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き
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疑
い
か

―
辞
苑
閑
話
・
二 

―

工　

藤　

力　

男

原
発
事
故
は
ひ
と
ご
と
か

日
本
語
に
つ
い
て
か
れ
こ
れ
考
え
る
わ
た
し
の
生
活
も
半
世
紀
が

す
ぎ
た
。
研
究
者
の
端
く
れ
と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
、
世
上
に
物

議
を
醸
す
言
語
事
象
に
つ
い
て
も
冷
静
に
対
処
し
て
き
た
つ
も
り
で

あ
る
。

例
え
ば
、「
ラ
抜
き
こ
と
ば
」。
わ
た
し
自
身
は
こ
れ
が
嫌
い
で
あ

る
が
、
動
詞
の
可
能
形
の
単
純
化
を
促
す
と
い
う
理
は
あ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
如
き
「
サ
入
れ
こ
と
ば
」（
一
例
「
議
事

録
を
読
ま
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」）
は
、
動
詞
の
使
役
形
の
単
純
化
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
日
本
語
の
未
来
に
と
っ
て
有
益
か
否
か
、
わ
た
し

は
判
断
に
迷
っ
て
い
る
。

丁
寧
な
表
現
を
心
が
け
る
人
の
発
話
に
は
、
一
つ
の
述
語
に
対
格

助
詞
「
を
」
を
続
け
て
用
い
る
「
ヲ
入
れ
こ
と
ば
」（
一
例
「
国
民
福

祉
税
を
創
設
を
い
た
し
ま
す
」）
の
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
心
情
は

わ
か
る
が
、
そ
の
表
現
に
理
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
日
本
語
構
文

の
理
に
背
く
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
市
民
権
を
得
た
か
の

よ
う
に
氾
濫
す
る
「
立
ち
上
げ
る
」
は
紛
れ
も
な
い
非
文
で
あ
る
。

理
に
あ
わ
な
い
こ
の
新
語
を
現
代
人
が
好
ん
で
用
い
る
理
由
に
つ
い

て
は
な
お
考
え
て
い
き
た
い
。

わ
た
し
が
住
む
岐
阜
県
の
北
西
の
隣
は
福
井
県
、
そ
の
日
本
海
岸

に
は
原
子
力
発
電
所
が
あ
る
。
例
の
福
島
の
事
故
以
来
、
岐
阜
県
で

も
放
射
線
に
つ
い
て
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
。
昨
年
十
二
月
九
日
、
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朝
日
新
聞
名
古
屋
本
社
版
の
岐
阜
県
の
ペ
イ
ジ
に
、
総
選
挙
の
「
課

題
を
追
う
」
と
題
す
る
連
載
の
「
2　

原
発
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い

う
署
名
入
り
記
事
が
あ
っ
た
。
敦
賀
原
発
で
大
規
模
な
事
故
が
お
き

た
ば
あ
い
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
に
つ
い
て
岐
阜
県
が
公
表
し
た
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
大
垣
市
の
中
心
部
で
年
間
の
外
部
被
曝
量

が
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
に
達
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
い
う
。
同
市

で
生
後
十
一
ヶ
月
の
男
児
と
買
物
に
き
た
主
婦
に
そ
の
数
値
を
示
し

て
記
者
が
聞
く
と
、「
や
っ
ぱ
り
怖
い
か
な
あ
」
と
い
う
返
事
で

あ
っ
た
。
ま
る
で
ひ
と
ご
と
の
よ
う
な
こ
の
感
想
に
つ
い
て
記
者

は
、
主
婦
が
「
そ
の
結
果
を
知
り
、
声
を
あ
げ
た
。」
と
書
い
て
い

る
（
こ
れ
を
用
例
1
と
す
る
）。
嘆
き
の
発
言
と
解
釈
し
た
の
だ
と
思

う
。本

稿
の
ま
と
め
の
段
階
に
入
っ
た
五
月
廿
三
日
、
日
本
原
子
力
研

究
開
発
機
構
の
加
速
器
実
験
施
設
で
放
射
性
物
質
漏
れ
が
あ
っ
た
。

廿
五
日
正
午
の
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
報
告
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
近
隣
住
民
の
女
性
が
感
想
を
の
べ
た
、「
連
絡
が
ほ
し
い
か
な

と
思
い
ま
す
」（
こ
れ
を
用
例
2
と
す
る
）
と
。

読
者
諸
賢
に
は
、
右
の
二
つ
の
発
言
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え
た

人
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
感
じ
た
人
は
新
聞
記
者
の
記

述
に
は
納
得
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
な
ぜ
こ
の
言

葉
が
発
せ
ら
れ
た
の
か
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

実
例
い
く
つ
か

正
確
な
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
。
前
節
の
二
つ
に
似
た
発
話
を
耳

に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
五
年
ほ
ど
前
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
今
で

は
、
例
え
ば
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の
音
声
に
耳
を
傾
け
て
い
た
ら
、
日

に
二
つ
三
つ
は
必
ず
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
耳
に
入
っ
て

も
瞬
時
に
き
え
て
し
ま
う
の
で
、
正
確
な
把
握
は
難
し
い
が
、
百
ほ

ど
は
書
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
若
干
で
は
あ
る
が
、
印
刷
さ
れ

た
も
の
も
拾
っ
て
あ
る
。

そ
の
実
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
よ
う
。
実
例
に
は
通
し
番
号
を
つ

け
、
言
及
箇
所
に
は
波
型
傍
線
を
附
す
。
書
籍
の
発
行
時
は
元
号
年

と
月
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
発
行
・
放
送
日
の
年
月
日
を
括

弧
書
き
す
る
と
き
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
る
。
と
も
に
元
号
「
平

