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こ
れ
を
書
い
て
い
る
、
い
ま
こ
の
瞬
間
に
も
気
が
重
い
の
は
、
教
員
免
許
更
新
の
講
習
を
ま
だ
残
し
て
い
る
か
ら
だ
。
た
だ
で
さ
え
多
忙
に
な
り
が
ち

な
教
員
に
対
し
て
、
三
〇
時
間
に
お
よ
ぶ
講
習
を
と
も
な
う
教
員
免
許
更
新
を
義
務
づ
け
る
と
は
、
な
ん
と
い
う
む
ち
ゃ
な
方
針
か
！　

本
稿
が
日
の
目

を
見
る
こ
ろ
に
は
、
無
事
に
更
新
手
続
き
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。
切
に
。

　

と
は
言
え
、
三
〇
時
間
近
く
も
講
習
を
受
け
て
い
れ
ば
（
僕
は
自
宅
で
講
習
で
き
る
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
採
用
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
ま
た
、
い
っ

こ
う
に
気
が
進
ま
ず
、
つ
ら
い
）、
そ
れ
な
り
に
得
る
も
の
も
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
文
部
科
学
省
の
方
針
に
つ
い
て
批
判
的
に
な
る
こ
と
も
あ
る
し
、
講

習
の
あ
り
か
た
自
体
を
問
い
直
し
た
く
な
る
局
面
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
現
在
の
教
育
を
め
ぐ
る
言
説
が
ど
の
よ
う
に

成
立
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
率
直
に
た
め
に
な
る
も
の
も
あ
っ
た
。

　

な
か
で
も
、
選
択
講
習
と
し
て
履
修
し
た
「
教
師
に
求
め
ら
れ
る
発
達
障
害
の
理
解
と
支
援
」（
東
京
学
芸
大
学
名
誉
教
授
・
上
野
一
彦
、
立
教
女
学

院
短
期
大
学
専
任
講
師
・
小
林
玄
）。
発
達
障
害
者
に
対
す
る
教
育
の
あ
り
か
た
に
関
心
が
あ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
俺
自
身
に
軽
度
の
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
傾
向
が

あ
る
か
ら
で
（
診
断
は
受
け
て
い
な
い
。
大
学
時
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
講
座
の
先
生
に
相
談
し
た
程
度
）、
思
い
起
こ
せ
ば
、
学
生
時
代
、
五
〇
分
座
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
る
授
業
は
な
か
な
か
苦
し
か
っ
た
。
授
業
内
容
に
刺
激
を
受
け
て
集
中
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
に
身
体
を
動
か
し
た
く
な
る
タ
チ
な
の
で
、

好
き
な
授
業
の
と
き
ほ
ど
教
員
か
ら
は
落
ち
着
き
な
く
見
え
る
、
と
い
う
逆
説
が
あ
っ
た
。
現
在
で
は
、
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
の
児
童
・
生
徒
の
集
中
力
を
持
続
さ
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せ
る
た
め
に
、
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
帯
同
の
も
と
授
業
中
の
校
内
散
歩
を
認
め
よ
う
、
と
い
う
議
論
も
あ
る
。
も
し
自
分
の
学
生
時
代
に
散

歩
時
間
が
あ
っ
た
ら
、
と
考
え
る
。
現
段
階
で
は
運
用
面
で
難
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
単
純
に
自
分
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
意
義
深
い

試
み
だ
と
感
じ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
育
を
取
り
巻
く
議
論
は
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
良
い
悪
い
に
か
か
わ
ら
ず
。
考
え
る
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
流
れ
に
あ
る
こ

と
を
意
識
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
個
別
の
実
践
に
結
び
つ
け
て
い
く
か
、
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
部
科
学
省
の
方
針
に
迎
合
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味

し
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
社
会
的
潮
流
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
で
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　

１

　

二
〇
一
六
年
四
月
よ
り
障
害
者
差
別
解
消
法
（
正
式
に
は
、「
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」）
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

内
閣
府
に
よ
れ
ば
、「
国
連
の
「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
の
締
結
に
向
け
た
国
内
法
制
度
の
整
備
の
一
環
と
し
て
、
全
て
の
国
民
が
、
障
害
の

