
                                                                   
                                                                           

 

関
す
る
部
分
を
抜
粋
し
て
添
付
し
て
お
り
ま
す
。
ご

覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
す
。 

 

日
本
人
の
思
想
性
と
日
本
外
交
の
形 

 

（
疑
問
） 

日
本
の
外
交
ス
タ
イ
ル
は
、
普
遍
性
を
持
つ
世
界

像
を
自
ら
は
決
し
て
提
示
し
な
い
で
、
そ
れ
を
外
国

政
府
に
提
示
さ
せ
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
の
中
で
日
本

の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
こ
の
姿
勢
は
明

治
以
来
、
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。 

明
治
以
来
、
日
本
政
府
が
世
界
に
向
か
っ
て
普
遍
性

を
持
つ
世
界
像
を
提
示
し
た
の
は
、
二
度
し
か
な
い
。

一
つ
は
ベ
ル
サ
イ
ユ
会
議
で
の
人
種
平
等
宣
言
、
も
う

一
つ
は
大
東
亜
共
栄
圏
宣
言
で
あ
る
（
世
界
か
ら
歓
迎

さ
れ
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
）
。
日
本
政
府
が
胸
を

張
っ
て
出
し
た
世
界
政
策
は
、
明
治
以
降
、
後
者
一
つ

し
か
な
い
（
ベ
ル
サ
イ
ユ
会
議
で
の
人
種
平
等
宣
言
は

控
え
め
に
提
案
し
、
英
米
の
反
対
に
会
う
と
す
ぐ
引
っ

込
め
た
）
。
大
東
亜
共
栄
圏
宣
言
は1

9
5

5

年
の
バ
ン

ド
ンA

A

会
議
の
生
み
の
親
と
な
っ
て
い
る
。
日
本

は
も
っ
と
世
界
に
普
遍
性
あ
る
理
念
を
提
示
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
何
故
し
な
い
の

だ
ろ
う
か
？ 

 （
答
） 

世
界
に
向
か
っ
て
普
遍
性
あ
る
理
念
を
提
示
す
る

こ
と
を
し
な
い
の
は
政
治
家
に
限
ら
な
い
。
学
者
で

も
、
岡
倉
天
心
、
内
村
鑑
三
、
新
渡
戸
稲
造
、
鈴
木

大
拙
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
基
礎
付
け
を
し
た
京
都
学

派
の
学
者
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
い
な
い
（
後
述
す
る

が
、
日
本
国
内
で
は
思
想
論
争
は
盛
ん
で
思
想
の
博

物
館
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
多
種
多
様
の
思
想
が
生
ま

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
世
界
に
広
げ
て
ゆ
こ

う
と
し
た
思
想
家
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
）
。
こ
れ
は
、

明
治
以
降
、
日
本
の
イ
ン
テ
リ
が
西
洋
の
学
問
ば
か

り
し
て
き
た
為
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
そ
れ
と
も
、
日

本
の
大
衆
に
も
思
想
は
外
か
ら
来
る
も
の
と
考
え
る

傾
向
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
イ
ン
テ
リ
の
足
を
引
っ
張

っ
て
普
遍
性
を
持
つ
日
本
発
の
世
界
像
を
考
え
る
勇

気
を
く
じ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
私
の
考
え
は
、 
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米
国
国
務
省
研
修
所
日
本
校
で

講
演 

柏
市
議
会
議
員 
上
橋 

泉 

り
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
海
外
に
ま
で
広
め
た
い
と
は
思

わ
な
い
よ
う
だ
。
ア
メ
リ
カ
が
世
界
中
に
福
音
伝
道
師

を
派
遣
し
た
の
と
は
雲
泥
の
違
い
が
あ
る
。
「
思
想
は

外
か
ら
来
る
も
の
と
考
え
る
」
日
本
人
の
傾
向
は
、「
日

本
流
の
や
り
方
を
世
界
に
広
げ
よ
う
と
は
決
し
て
し

な
い｣

と
い
う
意
味
に
限
定
す
る
と
正
し
い
。 

日
本
人
の
思
想
面
に
お
け
る
非
侵
略
的
傾
向
が
、
日
本

に
思
想
な
し
と
誤
解
さ
れ
る
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い

る
が
、
実
際
に
は
日
本
で
は
西
洋
思
想
史
に
登
場
す 

る
主
要
な
思
想
に
相
当
す
る
思
想
が
生
ま
れ
、
こ
れ
ら

の
思
想
が
大
衆
を
教
導
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
思
想
家

が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
に
住
む
人
た
ち
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
日
本
思
想
史
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
（
ド