成
」
を
省
く
。

森
林
の
価
値
と
保
全
を
訴
え
る
番
組
、
B
S
日
テ
レ
の
「
森も

り

人じ
ん

」

（24.8.5

）
で
、
あ
る
画
家
が
画
学
生
へ
の
希
望
を
吐
露
し
た
言
葉
の

中
に
、
少
な
く
と
も
二
回
こ
れ
が
聞
か
れ
た
。

3　

ス
ケ
ッ
チ
し
て
も
ら
え
ば
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

4　

た
く
さ
ん
え
が
い
て
ほ
し
い
か
な
あ
。
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右
は
疑
問
表
現
の
形
式
だ
が
、
と
も
に
願
望
の
意
ら
し
い
。

次
は
朝
の
F
M
放
送
の
「
弾
き
語
り
フ
ォ
ー
ユ
ー
」
の
例
。

5　

そ
う
し
た
思
い
が
伝
わ
っ
た
ら
い
い
か
な
、
と
そ
ん
な
ふ

う
に
思
い
ま
す
。（25.2.28

）

こ
れ
は
3
と
同
じ
形
だ
が
、
謙
虚
さ
の
表
明
か
も
し
れ
な
い
。

N
H
K
の
テ
レ
ビ
番
組
「
ほ
っ
と
イ
ブ
ニ
ン
グ
」
で
、
時
代
劇
へ

の
出
演
を
避
け
て
き
た
の
に
、
あ
る
時
代
劇
に
出
演
し
た
俳
優
が
そ

の
理
由
を
語
っ
た
。
鬘
な
し
で
侍
役
が
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
条
件

だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
話
の
中
に
次
の
発
言
が
あ
っ
た
。

6　

カ
ツ
ラ
被
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
い
い
か
な
。（25.3.6

）

3
・
5
と
は
違
う
よ
う
だ
。
そ
れ
な
ら
「
か
な
」
は
不
要
で
あ
る
。

昨
秋
、
第
一
放
送
の
昼
の
番
組
「
こ
こ
は
ふ
る
さ
と
旅
す
る
ラ
ジ

オ
」（24.9.26

）
の
中
で
、
天
候
に
つ
い
て
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
言

葉
で
あ
る
。

7　

時
お
り
雲
が
出
る
と
す
ず
し
い
か
な
と
思
う
と
、
す
ぐ
に

暑
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
詠
嘆
の
表
現
だ
ろ
う
か
、
願
望
だ
ろ
う
か
。

今
年
の
三
月
十
七
日
朝
は
、
ご
く
短
い
時
間
に
二
つ
の
用
例
を

拾
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、「
日
曜
あ
さ
い
ち
ば
ん
」
の
「
季
節
の
い
の

ち
」。
野
鳥
の
さ
え
ず
り
を
紹
介
す
る
研
究
者
が
、
野
鳥
を
知
る
に

は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
聴
取
者
の
質
問
に
答
え
た
も
の
で

あ
る
。8　

探
鳥
会
に
参
加
す
る
の
が
い
い
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
6
と
同
じ
用
法
か
と
思
う
。
こ
の
人
は
こ
の
表
現
が
好
き
ら

し
く
、
三
月
三
十
一
日
に
は
（
植
物
の
新
芽
も
）「
魅
力
的
か
な
」

と
「
い
ろ
ん
な
鳥
が
住
め
る
の
か
な
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
詠
嘆
の

表
現
ら
し
い
。

十
七
日
の
も
う
一
つ
は
、
六
時
と
七
時
の
ニ
ュ
ー
ス
。
シ
ド
ニ
ー

で
開
か
れ
た
州
の
水
泳
選
手
権
大
会
、
平
泳
ぎ
で
二
着
に
な
っ
た
日

本
人
選
手
の
感
想
で
あ
る
。

9　

も
う
ち
ょ
っ
と
い
い
レ
ー
ス
が
し
た
か
っ
た
か
な
、
と
い

う
思
い
は
あ
り
ま
す
。

「
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
」
も
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
発
言
に
多
い

も
の
で
あ
る
。

柔
道
選
手
の
生
の
声
が
、
四
月
三
十
日
朝
、
ラ
ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス

に
流
れ
た
。
前
日
の
日
本
選
手
権
大
会
で
優
勝
し
、
現
役
生
活
に
有

終
の
美
を
飾
っ
た
人
で
あ
る
。

10　

心
の
底
か
ら
柔
道
が
楽
し
め
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

こ
れ
で
は
完
全
に
ひ
と
ご
と
で
あ
る
。

学
者
の
発
話
に
も
あ
っ
た
。
三
月
二
十
七
日
「
わ
た
し
も
一
言
夕
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方
ニ
ュ
ー
ス
」
の
「
こ
こ
に
注
目
」
に
出
演
し
た
某
大
学
教
授
、
人

口
減
少
が
続
く
こ
れ
か
ら
の
社
会
保
険
の
あ
り
方
は

11　

厳
し
い
も
の
が
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
よ
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

右
に
あ
げ
た
十
一
例
の
う
ち
の
7
は
、
話
し
言
葉
の
プ
ロ
と
い
え

る
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
言
葉
に
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

最
後
は
、
教
育
テ
レ
ビ
の
「
ら
ら
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
」（24.9.23

）

に
ゲ
ス
ト
出
演
し
た
常
連
、
書
き
言
葉
の
プ
ロ
と
い
う
べ
き
名
の
知

れ
た
作
家
の
発
話
で
あ
る
。

12　
（
四
十
代
・
五
十
代
の
人
は
人
生
の
秋
を
）
も
っ
と
楽
し

ん
で
欲
し
い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。

他
の
作
家
の
談
話
に
も
い
く
つ
か
見
え
て
い
る
。

新
種
の
朦
朧
体

多
く
の
人
が
不
審
を
い
だ
い
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
の
表
現
、
意

外
な
こ
と
に
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
多
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
退
職