有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別

の
解
消
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
障
害
者
差
別
解
消
法
の
施
行
に
と
も
な
い
、
同
時
に
「
合
理
的
配
慮
」
と
い
う
言
葉

が
強
調
さ
れ
た
。「
合
理
的
配
慮
」
と
は
、
お
も
に
役
所
や
事
業
者
に
お
い
て
、「
障
害
の
あ
る
人
か
ら
、
社
会
の
中
に
あ
る
バ
リ
ア
を
取
り
除
く
た
め
に

何
ら
か
の
対
応
を
必
要
と
し
て
い
る
と
の
意
思
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
に
、
負
担
が
重
す
ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
す
る
こ
と
（
事
業
者
に
お
い
て
は
、
対
応
に

努
め
る
こ
と
）
を
求
め
」
る
、
と
い
う
も
の
だ
（
内
閣
府
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）。

　

障
害
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
当
な
扱
い
を
す
る
こ
と
が
差
別
的
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
誰
も
が
わ
か
る
。「
合

理
的
配
慮
」
が
示
唆
す
る
の
は
、
障
害
者
に
配、

、

、

、

、

慮
し
な
い
こ
と
も
ま
た
差
別
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
駅
の
構
内
で
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
設、

、

、

、

け
な
い
こ

と
。
公
共
施
設
の
表
示
に
点
字
を
設、

、

、

、

け
な
い
こ
と
。
し、

、

、
な
い
こ
と
に
対
し
て
差
別
の
意
識
を
向
け
る
と
い
う
点
で
、
画
期
的
な
働
き
か
け
だ
と
言
え
る
。

　

そ
れ
は
、
教
育
現
場
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
教
員
免
許
更
新
の
必
修
講
座
「
教
育
の
最
新
事
情
」（
日
本
女
子
大
学
教
授
・
吉
崎
静
夫
）
で
は
、「
そ

れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
に
平
等
な
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
立
場
に
配
慮
す
る
こ
と
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
教
育
現

場
に
お
け
る
「
合
理
的
配
慮
」
の
適
用
に
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
新
学
習
指
導
要
領
に
は
「
障
害
の
あ
る
生
徒
な
ど
に
つ
い
て
は
、
学
習
活
動
を
行

－ 108 －



う
場
合
に
生
じ
る
困
難
さ
に
応
じ
た
指
導
内
容
や
指
導
工
夫
を
計
画
的
、
組
織
的
に
行
う
こ
と
」
と
あ
る
。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
文
部
科
学
省
が
打

ち
出
し
た
「
世
界
の
中
で
生
き
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
と
も
な
っ
た
、
多
様
性
を
認
め
る
「
市
民
」
と
し
て
の
児
童
・
生
徒
像
だ
。
つ
ま
り
、「
地

域
と
世
界
の
両
面
で
の
市
民
（
シ
テ
ィ
ズ
ン
・
シ
ッ
プ
）」
と
し
て
の
児
童
・
生
徒
を
求
め
る
な
か
で
、
学
校
そ
れ
自
体
も
多
様
性
を
認
め
る
よ
う
な
空

間
で
あ
れ
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

他
方
、
国
語
教
育
に
目
を
や
る
と
、
こ
ち
ら
も
大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
大
学
入
試
制
度
の
改
変
（
二
〇
二
一
年
度
よ
り
実
施
）
と
学
習
指

導
要
領
の
改
訂
（
二
〇
一
七
年
よ
り
順
次
移
行
）
は
、
大
き
な
話
題
を
呼
ん
だ
。
と
り
わ
け
、
新
た
な
大
学
入
試
と
な
る
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
に

お
い
て
、「
国
語
」は
か
な
り
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
る
。改
変
ポ
イ
ン
ト
は
本
当
に
多
岐
に
わ
た
る
。大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
モ
デ
ル
問
題
を
見
る
と
、

記
述
式
問
題
、公
共
文
書
や
契
約
書
な
ど
と
い
っ
た
「
資
料
」
を
検
証
す
る
問
題
、複
数
テ
キ
ス
ト
か
ら
な
る
古
典
の
問
題
な
ど
、こ
れ
ま
で
の
セ
ン
タ
ー

