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本
書
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
か
ら
二
〇
一
五
年
三
月
に
か
け
て
『
法
学
教
室
』
に
連
載
さ
れ
た
「
法
の
世
界
へ
の

バ
イ
パ
ス
ル
ー
ト
―
―
社
会
科
学
か
ら
み
る
法
制
度
（
一
）
〜
（
二
四
）」
に
、
三
節
分
（
⑱
・
⑳
・
㉓
）
を
追
加
し

て
編
集
し
直
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
連
載
お
よ
び
本
書
の
目
的
は
、「
社
会
科
学
（
経
済
学
、
社
会
学
、
心
理
学
な
ど
）
に
お
け
る
概
念
を
題
材
と

し
て
、
社
会
科
学
と
法
の
世
界
と
の
接
点
を
探
っ
て
い
く
」
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
法
解
釈
学
と
は
異
な
る
視
角
を
提

示
し
て
、
な
る
べ
く
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
、
法
学
の
考
え
方
と
の
異
同
の
一
端
を
描
く
こ
と
を
試
み
ま
し
た
。

　

法
学
の
考
え
方
と
他
の
社
会
科
学
分
野
の
考
え
方
の
間
に
は
、
架
橋
し
が
た
い
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
思
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
部
分
は
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
思
考
プ
ロ
セ
ス
は
異

な
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
結
論
は
同
じ
、
あ
る
い
は
、
実
は
思
考
プ
ロ
セ
ス
自
体
も
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
お
ら

ず
表
現
の
し
か
た
が
違
う
だ
け
、
と
い
っ
た
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
た
と
え
思
考
プ
ロ
セ
ス
が
本
当
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
変
わ

ら
な
い
、
と
い
う
の
も
ま
た
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
法
学
も
他
の
社
会
科
学
分
野
も
、
ど
の
よ
う

に
よ
り
良
い
社
会
を
創
っ
て
人
々
の
幸
福
を
増
進
す
る
か
、
と
い
う
大
き
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
で
は
同
じ
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な
の
で
す
。

　

目
的
地
へ
と
至
る
道
は
、
複
数
あ
っ
て
も
損
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
異
な
る
道
が
あ
れ
ば
予
備
的
に
使
え

る
の
で
多
少
な
り
と
も
心
強
い
で
し
ょ
う
し
、
一
方
の
道
に
飽
き
た
と
き
に
別
の
道
を
使
う
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。
ま
た
、
眼
前
に
開
け
て
く
る
目
的
地
の
様
子
も
、
も
し
か
す
る
と
違
っ
た
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

連
載
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
っ
た
「
バ
イ
パ
ス
ル
ー
ト
」
に
は
以
上
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は

も
っ
と
直
截
的
に
、『
法
と
社
会
科
学
を
つ
な
ぐ
』
と
い
う
書
名
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
バ
イ
パ
ス
ル
ー
ト
」
の
連
載
は
も
と
も
と
単
行
本
化
を
予
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
私
は
毎
号
読
み
切
り

の
つ
も
り
で
執
筆
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
各
節
の
関
連
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
部
分
も
少
な
か
ら
ず

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。
お
お
む
ね
連
載
五
回
分
を
一
つ
の
章
と
し
た
う
え
で
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
と
結
語
（Concluding Rem
arks

）
を
各
章
に
入
れ
る
な
ど
、
流
れ
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
手
は
入
れ
た
つ
も

り
で
す
が
、
初
め
に
本
書
の
概
要
を
示
し
て
お
く
ほ
う
が
読
者
の
便
宜
に
適
う
で
し
ょ
う
。

　

本
書
の
前
半
部
で
最
も
よ
く
出
て
く
る
の
は
経
済
学
の
概
念
、
な
か
で
も
ミ
ク
ロ
経
済
学
お
よ
び
ゲ
ー
ム
理
論
の

概
念
で
す
。
第
一
章
は
、
個
人
の
意
思
決
定
に
関
す
る
五
つ
の
節
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
章
で
扱
う
の
は
、