し
て
世
間
が
狭
く
な
っ
た
わ
た
し
が
得
た
の
は
二
つ
。
一
つ
は
、
岐

阜
大
学
教
授
の
佐
藤
貴
裕
さ
ん
の
教
示
で
知
っ
た
ブ
ロ
グ
「
苦
言
熟

考
」、
い
ま
一
つ
は
、
水
谷
静
夫
さ
ん
の
著
書
『
曲
り
角
の
日
本
語
』

（
岩
波
新
書　

23.4

）
で
あ
る
。

「
苦
言
熟
考
」
は
、A

ndy  E
guchi

さ
ん
の
ブ
ロ
グ
で
、
そ
の
第

百
六
十
八
回
（23.1.13

）
に
、
別
の
事
象
に
つ
い
て
述
べ
た
つ
い
で

に
触
れ
た
記
述
が
あ
る
。E

guchi

さ
ん
は
、
N
H
K
の
自
称
「
こ

と
ば
お
じ
さ
ん
」
が
、
言
葉
に
関
わ
る
番
組
で
「
…
か
な
？
」
を
連

発
す
る
の
が
耳
障
り
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、「
本
当
か
な
」「
そ
う

だ
っ
た
か
な
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
疑
問
・
疑
念
・
不
確
実
さ
を

表
わ
す
の
が
本
来
の
用
法
だ
、
と
主
張
す
る
。
同
感
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
ば
お
じ
さ
ん
は
じ
つ
に
胡
散
臭
い
。

水
谷
さ
ん
は
、
最
終
章
「
日
本
語
の
未
来
図
」
の
【
断
定
し
た
く

な
い
「
と
か
」「
か
な
」】
の
項
に
、「
あ
る
程
度
言
い
切
っ
て
い
い

と
こ
ろ
に
言
い
切
り
を
使
わ
な
い
傾
向
」
と
し
て
数
例
を
あ
げ
た
。

次
に
ひ
く
の
が
そ
れ
で
、
傍
線
と
括
弧
が
き
は
原
著
の
も
の
で
あ

る
。
13
は
臓
器
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
言
葉
で
あ
る
。

13　

私
た
ち
が
ご
遺
族
に
ず
っ
と
寄
り
添
っ
て
い
て
ど
れ
だ
け

の
事
が
で
き
た
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
し
で
も
お
役

に
立
て
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。〔
テ
レ
ビ
番
組
中
〕

次
は
、
国
会
で
の
答
弁
に
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
大
臣
の

答
弁
。14　

「
こ
の
政
策
を
強
力
に
推
し
進
め
て
景
気
が
好
転
し
た
ら

い
い
か
な
と
思
い
ま
す
」
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続
け
て
、
不
正
支
出
を
見
逃
し
た
こ
と
を
問
わ
れ
た
質
問
に
対
す

る
、
あ
る
組
織
の
会
計
責
任
者
の
答
弁
、

15　
「
請
求
書
と
書
類
が
整
っ
て
い
て
、
帳
尻
も
合
っ
て
い
る

か
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
」

を
あ
げ
て
「
ガ
キ
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、「
い
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
」

と
言
う
こ
と
は
な
い
」
と
怒
り
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
激
し
い
言
葉

が
み
え
る
の
は
、
本
書
が
市
民
講
座
の
講
義
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ

の
講
義
の
空
気
を
伝
え
る
編
集
の
せ
い
ら
し
い
。

ケ
ー
タ
イ
小
説
か
ら
も
ひ
い
て
い
る
。

16　
「
ね
え
、
キ
ス
し
よ
ッ
。」「
何
よ
、
あ
た
し
そ
れ
っ
て
無

理
か
も
。」

17　
「
お
れ
腹
減
っ
て
る
み
た
い
。」

そ
し
て
、「
何
で
も
お
ぼ
め
か
し
て
そ
れ
で
霞
ん
で
し
ま
う
。」
と
水

谷
さ
ん
は
嘆
く
の
で
あ
る
。
ケ
ー
タ
イ
小
説
な
る
も
の
を
、
わ
た
し

は
見
た
こ
と
が
な
い
が
、
こ
れ
も
日
本
語
の
現
実
の
一
面
な
の
で
あ

ろ
う
。
16
は
文
末
の
「
知
れ
な
い
」
を
切
り
す
て
た
だ
け
で
、
簡
単

に
類
推
で
き
る
が
。
今
年
二
月
の
『
新
刊
展
望
』
八
百
七
号
（
日
本

出
版
販
売
株
式
会
社
）
に
載
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
若
い
女
性
作
家

が
「
か
も
」
に
よ
る
文
終
止
を
二
ペ
イ
ジ
に
三
回
も
用
い
て
い
た
。

当
面
の
「
か
な
」
も
二
回
出
現
し
て
い
る
。

水
谷
さ
ん
の
驥
尾
に
附
し
て
書
い
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
並

列
の
表
現
に
は
、「
A
や
B
」「
A
と
か
B
と
か
」「
A
だ
っ
た
り
B

だ
っ
た
り
」
な
ど
種
々
の
形
が
あ
る
。
近
年
よ
く
耳
に
す
る
の
は
、

「
A
だ
っ
た
り
と
か
、
B
だ
っ
た
り
と
か
」。
並
列
の
重
複
で
あ
る
。

こ
れ
も
新
種
の
お
ぼ
め
か
し
と
い
え
る
だ
ろ
う

現
代
日
本
語
の
「
れ
る
／
ら
れ
る
」
の
多
用
、
遂
行
動
詞
に
「
た

い
」
を
つ
け
る
な
ど
、
報
道
の
文
章
に
多
く
み
ら
れ
る
表
現
を
扱
っ

て
、
わ
た
し
は
本
誌
二
百
十
五
号
の
「
詫
び
る
？
詫
び
な
い
？
日
本

人

―
日
本
語
雑
記
・
七

―
」（23.6

）
で
「
朦
朧
体
」
と
名
づ
け

た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
例
を
再
掲
す
る
。

［
二
重
課
税
］
そ
ん
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
税
調
全
体
を
点
検