試
験
と
比
べ
て
「
国
語
」
全
体
を
貫
く
大
き
な
変
革
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
設
問
の
方
針
に
正
当
性
を
与
え
る
の
は
、新
学
習
指
導
要
領
で
必
修
と
な
る「
現
代
の
国
語
」お
よ
び
選
択「
論
理
国
語
」の
存
在
で
あ
る
。「
現

代
の
国
語
」
の
目
標
で
は
、「
実
社
会
に
必
要
な
国
語
の
知
識
や
技
能
」「
論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
」
が
謳

わ
れ
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
教
え
る
べ
き
こ
と
が
項
目
立
て
ら
れ
て
い
る
。「
論
理
国
語
」
の
目
標
も
ほ
と
ん
ど
「
現
代
の
国
語
」
と
同
じ
で
、

具
体
的
に
は
「
現
代
の
社
会
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
実
用
的
な
文
章
」
の
導
入
、「
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
異
な
る
論
点
を
持
つ
複
数
の
文
章
」
を
比
較
し

「
批
評
」
す
る
こ
と
な
ど
が
、
指
導
内
容
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
現
代
の
社
会
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
実
用
的
な
文
章
」
と
い
う
こ
と
で

公
共
文
書
や
契
約
書
が
要
請
さ
れ
、「
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
異
な
る
論
点
を
持
つ
複
数
の
文
章
」
と
い
う
こ
と
で
複
数
テ
キ
ス
ト
が
並
ぶ
、と
い
う
わ
け
だ
。

　

国
語
教
育
の
現
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
新
た
な
方
向
性
を
見
据
え
な
が
ら
、
個
々
の
授
業
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
新
し
い
大
学
入
試
自
体
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
従
来
的
な
国
語
教
育
の
方
針
で
は
、
複
数
の
情
報

を
比
較
検
討
す
る
よ
う
な
リ
テ
ラ
シ
ー
や
正
解
主
義
的
で
な
い
か
た
ち
で
の
批
判
的
・
批
評
的
な
意
見
の
表
明
が
、
制
度
的
に
育
ま
れ
て
い
る
と
は
言
い

が
た
い
。
し
か
し
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
へ
の
対
応
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
目
標
に
か
な
っ
て
い
な
い
。
紅
野
謙
介
『
国
語
教
育
の
危
機
』（
ち

く
ま
新
書
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
い
て
、
生
徒
に
要
求
さ
れ
る
能
力
は
、
結
果
的
に
「
大
量
の
情
報
と
少
な
い

時
間
の
な
か
で
の
処
理
能
力
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」。
モ
デ
ル
問
題
を
見
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
が
文
部
科
学
省
の
求
め
る

能
力
を
育
む
動
機
づ
け
に
な
る
か
は
、
か
な
り
疑
問
で
あ
る
。
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さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ら
改
革
の
理
念
と
な
っ
て
い
る
「
生
き
る
力
」
を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
れ
は
教
員
免
許
更
新
講
習
を
受
け
た
印
象

で
し
か
な
い
が
（
こ
の
時
点
、
講
習
が
全
部
終
わ
り
ま
し
た
！　

少
し
気
持
ち
が
軽
く
な
っ
て
い
る
！
）、「
生
き
る
力
」
や
「
21
世
紀
型
能
力
」
に
つ
い

て
言
及
す
る
と
き
、し
ば
し
ば
「
こ
れ
は
別
に
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、先
生
が
た
が
す
で
に
実
践
し
て
い
る
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
の
で
す
」
と
い
っ

た
物
言
い
で
、
受
講
生
た
る
教
員
の
現
場
で
の
不
安
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
複
数
の
講
師
の
口
か
ら
出
た
、
そ
の
何
気
な
い
気
休
め

の
言
葉
が
興
味
深
い
。
す
で
に
実
践
し
て
い
る
こ
と
を
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
新
し
い
用
語
で
言
い
換
え
る
の
か
。

　

そ
れ
と
な
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
言
葉
を
与
え
て
明
確
化
す
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
明
文
化
と
言
う