「
合
理
的
」
な
個
人
の
意
思
決
定
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
個
人
の
意
思
決
定
と
社
会
の
状
態
と
の
間
に
は
い
か
な

る
関
係
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
で
す
。

　

続
く
第
二
章
は
「
戦
略
的
思
考
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。
複
数
の
個
人
が
存
在
す
る
場
面
で
は
、
各
人
が
他
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者
の
意
思
決
定
を
考
慮
し
な
が
ら
自
ら
の
意
思
決
定
を
下
す
、
と
い
う
状
況
が
頻
繁
に
生
じ
ま
す
。
言
い
換
え
る
と

「
意
思
決
定
の
相
互
作
用
」
が
発
生
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
場
面
の
分
析
は
ゲ
ー
ム
理
論
が
得
意
と
す
る

と
こ
ろ
で
す
。
第
二
章
で
は
い
く
つ
か
の
種
類
の
ゲ
ー
ム
を
取
り
上
げ
て
法
と
の
関
連
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

第
二
章
ま
で
は
個
人
レ
ベ
ル
（
ミ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
）
の
分
析
が
中
心
に
な
る
の
に
対
し
、
第
三
章
で
は
社
会
レ
ベ

ル
（
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
な
い
し
メ
ゾ
・
レ
ベ
ル
）
の
分
析
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
相
互
作
用
の
あ
り
方
に
よ
っ

て
、
個
人
の
意
思
決
定
の
結
果
と
し
て
現
れ
る
社
会
現
象
は
違
っ
た
様
相
を
見
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
章
で

は
、
市
場
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
、「
相
互
作
用
の
構
造
」
に
関
係
す
る
五
節
を
集
め
て
い
ま
す
。

　

第
四
章
以
降
は
、
心
理
学
の
概
念
が
徐
々
に
多
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
法
と
の
関
わ
り
が
深
い
心
理
学
上
の
概
念

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
第
四
章
は
社
会
的
ル
ー
ル
を
支
え
る
心
理
、
す
な
わ
ち
「
規
範
意
識
」
を
メ
イ
ン
テ
ー

マ
と
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
本
書
の
中
で
私
自
身
の
研
究
関
心
が
最
も
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
章
で
、
通
常
は
自

然
科
学
系
と
し
て
括
ら
れ
て
い
る
諸
分
野
と
の
つ
な
が
り
に
も
で
き
る
だ
け
触
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

第
五
章
は
認
知
心
理
学
や
社
会
心
理
学
、
そ
し
て
社
会
学
の
領
域
と
関
係
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
ま
す
（
と
は

言
っ
て
も
五
節
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
本
書
で
取
り
上
げ
た
経
済
学
上
の
概
念
に
も
関
係
す
る
テ
ー
マ
に
絞
っ
て
い
ま

す
）。
本
書
中
盤
で
は
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
の
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
再
び
ミ
ク

ロ
・
レ
ベ
ル
の
話
に
舞
い
戻
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
終
章
で
は
二
つ
の
節
を
収
め
、
本
書
全
体
の
ま
と
め
と
し
て
い
ま
す
。
終
章
に
も
結
語
を
つ
け
よ
う
か

と
も
思
い
ま
し
た
が
、
連
載
最
終
回
の
時
点
で
私
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
だ
い
た
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
た
た
め
、
蛇
足
は
加
え
な
い
こ
と
に
し
ま
し
た
。
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こ
こ
で
、
何
点
か
注
意
事
項
を
記
し
て
お
き
ま
す
。

ⅰ　

も
と
は
読
み
切
り
の
記
事
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
ら
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
も
大
き
な
支
障
は
あ
り
ま
せ
ん
。
適
当

に
拾
い
読
み
し
て
く
だ
さ
る
だ
け
で
も
結
構
で
す
。
引
用
文
献
・
主
要
参
考
文
献
が
各
節
の
末
尾
に
配
置
さ
れ
て
い

