
述
の
も
と
に
語
り
あ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
、
計
画
作
成
上
の
個
々
の
具
体
的
な
問
犀
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に
高
し
立
湯
に
立
っ
て
将
来
の
教
育
計
四
の
基
本
的
な
考

え
方
や
そ
の
背
景
に
あ
る
理
念
、
方
向
性
な
ど
が
数
多
く
論
じ
あ
わ
れ
て
い
ま

す
。
熟
院
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
は
数
多
く
の
有
益
な
示

唆
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

咋
年
十
月
に
開
倍
さ
汎
た
第
二
回
曰
米
文
化
教
育
会
議
に
つ
い
て
は
、
そ
の

会
議
に
出
席
さ
れ
た
天
城
蒻
蓋
局
長
に
、
報
告
記
を
哉
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
新
春
廊
忍
で
は
、
文
化
功
労
賢
を
志
賣
さ
れ
た
信
時
潔
先
生
に
お
願
い
し

学
生
時
代
の
こ
と
を
報
筆
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
遮
戟
も
の
の
平
塚
先
生
の

「
人
物
を
中
心
と
し
た
明
治
以
降
女
子
教
育
史
」
は
今
回
で
六
回
目
で
、
あ
と
―
―
―

四
回
統
＇
ヽ
予
定
て
す
。

荏
哀
，
昨
年
六
月
に
表
施
し
た
全
国
小
，
中
学
設
学
力
調
査
の
中
問
報
告
が

ま
と
ま
り
ま
し
た
の
て
こ
こ
に
錫
戟
し
ま
す
。
紙
数
の
つ
ご
う
で
芸
干
削
っ
て

あ
り
ま
す
が
、
数
育
行
政
や
指
雲
の
う
え
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
浣
用
さ
れ
る
よ
う

期
待
し
ま
す
。

傘
l

編
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