に
は
、
新
学
習
指
導
要
領
制
に
せ
よ
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
せ
よ
、
制
度
設
計
に
手
を
入
れ
過
ぎ
る
。
誰
も
が
念
頭
に
置
き
、
あ
ま
つ
さ
え
実
践
し
て

い
る
と
さ
え
さ
れ
る
「
生
き
る
力
」
的
な
能
力
が
、
現
在
「
21
世
紀
型
能
力
」
と
し
て
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
て
い
る
現
状
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
で

き
る
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
教
育
社
会
学
者
の
中
村
高
康
は
『
暴
走
す
る
能
力
主
義

―
教
育
と
現
代
社
会
の
病
理
』（
ち
く
ま
新
書
）
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
い
わ
く
、「
い
か
な
る
抽
象
的
能
力
も
、
厳
密
に
は
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
」
ず
、「
能
力
判
断
基
準
の
決
定

は
と
り
あ
え
ず
社
会
が
行
う
の
で
あ
」
り
、
し
た
が
っ
て
「
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
に
は
、
常
に
反
省
的
に
問
い
直
さ
れ
、
批
判
さ
れ
る
性
質
が
は
じ
め
か
ら

組
み
込
ま
れ
て
い
る
」（
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
再
帰
性
）、
だ
と
す
れ
ば
、「
現
代
社
会
に
お
け
る
「
新
し
い
能
力
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー

の
再
帰
性
の
高
ま
り
を
示
す
現
象
」
な
の
だ
、
と
。

　

こ
の
よ
う
な
メ
タ
的
な
議
論
か
ら
眺
め
た
と
き
、
他
な
ら
ぬ
文
部
科
学
省
の
方
針
こ
そ
が
、
検
証
さ
れ
「
批
評
」
さ
れ
る
べ
き
「
情
報
」
と
し
て
現
れ

る
。
文
脈
依
存
的
で
、
社
会
構
成
的
な
「
能
力
」
に
対
し
て
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
社
会
的
な
力
学
を
問
う
姿
勢
が
必
須
だ
。
そ
れ
は
、
学

習
指
導
要
領
に
は
書
き
込
ま
れ
な
い
、
学
習
指
導
要
領
の
〈
外
部
〉
に
あ
る
能
力
（
あ
え
て
「
能
力
」
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

２

　

私
感
で
は
、
現
行
の
方
針
に
お
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
民
で
あ
る
こ
と
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
主
体
で
あ
る
こ
と
が
、
同
時
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
多
様
性
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
）
の
擁
護
を
軸
と
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
主
体
は
、
穏
当
か
つ
リ
ベ
ラ
ル
に
思
え
る
一
方
、
畢
竟
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
長
け
た
感
情
労
働
の
主
体
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
印
象
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
多
様
性
の
擁
護
そ
れ
自
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
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の
一
要
素
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。「
我
が
国
の
伝
統
」
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
日
本
文
化
へ
の
言
及
も
、
あ
く
ま
で
新
自
由
主
義
を
前
提
に
し
た
、

新
保
守
主
義
的
な
あ
り
か
た
に
思
え
る
。
こ
こ
に
、
遠
く
、
排
外
主
義
の
種
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
危
う
さ
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
な
る
具
体
的
分
析
が
必
要
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
立
の
、
し
か
も
大
学
附
属
の
中
学
校
・
高
等
学
校
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
的
な
方
向
性
に
ど
の
く
ら
い
ノ
る

か
／
ノ
ら
な
い
か
、
と
い
う
判
断
は
慎
重
に
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
を
め
ぐ
る
力
学
そ
れ
自
体
を
批
判
的
に
検
証
す
る

作
業
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
下
手
に
「
実
社
会
」
と
の
接
地
面
を
作
ら
ず
、
教
養
主
義
的
に
学
問
そ
れ
自
体
の
喜
び
を
追
求
す
る
と
い
う
道
も

―
個

人
的
に
は
好
み
で
は
な
い
が

―
あ
り
う
る
。
ち
な
み
に
、
本
校
の
国
語
教
育
（
専
門
の
現
代
文
の
領
域
に
か
ぎ
る
）
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、
新

学
習
指
導
要
領
お
よ
び
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
異
な
る
論
点
を
も
つ
複
数
の
文
章
を
読
み
比
べ
、
そ
れ
ら