る
と
い
う
煩
さ
に
つ
い
て
は
、
ご
海
容
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。
な
お
、
巻
末
に
文
献
案
内
を
付
し
て
お
き
ま
し

た
の
で
、
こ
ち
ら
も
あ
わ
せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

ⅱ　

本
書
で
は
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
政
策
提
言
を
行
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
（
で
す
か
ら
、
ど
う
か
そ
の
よ
う
な

期
待
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
）。
た
だ
し
、
現
実
の
問
題
を
解
く
た
め
の
政
策
提
言
に
ど
こ
か
で
結
び
つ
く
よ
う
な
ヒ

ン
ト
は
あ
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
は
明
瞭
な
わ
か
り
や
す
い
結
論
を
素
早
く
出
す
こ
と
が
と
か
く
重
宝
さ
れ
る

傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
一
進
一
退
し
な
が
ら
漸
進
的
に
現
代
社
会
の
問
題
を
解
明
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
も
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。

ⅲ　
『
法
学
教
室
』
に
連
載
し
て
お
い
て
今
さ
ら
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
の
も
気
が
ひ
け
ま
す
が
、
本
書
は
法
解
釈
学

の
勉
強
に
は
直
接
は
役
立
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
法
律
を
学
ぶ
人
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
の
無
意
味

だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
効
能
く
ら
い
は
あ
る
と
い
い
な
あ
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

・
法
解
釈
の
前
提
に
な
る
事
実
認
識
を
別
の
角
度
か
ら
研
ぎ
澄
ま
す
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
る
。

　

・
現
在
の
法
や
法
制
度
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
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・
法
に
何
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
何
が
で
き
な
い
の
か
を
分
析
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
と
な
る
。

　

各
章
末
に
あ
るQ

uestions

は
、
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
た
め
の
問
い
の
例
で
す
。
示
し
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一

例
で
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

読
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
何
か
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
望
外
の
喜
び
で
す
。
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【Introduction

】　 
　

法
は
個
人
の
意
思
決
定
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
、
社
会
に
い
か
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
本
章
で
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
準
備
を
す
る
た
め
に
、「
合
理
的
な

4

4

4

4

個
人
の
意
思
決
定
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
」

（
①
・
③
・
④
）、
そ
し
て
「
個
人
の
意
思
決
定
と
社
会
状
態
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
」（
②
・
⑤
）
と
い
う

テ
ー
マ
を
扱
う
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
実
際
の
人
間
は
つ
ね
に
合
理
的
な
意
思
決
定
を
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
合
理
性
の
仮
定

は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
考
察
の
出
発
点
と
し
て
は
非
常
に
有
用
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
、
複

雑
で
多
様
な
世
界
を
い
っ
た
ん
単
純
化
す
る
こ
と
で
、
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
よ
り
明
晰
に
解
き
明
か
せ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。

　
「
単
純
化
に
よ
る
明
確
化
」
の
方
法
を
武
器
と
し
て
著
し
い
発
展
を
遂
げ
て
い
る
の
は
経
済
学
で
あ
る
。
経
済
学
的
な
考
え
方
の

利
点
は
、
個
人
の
「
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
」
を
考
慮
し
た
視
点
を
養
え
る
こ
と
と
、
個
人
の
行
動
が
社
会
に
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
を

も
た
ら
す
可
能
性
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

経
済
学
の
考
え
方
と
法
（
お
よ
び
法
学
）
の
考
え
方
は
異
な
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
似
て
い
る
部
分
も
た
し
か
に
あ
る
。
本
章

で
は
、
双
方
の
考
え
方
の
異
同
に
も
触
れ
な
が
ら
、
経
済
学
の
考
え
方
を
法
現
象
の
分
析
に
用
い
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て

い
く
。
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1
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ　
何
が
人
を
駆
り
立
て
る
の
か

ソ
ポ
ク
レ
ス
と
太
陽

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
人
ア
テ
ナ
イ
オ
ス
の
手
に
な
る
『
食
卓
の
賢
人
た
ち
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
引
用
さ
れ