す
る
作
業
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

世
界
最
大
の
イ
ス
ラ
ム
人
口
を
抱
え
る
国
の
民
主
主
義
が
、
安

定
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

い
ま
、
わ
た
し
た
ち
を
取
り
ま
く
日
本
語
は
新
種
の
朦
朧
体
だ
ら

け
で
あ
る
。

あ
る
医
師
の
話
か
ら

老
人
は
朝
の
目
覚
め
が
早
い
。
冬
は
床
の
中
で
ラ
ジ
オ
を
き
い
て

夜
明
け
を
待
つ
こ
と
が
多
い
。
去
り
し
二
月
十
八
日
の
月
曜
日
、
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「
ラ
ジ
オ
あ
さ
い
ち
ば
ん
」
を
き
い
て
い
る
と
、「
健
康
ラ
イ
フ
」
の

コ
ー
ナ
ー
で
気
に
な
る
表
現
を
続
け
て
耳
に
し
た
。
そ
の
週
は
、

「
治
ら
な
い
病
気
と
ど
う
つ
き
あ
う
か
」
の
再
放
送
、
日
が
わ
り
の

テ
ー
マ
に
よ
る
某
医
師
の
話
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
翌
火
曜
日
か
ら

は
録
音
し
た
う
え
、
日
本
放
送
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
イ
ジ
で
も
き
い
た

の
で
、
ほ
ぼ
正
確
に
文
字
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

以
下
、
若
干
の
例
を
ひ
き
、
文
脈
を
括
弧
内
に
示
す
。
な
お
、
こ

こ
に
掲
げ
な
い
発
話
の
中
に
、
文
末
が
わ
ず
か
に
長
呼
さ
れ
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
水
谷
さ
ん
の
著
書
で
は
そ
れ
が
「
い
い
か
な
ぁ
」
の
よ

う
に
、
小
さ
な
「
あ
」
で
印
刷
し
て
あ
る
。

月
曜
日
の
【
癌
と
は
ど
ん
な
病
気
か
】
で
耳
に
し
た
五
つ
の
「
か

な
」
の
う
ち
の
二
つ
。

18　

身
近
な
病
気
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
の

か
な
。

19　

イ
メ
ー
ジ
を
正
し
く
見
つ
め
る
必
要
か
な
。

水
曜
日
は
【
抗
癌
剤
】
に
関
す
る
話
。

20　
（
新
薬
に
つ
い
て
）
御
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
か
と
思

い
ま
す
。

21　
（
外
国
で
は
認
可
さ
れ
て
い
る
薬
に
つ
い
て
相
談
さ
れ
た

と
き
）
余
り
使
わ
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
の
方
が
今
は
多

い
。

木
曜
日
は
【
緩
和
医
療
】
に
つ
い
て
。

22　
（
医
師
は
患
者
の
不
安
・
症
状
を
き
い
て
一
緒
に
考
え
て

い
く
）
そ
こ
は
緩
和
医
療
そ
の
も
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

金
曜
日
は
【
健
康
と
は
何
か
】
と
題
し
て
、
癌
患
者
の
生
き
方
を
考

え
る
話
で
あ
っ
た
。

23　
（
患
者
が
そ
れ
ぞ
れ
も
っ
て
い
る
可
能
性
に
）
目
を
向
け

ら
れ
る
方
が
い
い
か
な
と
、
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
も

僕
ら
の
仕
事
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

毎
朝
六
分
ほ
ど
、
し
め
て
三
十
分
の
放
送
中
に
、
わ
た
し
の
耳
に

異
様
に
、
あ
る
い
は
不
自
然
に
響
い
た
か
か
る
表
現
が
十
三
あ
っ

た
。
内
訳
は
、「
か
な
」
八
、「
の
か
な
」
四
、「
か
」
一
で
あ
る
。

謙
虚
で
誠
実
な
お
医
者
さ
ん
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
れ
で
は
余

り
に
も
頼
り
な
い
。
こ
の
医
師
は
勿
論
、
再
放
送
ま
で
し
て
き
か
せ

た
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
こ
そ
、
言
語
脳
が
重
症
な
の
か
な
。

音
声
と
字
幕

半
ば
隠
者
ぐ
ら
し
の
わ
た
し
に
、
放
送
以
外
の
音
声
資
料
は
得
が

た
い
が
、
た
ま
に
見
る
テ
レ
ビ
は
、
字
幕
に
よ
っ
て
興
味
ぶ
か
い
材
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料
を
提
供
し
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
当
面
の
主
題
に
つ
い
て
も
そ

れ
が
あ
る
。

そ
の
一
。
名
古
屋
テ
レ
ビ
は
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
岐
阜
県
海か

い

津づ

市し

清し

水み
ず

池い
け

の
「
ハ
リ
ヨ
生
息
地
」
の
天
然
記
念
物
指
定
を
報
じ
た
。

カ
メ
ラ
は
そ
の
池
の
近
く
の
住
民
に
話
を
き
い
た
。
そ
の
住
民
は
、

24　
（
見
物
人
が
多
く
な
る
と
）、
あ
ま
り
よ
ろ
し
く
な
い
の
か

な
。（24.8.2

）

と
答
え
た
。
画
面
に
は
そ
の
発
話
の
と
お
り
の
文
字
が
映
っ
た
。

そ
の
二
。
過
ぎ
し
三
月
二
十
五
日
の
「
ほ
っ
と
イ
ブ
ニ
ン
グ
」
を

ぼ
ん
や
り
見
て
い
る
と
、「
家
訓
」
を
め
ぐ
る
放
送
が
あ
っ
た
、
一

つ
は
、
長
野
県
佐
久
市
の
旅
館
の
当
主
が
、
他
県
の
鯉
ヘ
ル
ペ
ス
の

影
響
で
客
足
が
激
減
し
た
経
営
危
機
を
、
家
訓
を
守
っ
て
克
服
し
た

話
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
家
訓
は
大
切
な
の
か
な
」
と
い
う
趣
旨
の