を
比
較
し
て
論
じ
た
り
批
評
し
た
り
す
る
活
動
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
き
な
達
成
を
し
て
い
る
。

　

本
校
の
現
代
文
の
特
色
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
教
材
に
つ
い
て
長
大
な
時
間
を
か
け
る
点
が
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
。
僕
な
り
に
説
明
す
る
と

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

あ
る
文
学
作
品
な
り
評
論
文
な
り
を
構
成
し
て
い
る
言
葉
は
、
そ
の
背
後
に
社
会
的
・
歴
史
的
・
文
化
的
な
文
脈
を
抱
え
て
い
る
。
書
き
手
の
意
図
、
読

み
手
の
置
か
れ
て
い
る
位
置
、
同
時
代
に
お
け
る
意
味
合
い
…
…
。
さ
ま
ざ
ま
な
力
関
係
の
な
か
で
、
そ
の
言
葉
は
選
ば
れ
、
他
の
言
葉
と
ぶ
つ
か
り
合

う
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
同
士
の
葛
藤
の
場
所
と
し
て
文
章
は
存
在
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、そ
の
よ
う
な
葛
藤
を
可
能
な
か
ぎ
り
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、

こ、

、

、

、

、

、

、

、

の
教
室
に
お
け
る
読
解
を
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
必
然
、
同
時
代
の
文
章
、
理
論
的
な
テ
キ
ス
ト
、
同
じ
作
者
に
よ
る
別
の
作
品
、

元
ネ
タ
と
な
っ
た
文
章
な
ど
な
ど
、
ひ
と
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
、
複、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

数
の
文
章
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
の
教
材
に
長

大
な
時
間
を
か
け
る
の
は
、
そ
の
教
材
の
言
葉
を
複
数
の
文
脈
に
開
い
て
い
く
か
ら
だ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
理
論
的
背
景
に
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に

よ
る
テ
ク
ス
ト
分
析
・
物
語
分
析
（『
神
話
作
用
』『
物
語
の
構
造
分
析
』
な
ど
）、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
権
力
分
析
（『
監
獄
の
誕
生
』
な
ど
）
を

は
じ
め
と
す
る
、
構
造
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
、
お
よ
び
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
一
連
の
流
れ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
新
学
習
指
導
要
領

に
お
い
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
教
材
を
「
テ
ク
ス
ト
（
情
報
）」
と
表
現
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
バ
ル
ト
の
用
語
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
校
の
現
代
文
の
授
業
は
は
か
ら
ず
も
、
あ
る
面
に
お
い
て
は
、
文
部
科
学
省
の
モ
デ
ル
以
上
に
文
部
科
学
省
の
方
針
と
親
和
性
が
高
い
。
先
の
紅
野

は
、「
試
験
問
題
の
な
か
の
複
数
の
資
料
を
安
易
に
統
合
し
た
と
こ
ろ
で
、
真
実
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
こ
の
時
代
や
社
会
に
対
応
す
る
能
力
が
簡
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単
に
生
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
、
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
を
批
判
し
つ
つ
、「
大
事
な
こ
と
は
、
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
、
一
人
の
人
間
の
な
か
に
も
複

数
の
要
素
が
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
の
衝
突
が
あ
る
こ
と
を
じ
っ
く
り
と
見
る
こ
と
で
す
」
と
述
べ
る
。
本
校
の
現
代
文
の
授
業
は
、
基
本
的
に
紅
野

の
求
め
る
方
向
性
に
あ
り
つ
つ
（
も
っ
と
も
、
だ
か
ら
こ
そ
「
国
語
」
は
「
文
学
テ
ク
ス
ト
」
を
取
り
入
れ
て
き
た
の
だ
、
と
す
る
紅
野
の
見
解
に
は
一

部
首
肯
で
き
な
い
が
）、
文
部
科
学
省
に
お
け
る
「
現
代
の
国
語
」「
論
理
国
語
」
の
目
標
を
も
一
部
達
成
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
大
学
で

教
わ
る
こ
と
の
先
取
り
と
い
う
機
能
も
果
た
し
て
お
り
、
高
大
連
携
と
い
う
理
念
に
も
合
致
し
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
文
部
科
学
省
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
実
践
は
、
一
斉
教
授
の
ス
タ
イ
ル
で
は
な
く
、
生
徒
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
機
会
が
増
え
る
ア
ク

テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
ス
タ
イ
ル
の
ほ
う
が
望
ま
し
い
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
そ
こ
で
の
「
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
偏
重
の
み
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
点
は
や
は
り
、
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
理
念
的
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
、

現
状
、そ
の
よ
う
な
方
向
性
で
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
）。
そ
れ
は
、経
済
活
動
に
特
化
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
す
る
、と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
全
面
化
し
す
ぎ
て
い
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
偏
重
の
授
業
は
、
あ
る
種
の
生
徒
に
過
剰
な
負
担
を
か
け
て
し
ま
う
可
能

性
す
ら
あ
る
。
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、
教
育
の
平
等
性
に
抵
触
す
る
可
能
性
と
い
う
点
で
重
大
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　

３

　

あ
る
種
の
生
徒
と
は
誰
か
。
そ
れ
は
、発
達
障
害
を
抱
え
る
生
徒
や
吃
音
を
持
つ
生
徒
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
、発
達
障
害
と
教
育
と
い
う
問
題
に
戻
ろ
う
。

　

受
け
身
の
姿
勢
だ
け
で
は
い
け
な
い
、
と
い
う
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
基
本
方
針
は
反
対
し
な
い
（
と
は
言
え
、
真
の
「
情
熱	passion

」
は
、

圧
倒
的
な
「
受
け
身	passive

」
の
体
験
に
こ
そ
宿
る
の
だ
、
と
か
、
一
斉
教
授
ス
タ
イ
ル
が
好
き
な
俺
は
、
屁
理
屈
め
い
た
こ
と
を
言
い
た
く
な
っ
て

し
ま
う
）。
し
か
し
、そ
の
と
き
に
要
請
さ
れ
る
積
極
性
な
る
も
の
が
、い
わ
ゆ
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
特
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、や
は
り
、

そ
の
教
育
が
定
型
発
達
者
の
み
を
想
定
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、「
合
理
的
配
慮
」
が
な
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
、と
い
う
疑
い
は
必
要
で
あ
る
。

　

で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
偏
重
を
拒
否
し
、
従
来
的
な
読
解
作
業
を
硬
派
に
突
き
詰
め
れ
ば
い
い
の
か
。
教
室
空
間
そ
れ
自
体
が
抱
え
る
問
題
は

見
直
し
つ
つ
、
し
か
し
、
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
条
件
の
生
徒
で
あ
っ
て
も
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
堅
実
か
つ
広
が
り
の
あ
る
読
解
作
業

を
進
め
れ
ば
い
い
の
か
。
個
人
的
に
は
、
そ
れ
も
あ
り
う
る
選
択
の
ひ
と
つ
だ
と
は
思
う
。
し
か
し
、
だ
と
し
て
も
、「
合
理
的
配
慮
」
の
問
題
は
残
る
。
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と
い
う
の
も
、
教
員
免
許
更
新
の
講
習
に
よ
れ
ば
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
現
代
文
に
お
け
る
「
作
中
人
物
の
心
情
を
読
み
取
り
な
さ
い
」
式
の
問
い
は
、

自
閉
症
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
症
（
Ａ
Ｓ
Ｄ
）
の
生
徒
に
対
す
る
「
合
理
的
配
慮
」
に
欠
け
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
だ
！　

こ
の
発
想
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
の
で
、
と
て
も
驚
い
た
。
自
閉
症
の
典
型
例
と
し
て
、
言
外
の
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
行
間
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
言
葉
を
言
葉
通
り
に
受
け
取
る
た
め
、
言
葉
を
発
し
た
者
の
皮
肉
や
照
れ
隠
し
な
ど
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
人
間
関
係
に
ト

ラ
ブ
ル
が
生
じ
る
こ
と
が
、
Ａ
Ｓ
Ｄ
の
人
に
は
多
い
。
例
え
ば
、
姫
野
桂
『
私
た
ち
は
生
き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
』（
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
）
に
は
、