イ
ツ
観
念
論
の
三
大
哲
学
者
は
い
ず
れ
も
学
者
と
し

て
メ
シ
を
食
べ
て
き
た
。
明
治
以
降
の
日
本
の
イ
ン
テ

リ
は
彼
ら
に
威
伏
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

我
々
は
キ
リ
ス
ト
が
生
涯
を
通
じ
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

の
世
界
と
は
無
縁
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を

馳
せ
る
必
要
が
あ
る
）
。 

明
治
以
降
、
日
本
と
西
洋
の
思
想
交
流
は
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
世
界
に
住
む
人
た
ち
だ
け
で
行
わ
れ
て
き

た
。
日
本
の
学
者
た
ち
は
西
洋
の
思
想
家
の
書
物
は
読

ん
で
も
、
日
本
の
新
興
宗
教
家
・
道
徳
思
想
家
の
書
物

を
読
む
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
西
洋
の
学
者
に
「
日

本
に
思
想
な
し
」
と
伝
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
日
本

人
一
般
は
別
に
残
念
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
日
本
人
一

般
は
日
本
の
思
想
で
人
生
を
送
れ
る
こ
と
に
十
分
満

足
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
世
界
の
舞
台
で
は
沈
黙
は
必
ず
し
も
金

で
は
な
い
。
精
緻
な
論
理
で
裏
打
ち
さ
れ
た
外
国
政
府

提
案
の
世
界
像
に
日
本
政
府
の
当
局
者
は
し
り
込
み

を
し
て
い
る
。
こ
の
自
信
の
な
さ
が
、
日
米
の
外
交
ス

タ
イ
ル
の
違
い
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
普
遍

性
を
持
つ
世
界
像
を
自
ら
は
決
し
て
提
示
し
な
い
で
、

そ
れ
を
外
国
政
府
に
提
示
さ
せ
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
の

中
で
日
本
の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
日
本
の
外
交
姿

勢
は
明
治
以
来
、
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。 

 

神
を
父
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
仏
を
父
と
呼
び
、
迷
へ

る
人
間
を
、
富
豪
の
息
子
に
生
ま
れ
な
が
ら
家
出
を

し
て
生
活
に
困
窮
し
た
放
蕩
息
子
に
た
と
え
た
。
こ

れ
は
、
キ
リ
ス
ト
が
語
っ
た
放
蕩
息
子
の
た
と
え
話

と
瓜
二
つ
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
西
洋
思
想
史
に
登
場
す
る
主
要
な
思

想
は
、
そ
れ
と
瓜
二
つ
の
思
想
が
日
本
で
独
自
に
生

ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
微
積
分
学

と
同
じ
数
学
が
、
和
算
と
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
同
時

期
に
生
ま
れ
て
い
た
の
と
同
じ
現
象
で
あ
る
（
鎌
倉

仏
教
は
ド
イ
ツ
観
念
論
よ
り
は
る
か
に
古
い
）。
こ
の

よ
う
に
、
西
洋
思
想
史
に
登
場
す
る
主
要
な
思
想
は
、

そ
れ
と
瓜
二
つ
の
思
想
が
日
本
で
独
自
に
生
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
微
積
分
学
と
同
じ

数
学
が
、
和
算
と
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
同
時
期
に
生

ま
れ
て
い
た
の
と
同
じ
現
象
で
あ
る
（
鎌
倉
仏
教
は

ド
イ
ツ
観
念
論
よ
り
は
る
か
に
古
い
）
。 

明
治
維
新
後
、
日
本
の
思
想
は
イ
ン
テ
リ
の
目
指

す
方
向
と
大
衆
を
教
導
し
た
新
興
宗
教
家
の
目
指
す

方
向
と
に
二
分
化
し
て
し
ま
う
。
民
間
の
イ
ン
テ
リ

思
想
家
た
ち
は
、
帝
国
主
義
の
世
界
に
お
い
て
日
本

と
ア
ジ
ア
は
い
か
に
連
携
す
べ
き
か
と
い
う
政
戦
略

論
に
進
む
。
一
方
、
人
間
並
び
に
宇
宙
の
本
質
論
は

大
衆
を
教
導
し
た
新
興
宗
教
家
・
道
徳
思
想
家
が
担

う
こ
と
に
な
っ
た
（
い
く
つ
か
の
新
興
宗
教
は
ユ
ニ

ー
ク
な
天
地
創
造
理
論
を
も
っ
て
い
る
）
。
勿
論
、
ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
世
界
は
西
洋
思
想
の
圧
倒
的
な
影
響