て
い
る
（
念
の
た
め
先
に
書
い
て
お
く
と
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
で
は
少
パ
イ
デ
ラ
ス
テ
ィ
ア

年
愛
は
ご
く
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
社
会
的

義
務
と
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
）。

　

悲
劇
作
家
ソ
ポ
ク
レ
ス
は
、
あ
る
見
目
麗
し
い
少
年
と
事
を
運
ぼ
う
と
し
て
、
彼
を
市
壁
の
外
へ
連
れ
出
し
た
。

少
年
は
自
分
の
外
衣
を
草
の
上
に
広
げ
、
二
人
は
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
着
て
い
た
肩
掛
け
に
一
緒
に
く
る
ま
っ
た
。
と
こ

ろ
が
事
が
終
わ
る
と
、
少
年
は
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
高
価
な
肩
掛
け
を
持
ち
去
っ
て
し
ま
う
。

　

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
も
と
に
は
少
年
の
外
衣
だ
け
が
淋
し
く
残
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
一
件
が
噂
に
な
り
、
ラ
イ
バ

ル
の
悲
劇
作
家
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
耳
に
も
届
く
こ
と
に
な
る
。
彼
は
「
俺
も
そ
の
少
年
と
懇
ろ
に
な
っ
た
が
、
俺
は

何
も
く
れ
て
や
ら
な
か
っ
た
。
ソ
ポ
ク
レ
ス
は
み
だ
ら
だ
か
ら
見
く
び
ら
れ
た
の
だ
」
と
冷
や
か
し
た
。
こ
れ
を
聞
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い
た
ソ
ポ
ク
レ
ス
は
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
不
義
を
ほ
の
め
か
す
エ
ピ
グ
ラ
ム
（
寸
鉄
詩
）
を
作
り
、
彼
に
宛
て
た
。

　
「
私
に
肩
掛
け
を
脱
が
せ
た
の
は
太
陽
の
せ
い
で
あ
っ
て
、
少
年
の
せ
い
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え

君
と
き
た
ら
、
他
人
の
妻
と
よ
ろ
し
く
す
る
の
は
北
風
が
吹
い
て
い
た
か
ら
な
ん
だ
ろ
う
ね
。
君
は
愚
か
だ
ね
、

他
人
の
畑
に
種
を
ま
き
な
が
ら
、
エ
ロ
ス
神
を
追
い
は
ぎ
と
し
て
訴
え
る
な
ん
て
。」

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
は
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
「
北
風
と
太
陽
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
強

い
か
言
い
争
っ
て
い
た
北
風
と
太
陽
が
、
旅
人
の
服
を
脱
が
せ
る
と
い
う
勝
負
を
行
う
（
上
着
だ
け
脱
が
せ
れ
ば
よ

い
と
い
う
バ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
る
）。
北
風
は
力
い
っ
ぱ
い
吹
き
つ
け
て
旅
人
の
服
を
飛
ば
そ
う
と
す
る
が
、
旅
人
は
寒

さ
を
嫌
っ
て
し
っ
か
り
服
を
押
さ
え
る
ば
か
り
で
、
疲
れ
果
て
た
北
風
は
太
陽
に
番
を
譲
る
。
太
陽
は
は
じ
め
ゆ
っ

く
り
と
照
り
つ
け
、
旅
人
が
着
込
ん
だ
服
を
脱
い
で
い
く
の
を
見
な
が
ら
、
徐
々
に
熱
を
強
め
て
い
っ
た
。
つ
い
に

旅
人
は
暑
さ
に
耐
え
か
ね
、
自
ら
服
を
全
部
脱
い
で
川
へ
水
浴
び
に
行
く
。

　

こ
の
北
風
と
太
陽
の
寓
話
に
は
、「
説
得
は
強
制
よ
り
も
勝
る
」「
厳
し
い
態
度
で
な
く
優
し
い
態
度
で
接
し
た
ほ