発
言
を
繰
り
返
し
、
字
幕
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
正
確
に
は
文
字
化
し

え
な
い
が
。

そ
の
三
。
日
本
維
新
の
会
が
開
い
た
公
開
討
論
会
（24.9.9

）
の

様
子
を
、
中
京
テ
レ
ビ
は
翌
日
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ
た
。
会
の

あ
と
で
報
道
陣
に
感
想
を
と
わ
れ
た
、
い
ま
同
党
国
会
議
員
団
幹
事

長
の
返
答
は
、

25　

お
お
む
ね
一
致
し
た
の
か
な
。

で
、
字
幕
の
結
び
の
部
分
は
「
し
た
か
な
」
と
な
っ
て
い
た
。「
の
」

だ
け
削
っ
て
文
字
化
し
た
の
で
あ
る
。
発
言
者
は
紛
れ
も
な
い
当
事

者
、
同
党
の
キ
ー
マ
ン
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
局
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
も

ど
も
何
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
四
。
名
古
屋
駅
と
名
古
屋
港
の
間
に
、
あ
お
な
み
線
と
い
う

鉄
道
路
線
が
あ
る
。
変
わ
っ
た
こ
と
が
大
好
き
な
市
長
が
こ
こ
に
蒸

気
機
関
車
を
走
ら
せ
て
物
見
猛
き
多
く
の
人
を
集
め
た
。
そ
れ
を
放

送
し
た
東
海
テ
レ
ビ
の
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、
今
後
も
続
け
る
か
ど

う
か
問
わ
れ
て
担
当
の
部
局
長
が
答
え
た
。

26　
（
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
の
で
）
大
き
な
課
題
が
あ
る
の

か
な
と
認
識
し
て
い
ま
す
。（25.2.14

）

字
幕
に
は
「
の
か
な
」
が
な
か
っ
た
。
放
送
局
の
見
識
で
あ
る
。

そ
の
五
は
B
S
放
送
の
シ
ョ
ッ
プ
チ
ャ
ン
ネ
ル
。
じ
っ
く
り
見
れ

ば
確
実
な
材
料
が
多
く
得
ら
れ
る
と
知
っ
た
が
、
そ
れ
に
付
き
あ
う

の
は
つ
ら
い
。
三
月
二
十
五
日
午
後
、
某
社
の
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
宣

伝
に
は
、
四
国
の
あ
る
札
所
近
く
の
う
ど
ん
屋
で
取
材
し
て
い
た
。

元
気
に
は
た
ら
く
若
主
人
は
そ
の
秘
訣
を
尋
ね
ら
れ
て
、

27　

○
○
の
お
か
げ
で
元
気
が
続
い
て
い
る
か
な
と
思
い
ま

す
。

と
答
え
た
。
字
幕
で
は
「
か
な
」
が
消
え
て
い
た
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
放
送
か
ら
、
番
組
製
作
者
の
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。

24
は
そ
の
発
話
に
疑
念
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
を
、
25
は
若
干
の
疑

念
ら
し
い
も
の
を
、
26
・
27
か
ら
は
疑
念
な
い
し
批
判
で
あ
る
。

動
詞
と
「
か
な
」

手
に
し
た
実
例
は
多
く
な
い
が
、
考
え
る
材
料
と
し
て
は
十
分
な

数
だ
と
確
信
す
る
。
こ
れ
が
な
ぜ
違
和
感
を
抱
か
せ
る
の
か
、
い
ろ

い
ろ
な
状
況
を
設
定
し
て
考
え
る
。
初
め
は
動
詞
と
「
か
な
」
の
関

わ
り
。

わ
た
し
に
は
そ
の
趣
味
が
な
い
が
、
競
馬
場
で
馬
券
を
握
っ
て
い

る
常
連
客
を
想
定
し
よ
う
。
当
て
ず
っ
ぽ
う
で
馬
券
を
買
っ
て
レ
ー

ス
を
見
な
が
ら
「
き
ょ
う
は
当
た
ら
な
い
な
」
と
呟
い
た
ら
、
ご
く

自
然
な
発
話
で
あ
ろ
う
。
言
わ
ば
、
当
た
ら
な
い
現
実
の
受
容
、
諦

め
で
あ
る
。

い
つ
も
の
半
分
ほ
ど
の
情
報
で
馬
券
を
買
っ
た
ら
、「
28　

当
た

ら
な
い
か
な
」
と
で
も
言
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
二
義
的
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、「
当
た
る
か
な
、
当
た
ら
な
い
か
な
」
と
言
っ
て
い

る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
一
義
は
「
当
た
ら
な
い
」
方
に
傾
き
、

他
の
一
義
は
「
当
た
る
」
方
に
傾
い
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
二
義

は
音
声
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
文
末
の
音
調
と
、

長
呼
す
る
か
否
か
と
で
あ
る
。「
な
」
が
上
昇
調
な
ら
、
い
ぶ
か
し

み
か
軽
い
疑
い
が
含
ま
れ
、
末
尾
が
「
な
あ
」
と
長
呼
さ
れ
て
下
降

調
で
実
現
し
た
ら
、
期
待
や
願
望
の
表
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者

は
「
や
っ
ぱ
り
」、
後
者
は
「
何
と
か
」
を
伴
う
と
、
意
味
が
は
っ

き
り
す
る
。

「
か
な
」
に
「
の
」
が
加
わ
っ
た
「
の
か
な
」
は
何
を
表
現
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
発
話
を
想
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
や

は
り
競
馬
場
の
状
況
で
29
を
作
っ
て
は
み
た
が
、
そ
の
意
味
は
分
か

ら
な
い
。

29　

十
番
レ
ー
ス
、
当
た
ら
な
い
の
か
な
。

こ
の
作
例
が
有
効
な
発
話
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
原
因
や
背
景