下
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
江
戸
期
の
官
学
で
あ
っ
た

朱
子
学
の
学
者
に
見
る
べ
き
思
想
家
が
い
な
か
っ
た

の
に
等
し
く
、
西
洋
思
想
の
影
響
下
に
入
っ
た
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
の
学
者
で
見
る
べ
き
思
想
家
は
西
田
幾
多

郎
く
ら
い
で
あ
る
（
西
田
幾
多
郎
も
西
洋
思
想
と
距

離
を
開
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
思
想
を
展
開
し

た
）
。 

明
治
維
新
後
、
新
興
宗
教
で
世
界
布
教
に
尽
力
し

た
例
が
い
く
つ
か
あ
る
。
戦
前
は
天
理
教
が
朝
鮮
布

教
に
努
め
、
戦
後
は
世
界
救
世
教
が
自
然
農
法
と
手

か
ざ
し
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
手
法
を
発
展
途
上
国
に
広
げ

た
。
愛
国
的
な
生
長
の
家
と
モ
ラ
ロ
ジ
ー
が
ブ
ラ
ジ

ル
の
日
系
人
に
広
が
り
、 

今
日
で
は
日
系
人
以
外
に
も
広
が
り
を
見
せ
て
い

る
。
創
価
学
会
は
海
外
布
教
の
成
功
を
誇
っ
て
い
る

が
、
国
粋
的
な
日
蓮
宗
の
色
彩
を
完
全
に
喪
失
し
て

い
る
。
統
一
教
会
が
韓
国
的
色
彩
を
保
持
し
な
が
ら

世
界
宗
教
化
に
成
功
し
た
よ
う
な
例
は
日
本
に
は
な

い
。 日

本
人
の
思
想
的
独
創
性
は
司
馬
遼
太
郎
が
言
う

よ
う
に
高
く
評
価
で
き
る
も
の
の
、
日
本
の
大
衆
は

自
分
の
信
仰
生
活
が
日
本
流
で
あ
れ
ば
満
足
で
あ 

平
成
２
３
年
２
月
２
８
日
（
月
）
午
後
、
横
浜
市

「
港
の
見
え
る
丘
公
園
」
の
そ
ば
に
あ
る
米
国
国
務

省
研
修
所
日
本
校
で
、
日
本
の
地
方
自
治
に
つ
い
て

講
演
し
ま
し
た
。 

 

現
在
、
同
研
修
所
日
本
校
で
日
本
語
並
び
に
日
本

の
歴
史
文
化
を
学
ん
で
い
る
国
務
省
の
外
交
官
は

８
名
で
、
ラ
ン
ク
は
本
年
中
に
総
領
事
と
し
て
赴
任

す
る
者
か
ら
、
昨
年
国
務
省
に
入
省
し
た
者
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。 

講
演
は
、
日
本
の
地
方
自
治
に
つ
い
て
が
中
心
で

し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
私
が
彼
ら
に
対
し
ど
う
し
て

も
話
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
以
下

の
こ
と
で
す
。 

 

私
が
ア
メ
リ
カ
の
対
日
世
論
を
長
年
見
つ
め
て

き
て
、
「
彼
ら
は
日
本
人
に
対
し
、
何
故
こ
の
よ
う

な
偏
見
を
抱
く
の
だ
ろ
う
？
」
と
思
う
局
面
が
多
々

あ
り
ま
す
。
そ
の
偏
見
が
、
ど
こ
に
あ
る
か
を
突
き

詰
め
て
考
え
る
と
、
彼
ら
は
「
日
本
は
科
学
技
術
と

経
済
に
お
い
て
は
、
欧
米
に
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
た

が
、
思
想
面
で
は
未
だ
に
未
開
国
で
あ
る
。
日
本
人

は
実
存
主
義
的
な
い
し
は
形
而
上
学
的
思
考
が
で

き
る
民
族
で
は
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
か
、
或
は
思

い
た
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
に

突
き
当
た
り
ま
す
。 

 

ア
メ
リ
カ
人
が
そ
の
よ
う
に
思
う
の
は
、
彼
ら
が

「
自
分
た
ち
は
、
ど
こ
か
一
点
で
も
日
本
人
よ
り
優

越
し
て
い
た
い
」
と
言
う
心
情
の
他
に
、
日
本
に
は

戦
後
、
丸
山
真
男
の
よ
う
に
、
「
日
本
は
思
想
面
で

は
未
だ
に
未
開
国
で
あ
る
」
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な

か
っ
た
人
物
も
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の

日
本
に
対
す
偏
見
は
抜
き
去
り
が
た
い
も
の
に
な

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
た
び
の
機
会
を
利
用
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
エ