う
が
う
ま
く
い
く
」
と
い
う
よ
う
な
教
訓
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
調
べ
て
み
る
と
、
説
得
が
強
制
よ
り

も
有
効
だ
と
い
う
解
釈
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
期
に
定
着
し
た
も
の
ら
し
く
、
こ
の
寓
話
の
解
釈
は
時
代
と
と
も
に
少
し

ず
つ
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
節
度
を
守
る
こ
と
を
説
い
た
話
な
の
だ
と
考
え
た
人
も
い
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え

に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
た
人
も
い
た
。
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
を
見
て
も
、
今
挙
げ
た
教
訓
と
は
や
や
異
な
る

イ
メ
ー
ジ
で
こ
の
寓
話
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。
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外
発
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
内
発
的
な
動
機
づ
け

　

私
自
身
は
ず
い
ぶ
ん
後
に
な
っ
て
知
っ
た
の
だ
が
、
次
の
よ
う
な
話
が
前
に
付
け
加
わ
る
場
合
も
あ
る
。
北
風
と

太
陽
は
、
旅
人
の
帽
子
を
と
る
勝
負
を
行
っ
て
い
た
。
ま
ず
太
陽
が
旅
人
を
燦
々
と
照
ら
し
て
暑
く
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
、
旅
人
は
日
射
し
を
防
ぐ
た
め
に
か
え
っ
て
帽
子
を
深
く
か
ぶ
っ
て
し
ま
う
。
次
い
で
北
風
が
思
い
切
り
吹

き
つ
け
る
と
、
帽
子
は
簡
単
に
吹
き
飛
ん
で
い
っ
た
（
そ
の
後
は
前
記
の
と
お
り
）。
こ
の
気
の
毒
な
旅
人
の
話
の
教

訓
は
、「
ど
ん
な
こ
と
に
も
適
切
な
方
法
が
あ
り
、
つ
ね
に
最
良
と
言
え
る
方
法
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
ろ
う
と
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
北
風
と
太
陽
の
寓
話
で
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
う
ま
く
扱

え
な
か
っ
た
ほ
う
が
負
け
て
い
る
。

　

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
は
、「
あ
る
個
人
に
特
定
の
行
動
を
選
ぶ
よ
う
に
仕
向
け
る
要
因
」
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
“incentive

”の
語
源
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、「
音
楽
を
奏
で
る
」
こ
と
と
「
火
を
つ
け
る
」
こ
と
の
両
方
が
関

係
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
人
の
気
持
ち
を
動
か
す
と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
要
す
る
に
そ
の
気
を
起
こ

0

0

0

0

0

0

さ
せ
る

0

0

0

外
か
ら
の
刺
激
が
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
な
の
で
あ
る
。
太
陽
は
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
意
識
的
に
使
い
、
帽
子
を

と
る
勝
負
で
は
失
敗
し
、
服
を
と
る
勝
負
で
は
成
功
を
収
め
て
い
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
北
風
は
ど
ち
ら
の
勝

負
で
も
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
使
お
う
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
意
図
し
な
い
方
向
に
作
用
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
旅
人
に
与
え
て
し
ま
っ
て
も
い
る
。

　

こ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
い
う
考
え
方
は
、
社
会
科
学
の
支
柱
と
し
て
の
役
割
を
陰
に
陽
に
果
た
し
て
き
た
。
た

と
え
ば
、
経
済
学
は
金
銭
に
関
す
る
学
問
と
表
現
す
る
よ
り
は
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
構
造
に
関
す
る
学
問
と
表
現
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社
会
科
学　
ま
だ
見
ぬ
合
流
地
点
へ

社
会
科
学
の
意
義

　

本
書
に
は
『
法
と
社
会
科
学
を
つ
な
ぐ
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
社
会
科

学
」
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
い
か
な
る
営
み
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
正
面
か
ら
は
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う

わ
け
で
、
今
ま
で
の
話
の
ま
と
め
を
兼
ね
て
、
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
学
問
分
野
が
「
社
会
科
学
」
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
社
会
科
学
の
範
囲
を
め
ぐ
っ