職
場
の
先
輩
に
「
お
昼
ど
う
す
る
？
」
と
ラ
ン
チ
に
誘
わ
れ
た
も
の
の
「
お
昼
を
ど
こ
で
食
べ
る
か
聞
か
れ
た
だ
け
で
、
誘
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と

判
断
し
た
Ａ
Ｓ
Ｄ
当
事
者
が
、「
私
は
向
こ
う
で
食
べ
る
ん
で
」
と
答
え
、「
生
意
気
だ
」
と
陰
口
を
叩
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
を
記
号
論
的
な
用
語
で
言
い
換
え
る
と
、Ａ
Ｓ
Ｄ
の
症
状
に
お
い
て
は
、デ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン（
外
示
）を
読
み
取
れ
て
も
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン（
共

示
）
は
読
み
取
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
現
代
文
の
読
解
が
多
か
れ
少
な
か
れ
、
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
読
み
取
る
こ

と
を
基
本
態
度
と
し
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
物
語
な
り
評
論
文
な
り
の
言
葉
が
、
な
に
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う
意
味
作
用
を
読
み
取
る
こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
の
現
代
文
に
お
け
る
読
解
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
本
校
の
現
代
文
も
ま
た
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
な
か

に
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
校
の
そ
れ
は
、
作
中
人
物
の
心
情
を
根
拠
な
く
推
論
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
根
拠
を
も
っ
て
あ
る
記
号
を
社
会
的
に
開

い
て
い
く
、
と
い
う
点
は
重
視
す
る
。
と
は
言
え
、
発
達
障
害
を
め
ぐ
る
議
論
が
示
唆
す
る
の
は
、
あ
る
記
号
に
な
に
か
し
ら
の
象
徴
性
を
読
み
込
む
行

為
そ
れ
自
体
の
困
難
さ
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
文
に
お
け
る
基
礎
的
な
記
号
分
析
は
す
で
に
、
定
型
発
達
の
生
徒
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
だ
と

い
う
可
能
性
が
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
図
式
的
な
議
論
な
の
で
、
実
際
に
は
具
体
的
な
事
例
と
と
も
に
考
え
て
い
く
必
要
だ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
は
、
問
題
提
起
と
し
て
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
課
題
に
全
面
的
に
取
り
組
む
と
な
っ
た
と
き
、
現
代
文
の
あ
り
か
た
は
、
ど
こ
ろ
か
小
説
読
解
の
あ
り
か
た
は
、

大
き
く
変
容
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
作
品
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

今
村
夏
子
「
こ
ち
ら
あ
み
子
」（『
こ
ち
ら
あ
み
子
』
筑
摩
書
房
）
は
、
風
変
わ
り
な
あ
み
子
を
中
心
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
周
囲
の
空
気
や
常
識
に
と

ら
わ
れ
な
い
あ
み
子
の
姿
が
、痛
々
し
く
も
愛
お
し
く
て
、心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
あ
み
子
の
姿
に
対
し
て
は
、小
説
家
の
町
田
康
が
「
一
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途
に
愛
す
る
者
」
と
し
て
お
り
、「
殆
ど
の
人
間
が
一
途
に
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
一
途
な
愛
す
る
者
は
、
こ
の
世
に
居
場
所
が

な
い
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る（
文
庫
版
解
説
）。
一
方
で
、歌
人
の
枡
野
浩
一
と
漫
画
家
の
古
泉
智
浩
に
よ
る
ポ
ッ
ド
キ
ャ

ス
ト
番
組
「
本
と
雑
談
ラ
ジ
オ
」（
第
１
回
）
に
お
い
て
は
、
あ
み
子
は
発
達
障
害
だ
ろ
う
、
と
い
う
推
測
の
も
と
、
周
囲
か
ら
発
達
障
害
と
言
わ
れ
る

こ
と
の
あ
る
枡
野
と
古
泉
の
ふ
た
り
が
、「
こ
ち
ら
あ
み
子
」
を
絶
讃
を
し
て
い
た
。

　

医
療
従
事
者
で
な
い
も
の
が
軽
々
と
発
達
障
害
で
あ
る
／
で
な
い
を
断
定
し
て
は
い
け
な
い
が
、
あ
み
子
の
行
動
が
、
発
達
障
害
の
症
状
に
多
く
重
な