リ
ー
ト
に
、
「
日
本
人
は
思
想
に
お
い
て
、
西
欧
に

匹
敵
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
」
と
知
ら
し
め
て
や

り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
講
演
原
稿
の
中
、
思
想
に 

以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

日
本
人
は
、1

9
8

0

年
代
に
、「
日
本
人
は
経
済
効

率
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
思
想
性
の
な
い
低

俗
な
民
族
で
あ
る
」 

と
主
張
し
た
レ
ビ
ジ
ョ
ニ
ス
ト
（
例
：
チ
ャ
ー
マ
ー 

ズ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
カ
レ
ル
・
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
）
が

考
え
る
ほ
ど
思
想
性
の
な
い
国
民
で
は
な
い
。 

日
本
の
思
想
に
も
独
創
性
は
十
分
あ
る
と
、「
日
本

人
は
、
思
想
は
外
か
ら
来
る
も
の
と
考
え
て
い
る
」

（
『
こ
の
国
の
か
た
ち
』
の
巻
頭
）
と
主
張
す
る
歴
史

小
説
家
・
司
馬
遼
太
郎
も
認
め
る
。 

日
本
の
歴
史
で
思
想
の
花
が
開
い
た
の
は
鎌
倉
期

と
江
戸
期
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
仏
教
の
三
大
宗
派

（
浄
土
真
宗
、
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
）
が
生
ま
れ
た
の

は
鎌
倉
期
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
開
祖
で
あ

る
親
鸞
、
道
元
、
日
蓮
の
絶
対
者
の
と
ら
え
方
は
、

ド
イ
ツ
観
念
論
の
三
大
哲
学
者
カ
ン
ト
、
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
そ
れ
に
相
当
す
る
。

親
鸞
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
は
絶
対
者
を
慈
父

母
の
よ
う
に
と
ら
え
（
情
的
把
握
）、
道
元
と
カ
ン
ト

は
各
人
の
内
な
る
絶
対
者
の
道
徳
律
を
実
生
活
で
実

現
す
る
義
務
を
説
き
（
意
志
的
把
握
）
、
日
蓮
と
ヘ
ー

ゲ
ル
は
歴
史
を
絶
対
者
の
意
思
の
展
開
と
見
て
、
絶

対
者
の
意
思
を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
性
を
説
い
た

（
知
的
把
握
）。 

江
戸
初
期
の
中
江
藤
樹
は
、
朱
子
学
の
み
が
公
認

哲
学
と
さ
れ
た
江
戸
初
期
に
お
い
て
、
朱
子
学
の
ア

ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
陽
明
学
の
思
想
的
深
化
に
努
め

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
庶
民
の
実
践
哲
学
と
し
た
。

彼
の
宇
宙
観
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
宇
宙
観
に
似
て
、
宇
宙

万
物
の
本
質
は
、
宇
宙
の
始
ま
り
と
と
も
に
あ
る
神

聖
な
る
要
素
が
充
満
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
神
聖

な
る
要
素
が
具
現
化
し
た
も
の
が
人
間
で
あ
る
と
説

い
た
。
彼
は
人
間
の
価
値
・
能
力
を
説
く
際
に
、
階

級
的
身
分
に
論
及
す
る
こ
と
が
全
然
な
か
っ
た
。
彼

の
私
塾
で
は
、
全
て
の
階
級
の
者
が
机
を
並
べ
て
い

た
。 中

江
藤
樹
の
宇
宙
観
並
び
に
人
間
観
は
、
多
く
の

儒
学
者
に
影
響
を
与
え
、
以
降
、
日
本
に
お
け
る
儒

教
思
想
に
お
い
て
朱
子
学
的
人
間
観
（
イ
ン
テ
リ
だ

け
に
思
想
能
力
が
あ
り
、
大
衆
は
牛
馬
の
如
く
思
想

能
力
も
な
い
と
し
て
、
身
分
制
階
級
社
会
を
宇
宙
意

思
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
）
は
影
を
ひ
そ

め
て
行
く
。
こ
れ
が
明
治
維
新
に
お
い
て
下
級
武
士

と
庶
民
層
が
江
戸
期
の
身
分
制
階
級
秩
序
を
破
壊
す

る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
影
響
を
受
け
る
ま
で
も
な
く
、
既
に
平
等
な
人

間
観
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

江
戸
中
期
に
出
た
禅
僧
・
白
隠
は
、
キ
リ
ス
ト
が 

 