て
は
、
研
究
者
の
間
だ
け
で
は
な
く
、
書
店
の
間
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
さ
そ
う
な
の
は
経
済
学
や
政
治
学
で
、
こ
れ
ら
の
分
野
に
関
係
す
る
本
は
た
い
て
い
社
会
科

学
の
コ
ー
ナ
ー
に
置
か
れ
て
い
る
。
社
会
学
の
本
も
同
様
に
…
…
と
思
っ
て
い
た
が
、
東
京
の
某
有
名
書
店
で
は
、

「
社
会
」
の
エ
リ
ア
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
人
文
」
エ
リ
ア
に
配
置
さ
れ
て
い
た
（
二
〇
一
五
年
一
月
現
在
）。
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そ
し
て
、
心
理
学
や
人
類
学
の
本
は
、
社
会
科
学
で
は
な
く
人
文
科
学
の
コ
ー
ナ
ー
に
集
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。

　

法
学
（
法
律
学
）
を
社
会
科
学
に
分
類
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
書
店
の
間
で
ほ
ぼ
意
見
が
一
致
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
研
究
者
は
法
学
を
社
会
科
学
の
一
部
と
考
え
た
が
ら
な
い
傾
向
、
少
な
く
と
も
他
の
分
野

と
の
違
い
を
強
調
す
る
傾
向
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
他
の
社
会
科
学
と
は
違
っ
た
雰
囲
気
を
も
つ
学
問
分
野
で
は
あ

る
。

　

辞
典
や
入
門
書
で
は
、「
社
会
科
学
」
と
い
う
の
は
、
社
会
現
象
や
人
間
行
動
を
対
象
と
す
る
科
学
の
総
称
で
あ

る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
「
科
学
」
と
は
何
な
の
か
と
言
う
と
、
こ
れ
も
ま
た
多
義
的
だ
が
、
現
象
の
中
か
ら
一

定
の
法
則
・
規
則
性
・
因
果
関
係
な
ど
を
見
出
そ
う
と
す
る
営
為
で
あ
る
、
と
表
現
で
き
よ
う
。
“science

”
の
語

源
と
な
っ
た
ラ
テ
ン
語
の
“scientia

”
は
も
と
も
と
「
知
識
」
を
意
味
す
る
語
だ
っ
た
。
だ
が
、
一
七
〜
一
八
世

紀
に
な
る
と
、
知
識
を
得
る
た
め
の
「
方
法
」
に
意
味
の
重
点
が
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
現
代
で
は
、
知
識
そ
の
も

の
と
言
う
よ
り
も
、
厳
密
な
手
続
（
特
に
、
仮
説
を
も
と
に
観
察
や
実
験
を
行
い
、
結
果
に
整
合
す
る
説
明
を
選
び
出
す

と
い
う
手
続
）
に
従
っ
て
現
象
を
探
究
す
る
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

自
然
科
学
が
自
然
現
象
の
背
後
に
あ
る
法
則
を
追
い
求
め
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
科
学
は
社
会
の
背
後
に
あ

る
法
則
を
追
い
求
め
る
。
た
だ
し
、
社
会
現
象
に
は
関
連
因
子
が
無
数
に
あ
り
、
実
験
に
よ
る
再
現
が
難
し
く
、
し

か
も
通
常
は
人
間
の
意
思
が
介
在
し
て
い
る
の
で
、
自
然
科
学
と
肩
を
並
べ
ら
れ
る
ほ
ど
の
精
密
さ
ま
で
は
望
め
な

い
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
社
会
科
学
の
有
用
性
に
疑
念
を
も
つ
人
た
ち
も
い
る
が
、
社
会
科
学
に
は
社
会
科
学
な
り

の
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
に
あ
る
社
会
や
政
策
を
批
判
的
に
検
討
し
う
る
眼
を
養
う
助
け
と
な
る
、
と
い
う
こ
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