る
こ
と
は
た
し
か
だ
。
と
く
に
、「
母
は
以
前
、
あ
み
子
が
作
っ
た
『
金
魚
の
お
は
か
』
と
『
ト
ム
の
お
は
か
』
を
汚
ら
わ
し
い
と
言
っ
て
い
た
か
ら
、

今
度
は
汚
ら
わ
し
く
な
い
、
き
れ
い
な
墓
を
作
る
の
だ
」
と
、
の
り
君
に
「
弟
の
墓
」
と
書
か
せ
て
庭
に
埋
め
込
む
く
だ
り
は
、
そ
の
共
感
性
と
想
像
力

の
決
定
的
な
欠
如
と
い
う
点
に
お
い
て
、
強
い
Ａ
Ｓ
Ｄ
と
Ａ
Ｄ
Ｈ
Ｄ
の
傾
向
を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、「
こ
の
世
に
居
場
所
が
な
い
」
と
い
う
町
田

の
指
摘
と
も
響
き
合
っ
て
く
る
（
も
っ
と
も
、
障
害
を
範
囲
は
社
会
の
ほ
う
が
一
方
的
に
決
め
る
の
で
、
社
会
的
な
水
準
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
い
町
田

の
指
摘
が
、
そ
も
そ
も
障
害
／
健
常
と
い
う
対
立
す
ら
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
お
く
）。

　
「
こ
ち
ら
あ
み
子
」
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
、
直
接
的
な
表
現
を
安
易
に
使
用
せ
ず
、
細
部
の
機
微
に
よ
っ
て
人
間
関
係
や
主
題
ら
し
き
も
の
を
浮
上

さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
題
が
見
え
づ
ら
く
細
部
の
機
微
で
読
ま
せ
る
よ
う
な
小
説
は
、
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
探
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
点
で
、
現
代
文
の
読
解
に
適
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
と
言
え
る
。
率
直
に
言
え
ば
、
入
学
試
験
に
う
っ
て
つ
け
だ
と
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
議
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
授
業
内
容
や
設
問
は
、
他
な
ら
ぬ
あ
み
子
の
よ
う
な
生
徒
こ
そ
を
置
き
去
り
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
あ
み
子
は
「
こ
ち
ら
あ
み
子
」
を
読
め
る
の
か
、
と
い
う
問
題
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、「
こ
ち
ら
あ
み
子
」
は
、
物
語
の
水

準
で
は
あ
み
子
に
寄
り
添
っ
て
い
る
が
読
解
の
水
準
で
は
あ
み
子
を
突
き
放
し
て
い
る
、と
い
う
奇
妙
な
作
品
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

「
こ
ち
ら
あ
み
子
」
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
定
型
発
達
の
読
者
に
と
っ
て
は
引
き
裂
か
れ
の
体
験
と
し
て
あ
り
、
発
達
障
害
傾
向
の
あ
る
読
者
に
と
っ

て
は
あ
み
子
の
も
ど
か
し
さ
の
追
体
験
と
し
て
あ
る
。「
こ
ち
ら
あ
み
子
」
は
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
領
域
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　

４

　

現
代
文
の
読
解
に
お
け
る
「
合
理
的
配
慮
」
の
影
響
は
、
国
語
教
育
に
大
幅
な
問
い
直
し
を
迫
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
小
説
の
ポ
テ
ン
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シ
ャ
ル
を
さ
ら
に
発
揮
す
る
契
機
に
も
な
り
う
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
社
会
の
動
向
と
真
摯
に
向
き
合
い
な
が
ら
、

読
解
の
あ
り
か
た
を
更
新
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
。
教
育
者
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
そ
の
く
ら
い
の
覚
悟
は
持
っ
て
い
た

い
。
こ
れ
も
定
型
発
達
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
し
か
な
い
の
か
、
と
疑
い
つ
つ
。（
教
員
免
許
更
新
の
書
類
を
都
庁
に
提
出
し
た
！　

あ
と
は
都
庁
か
ら
の
証
明

書
を
待
つ
ば
か
り
で
、
だ
い
ぶ
心
が
晴
れ
や
か
に
な
り
ま
し
た
！
）
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