を
問
う
「
な
ぜ
／
ど
う
し
て
／
本
当
に
」
な
ど
の
語
が
必
要
だ
、
と

い
う
の
が
わ
た
し
の
語
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
に
29
が
理
解
で
き

な
い
の
は
、
20
・
26
・
27
・
28
を
不
可
解
と
判
断
す
る
語
意
識
そ
の

も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
自
分
だ
け
の
語
意
識
で
は
な
い
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が

あ
る
。
上
引
の
水
谷
さ
ん
が
実
質
的
な
編
集
者
で
あ
る
『
岩
波
国
語

辞
典
』
第
七
版
か
ら
引
く
。
他
の
辞
書
の
記
述
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る
。

か
な
①
《
連
語
》
疑
問
を
込
め
た
詠
嘆
を
表
す
。「
何
か
い
い
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こ
と
な
い
―
」「
わ
し
の
言
葉
が
信
用
で
き
な
い
―
」
▽
終

助
詞
「
か
」
＋
間
投
助
詞
「
な
」。「
か
な
あ
」
と
も
言
う
。

こ
の
用
法
は
江
戸
時
代
後
期
に
一
般
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
淵
源
は
古
代
語
に
あ
る
。

萬
葉
語
「
ぬ
か
」「
ぬ
か
も
」

前
節
に
古
代
語
と
か
い
た
の
は
、
正
確
に
は
萬
葉
集
の
歌
で
あ

る
。
現
代
語
の
「
な
い
か
な
」
に
相
当
す
る
萬
葉
語
は
「
ぬ
か
／
ぬ

か
も
」
で
あ
る
。

甲　

も
の
の
ふ
の
岩
瀬
の
杜
の
ほ
と
と
ぎ
す
今
も
鳴な

か

奴ぬ

香か

山
の

常と

蔭か
げ

に
（1470

）

乙　

皆
人
の
命
も
我
も
三
吉
野
の
滝
の
常
磐
の
常
に
有あ

ら

沼ぬ

鴨か
も

（922

）

甲
の
第
四
句
は
「
今
こ
そ
鳴
い
て
く
れ
な
い
か
な
あ
」、
乙
の
結
句

は
「
永
久
不
変
で
あ
っ
て
く
れ
な
い
か
な
あ
」
と
口
語
訳
さ
れ
て
い

る
。
願
望
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ヌ
カ
・
ヌ
カ
モ
の
表
記
は
、
漢
字
の

音
訓
を
借
り
た
「
奴
香
」「
沼
鴨
」
で
あ
る
。
ほ
か
に
「
糠
」「
額
」

「
宿
鴨
」「
濃
香
毛
」
な
ど
も
あ
る
。
さ
ら
に
左
記
の
歌
、

丙　

霞
立
つ
春
の
永
日
を
恋
ひ
暮
ら
し
夜
も
更
け
ゆ
く
に
妹

い
も
も

相あ
は
ぬ

鴨か
も

（1894

）

「
妹
は
逢
っ
て
く
れ
な
い
も
の
か
な
」
と
口
語
訳
さ
れ
る
結
句
の
原

文
に
は
、「
ぬ
」
に
当
た
る
表
意
・
表
音
い
ず
れ
の
文
字
も
な
い
の

で
あ
る
。
甲
・
乙
・
丙
の
当
該
箇
所
は
願
望
の
表
現
で
あ
る
。

一
方
、
ヌ
カ
モ
の
ヌ
が
否
定
の
正
訓
字
「
不
」
で
書
か
れ
る
萬
葉

歌
が
多
数
あ
る
。

丁　

一
日
に
は
千ち

度た
び

参
り
し
東
ひ
む
が
しの
大
き
御み

門か
ど

を
入
り
不か
て
ぬ勝
鴨か
も

（186

）

結
句
は
「
入
り
か
ね
る
こ
と
よ
」
と
口
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
否
定
の

事
態
に
つ
い
て
の
詠
嘆
で
あ
る
。

甲
・
乙
・
丙
の
よ
う
に
、
願
望
を
仮
名
で
書
い
た
り
文
字
化
を
省

い
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
詠
嘆
を
そ
の
よ
う
に
書
く
例
は
な

い
。
萬
葉
時
代
の
日
本
人
が
願
望
表
現
の
ヌ
カ
・
ヌ
カ
モ
の
ヌ
に
否

定
の
意
味
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

現
代
の
わ
た
し
た
ち
が
、「
宝
く
じ
当
た
ら
な
い
か
な
」「
一
雨
来
な

い
か
な
」「
帰
り
に
一
杯
や
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
と
き
の
「
な
い

／
ん
」
に
否
定
の
意
味
を
感
じ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

形
容
詞
と
「
か
な
」

手
も
と
の
実
例
は
、「
怖
い
」「
ほ
し
い
」「
し
た
い
」「
す
ず
し
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い
」
な
ど
、
形
容
詞
類
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
中
で
も
特
に
目
だ

つ
「
い
い
」
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
前
に
、「
い

い
」
が
ま
と
も
な
形
容
詞
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。

日
本
語
の
形
容
詞
に
は
、
ク
活
用
形
容
詞
と
シ
ク
活
用
形
容
詞
が

あ
り
、
そ
れ
が
属
性
形
容
詞
と
感
情
形
容
詞
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
こ
と

は
、
日
本
人
な
ら
少
な
く
と
も
高
等
学
校
ま
で
に
学
ぶ
。
な
お
、
実

例
1
の
「
怖
い
」
は
ク
活
用
な
の
で
、「
あ
の
犬
は
怖
い
」
の
よ
う

に
属
性
形
容
詞
と
し
て
機
能
す
る
が
、
こ
の
用
例
の
よ
う
に
感
情
形

容
詞
と
し
て
も
機
能
す
る
、
両
面
的
な
形
容
詞
だ
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

「
い
い
」
は
何
活
用
か
と
問
わ
れ
た
ら
、
多
く
の
人
は
困
惑
す
る

に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
、
学
ん
だ
経
験
も
考
え
る
機
会
も
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
語
の
活
用
を
確
認
し
て
お
こ
う

―
「
＊
あ
す
は
天
気
が
い
か
ろ
う
／
＊
天
気
が
い
く
て
／
天
気
が

い
い
。
／
天
気
の
い
い
日
／
＊
天
気
が
い
け
れ
ば
」。
以
上
、
未
然

形
か
ら
仮
定
形
ま
で
の
う
ち
、
活
用
形
が
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
終

止
形
と
連
体
形
だ
け
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
語
形
が
変
化
し
な
い

語
で
あ
る
。
こ
こ
に
詳
細
を
記
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、「
い
い
」

は
、
形
容
詞
の
語
音
構
造
の
制
約
に
よ
っ
て
、
発
達
が
止
ま
っ
て
し

ま
っ
た
特
殊
な
形
容
詞
な
の
で
あ
る
。

本
稿
の
考
察
に
は
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
十
分
で
あ

る
。

A　

こ
の
洋
服
は
デ
ザ
イ
ン
が
い
い
。

B　

き
の
う
よ
り
ず
っ
と
気
分
が
い
い
。

特
別
な
条
件
が
な
け
れ
ば
、
B
の
「
気
分
が
い
い
」
人
は
話
し
手
自

身
で
あ
る
。
ひ
と
つ
形
容
詞
「
い
い
」
で
は
あ
る
が
、
A
で
は
属
性

形
容
詞
、
B
で
は
感
情
形
容
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
B
の
表
現
性
は
、「
娘
に
先
立
た
れ
て
悲
し
い
」
な
ど
の
典
型

的
な
感
情
形
容
詞
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
話
し
手
自
身

の
感
情
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
あ
の
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
、
高
い
か
な
」
と
自
問
し
た
り
誰
か
に
尋

ね
た
り
す
る
。「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
高
い
の
か
な
」
と
呟
く
こ
と

も
あ
る
。「
高
い
」
は
属
性
形
容
詞
で
あ
る
。「
母
が
死
ん
で
悲
し

い
」
の
は
当
然
の
人
情
だ
が
、
話
し
手
自
身
の
気
持
ち
を
「
母
が
死

ん
で
悲
し
い
か
な
」
と
言
う
人
の
あ
る
は
ず
が
な
い
。
さ
ら
に
「
の
」

が
つ
い
た
「
母
が
死
ん
で
悲
し
い
の
か
な
」
は
、
他
人
が
抱
く
感
情

で
あ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
。

多
く
の
実
例
に
つ
い
て
強
い
違
和
感
を
覚
え
た
「
の
」
は
極
め
て

重
い
。
か
か
る
「
の
」
は
、
準
体
助
詞
／
形
式
名
詞
と
称
せ
ら
れ

る
。
江
戸
時
代
初
期
に
生
ま
れ
、
日
本
語
の
論
理
性
と
明
晰
性
を
高
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め
た
優
れ
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
耐
用
年
数
が
来
た
の
か
、
近
年
は

ま
と
も
に
使
わ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は

五
年
前
、
本
誌
二
百
四
号
に
「
悩
ま
し
き
〈
の
〉

―
言
語
時
評
・

十
九

―
」
を
か
い
た
。「
の
」
の
衰
退
に
は
、
さ
ら
に
拍
車
が
か

か
っ
て
い
る
感
じ
で
、
多
く
の
日
本
人
に
は
そ
の
差
が
意
識
さ
れ
て

い
な
い
。
一
連
の
記
述
の
同
じ
構
文
な
の
に
、「
の
」
を
入
れ
た
り

省
い
た
り
し
た
日
本
語
文
法
学
会
会
長
も
い
る
。

嘆
き
か
願
い
か
疑
い
か

「
日
曜
あ
さ
い
ち
ば
ん
」
と
い
う
ラ
ジ
オ
番
組
、
二
月
二
十
四
日

の
「
日
曜
訪
問
」
で
は
、「
越
後
ゆ
き
か
き
道
場
」
を
七
年
間
ひ
ら

い
て
い
る
代
表
者
M
さ
ん
を
訪
問
し
た
。
雪
か
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

は
、
M
さ
ん
の
も
と
で
一
時
間
ほ
ど
の
講
義
を
聴
い
て
か
ら
作
業
に

か
か
る
。
M
さ
ん
は
、
彼
ら
の
作
業
を
見
て
、
講
義
が
有
効
で
あ
る

こ
と
を
実
感
す
る
の
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
話
し
た
あ
と
で
次

の
発
言
が
あ
っ
た
、「
や
っ
ぱ
り
座
学
は
必
要
な
の
か
な
あ
」
と
。

あ
れ
？　

変
だ
ぞ
。
こ
れ
は
、
座
学
な
し
で
作
業
を
さ
せ
て
、
そ
れ

が
失
敗
だ
と
感
じ
た
と
き
に
発
す
る
言
葉
で
は
な
い
の
か
。

以
上
、
全
て
話
し
こ
と
ば
の
実
例
で
あ
っ
て
、
さ
す
が
に
書
き
こ

と
ば
に
は
見
な
か
っ
た
が
、
昨
年
八
月
十
九
日
の
朝
日
新
聞
第
一
面

の
広
告
欄
で
『
う
ち
の
子
、
言
葉
が
遅
い
か
な
？
』
と
い
う
書
名
を

目
に
し
た
。
変
な
題
だ
な
あ
と
見
る
と
、
副
題
「
ど
ん
ど
ん
言
葉
が

増
え
て
い
く
遊
び
方
」
が
あ
り
、「
小
学
校
に
上
が
る
前
に
知
的
能

力
を
し
っ
か
り
育
て
る
！
」
な
ど
の
宣
伝
文
も
つ
い
て
い
る
。

自
分
の
子
ど
も
に
つ
い
て
、「
言
葉
が
遅
い
か
な
？
」
と
疑
う
な

ど
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
く
て
は
考
え
難
い
。
例
え
ば
、
妊
娠
中
に

服
用
し
た
薬
が
胎
児
の
言
語
脳
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
と

知
っ
た
時
な
ど
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
喃
語
期
に
な
っ
て
も
言
葉
を

発
し
な
い
傾
き
が
あ
っ
た
り
し
た
と
き
は
、「
う
ち
の
子
、
言
葉
が

遅
い
の
か
な
？
」
と
い
う
不
安
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
「
の
」

が
必
要
で
、「
遅
い
か
な
」
と
「
遅
い
の
か
な
」
は
全
く
違
う
疑
念

の
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
本
を
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。
岐
阜
県
内
の
公
共
図
書
館

の
蔵
書
を
ネ
ッ
ト
検
索
す
る
と
、
四
割
近
く
の
館
が
収
蔵
し
て
お

り
、
高
い
収
蔵
率
に
ハ
ウ
ツ
ー
物
の
強
み
を
知
っ
た
。
A
四
判
百
四

十
ペ
イ
ジ
、
半
分
は
イ
ラ
ス
ト
で
、「
は
じ
め
に
」
の
章
に
「
う
ち

の
子
、
ほ
か
の
子
と
く
ら
べ
て
話
す
の
遅
い
か
な
？
」
と
出
て
い

る
。
こ
れ
が
書
名
の
基
に
な
っ
た
よ
う
だ
。「
1
歳
半
を
過
ぎ
て

「
言
葉
が
遅
い
か
な
…
…
」
と
思
っ
た
ら
、
以
降
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
遊
び
を
す
ぐ
に
始
め
て
く
だ
さ
い
。」（p.68

）
と
も
あ
る
。
こ
ち
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ら
は
い
か
に
も
「
の
」
が
足
り
な
い
。
そ
の
一
方
で
、「
実
際
に
支

援
を
始
め
て
み
る
と
治
っ
て
し
ま
う
子
が
多
い
と
い
う
の
は
、
脳
の

障
害
で
治
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
子
と
異
な
る
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
え

る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。」（p.25

）
に
は
余
分
な
「
の
」
が
あ
る
。

紛
れ
も
な
く
書
き
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
著
者
こ
そ

言
葉
の
発
達
が
遅
れ
た
の
か
な
。

四
月
二
十
七
日
夜
、N
H
K
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
ご
縁
ハ
ン
タ
ー
」

の
最
終
回
を
み
て
い
た
。
近
年
と
か
く
話
題
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
婚

活
を
す
る
結
婚
願
望
の
男
女
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
意
外
な
収
穫

が
あ
っ
た
。
問
題
の
「
か
な
」
と
「
か
も
」
が
多
く
聞
か
れ
た
の
で

あ
る
。
少
な
く
と
も
七
回
耳
に
し
た
。「
な
に
げ
に
」
も
聞
こ
え
た
。

脚
本
の
後
藤
法
子
さ
ん
が
特
に
意
識
し
て
台
本
に
盛
っ
た
の
だ
ろ

う
。も

う
四
半
世
紀
の
昔
に
な
る
。
語
句
や
文
の
末
尾
を
上
げ
る
お
か

し
な
話
し
方
が
大
流
行
し
た
。
テ
レ
ビ
放
送
で
拡
が
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
あ
の
奇
妙
で
不
快
な
話
し
方
を
受
容
す
る
素
地
が
、
日
本
語
列

島
に
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
不
思
議
で
あ
る
。
疑
問
に
似
て
疑

問
な
ら
ぬ
そ
の
話
し
方
は
「
半
疑
問
」
と
呼
ば
れ
た
。
ど
ん
な
流
行

に
も
限
り
が
あ
る
ら
し
く
、
さ
し
も
の
「
半
疑
問
」
も
近
年
は
減
少

傾
向
に
あ
る
。
い
ま
急
速
に
拡
大
し
て
い
る
「
か
な
」「
の
か
な
」

は
そ
の
間
隙
を
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
表
現
は
五
年
ほ
ど
前
に
耳
に
つ
い
た
、
と
先
に
書
い
た
。

が
、
先
日
ス
ク
ラ
ッ
プ
帳
に
貴
重
な
一
点
を
見
つ
け
た
。
平
成
八
年

四
月
六
日
の
毎
日
新
聞
夕
刊
の
「
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
」
欄
に
の
っ

た
、
大
岡
信
「
語
尾
で
逃
げ
を
う
つ
陰
険
な
表
現
法
」
と
い
う
短
文

で
あ
る
。
大
岡
さ
ん
は
、
日
本
語
に
腰
を
す
え
て
し
ま
っ
た
表
現
法

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
会
話
の
尻
尾
に
微
妙
な
小
細
工
を
す

る
方
法
で
、「
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
」「
ま
あ
そ
ん
な

感
じ
」、
職
業
を
問
わ
れ
て
「
建
築
関
係
で
す
」
と
応
ず
る
類
い
で

あ
る
。
そ
の
稿
末
に
は
、
近
ご
ろ
気
持
ち
悪
く
感
じ
て
い
る
新
流
行

の
語
尾
表
現
が
あ
る
と
し
て
、「
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
、

と
思
い
ま
す
」
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
廿
年
ほ
ど
以
前
、
半
疑
問
と
共
棲
す
る
形
で
う

ま
れ
た
表
現
が
、
近
ご
ろ
急
速
に
増
殖
し
た
こ
と
に
な
る
。
意
外
に

し
ぶ
と
い
こ
の
表
現
は
ど
う
名
づ
け
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。

 

（
平
成
廿
五
年
六
月
五
日
芒
種
）




