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定
例
六
〇
回

木
付
け
か
ｚ
‥
に
よ
っ
て
明
脳
か
辿
に
、
啼
史
研
究
の
耶
門
Ｉ
で
は
な

い
。
に
も
か
ん
に
ら
寸
敢
こ
し
こ
こ
に
紹
介
し
て
５
　
’
、
こ
い
と
乙
へ
る
の

目
、
次
［
即
か
叩
山
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
常
馳
的
八
埋
山
て
あ
る
が
歴
史
は
常
に
川
在
に
開
係
つ
け
に

れ
て
ゐ
ら
、
０
　
れ
は
。
恥
史
［
對
号
が
常
に
運
動
ｙ
『
し
て
あ
り
班
在
か
乍

み
だ
し
九
も
・
の
Ｉ
し
て
あ
る
ば
か
り
で
た
く
、
歴
史
考
察
の
主
吋
で
あ

ろ
歴
史
家
そ
の
気
の
心
ま
た
珂
在
的
立
賜
に
お
い
て
歴
史
か
・
把
握
十
る

ｙ
・
こ
ろ
に
あ
る
、
賤
史
曜
に
お
け
る
同
窓
に
常
に
現
在
に
闘
係
つ
け
ら

れ
て
提
起
せ
ら
れ
て
あ
り
、
１
九
そ
う
あ
ら
ね
ば
た
ｙ
に
い
八
い
、
本
書
（

様
か
、
中
川
代
會
の
現
在
的
分
析
に
、
万
つ
し
九
意
味
で
決
し
て
囲
史
家

の
無
問
心
た
り
得
か
い
も
ら
で
あ
る
と
思
介
［
で
あ
る
。
も
つ
と
も
本

書
を
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た
い
に
決
し
て
か
う
い
つ
た
常
識
的
た
理
山
が

そ
の
全
部
で
は
た
い
、

　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

即
ち
第
二
に
、
中
國
史
に
お
い
て
は
‐
本
史
や
西
洋
史
に
比
較
し
た

意
味
で
、
現
在
の
此
會
に
對
し
て
極
め
て
重
大
な
開
心
を
彿
は
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
特
殊
々
迎
由
、
が
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
同

社
會
が
一
般
に
停
滞
的
此
會
で
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
開
聯
す

ろ
『
勿
論
瞰
米
班
代
㈹
家
と
接
鰯
に
し
始
め
た
～
九
批
紀
牛
げ
以
後
、
一

般
に
牛
胎
民
地
的
と
．
ご
‥
け
れ
ろ
汪
に
中
川
紅
會
は
相
常
に
販
著
八
～
回
化

か
受
容
し
て
来
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
辺
在
で
も
な
ほ
近
代
は
石
去
か
克

服
し
紡
っ
て
ゐ
な
い
こ
ど
て
式
わ
か
る
次
に
、
中
國
壮
會
と
く
に
中
川

員
村
社
會
の
基
底
に
は
昔
べ
が
ら
の
近
代
以
前
的
諸
開
係
Ｉ
根
強
く
残

存
し
て
ゐ
ろ
と
ざ
は
れ
て
ゐ
る
、
従
っ
て
近
代
的
な
梶
流
、
文
化
に
よ

っ
て
回
化
を
被
っ
た
鮮
㈲
を
二
脆
検
印
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の

農
村
此
會
か
ら
壁
史
時
代
の
そ
れ
を
類
推
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
頚

推
の
域
か
越
え
得
た
い
に
し
か
と
こ
ろ
で
、
頴
史
家
に
と
っ
て
す
こ
ぶ

る
・
覗
要
か
、
意
味
を
も
っ
も
の
と
．
一
３
は
ね
ぱ
た
ら
白
、
ま
し
て
中
國
史
に

に
ぶ
い
て
は
、
ぼ
ヽ
つ
大
八
史
当
の
存
存
に
心
か
か
け
ら
ず
、
此
介
回
済
に

開
士
乙
其
船
的
資
料
『
が
極
め
て
乏
し
い
翻
状
に
お
い
て
は
、
こ
い
類
推

は
い
よ
い
よ
七
っ
て
願
史
家
の
畢
荷
た
手
段
と
な
ろ
の
て
あ
う

　

更
に
第
三
に
〈
／
一
つ
い
特
殊
か
、
理
由
か
お
る
、
そ
れ
は
客
者
の
理
論

的
立
場
に
っ
い
で
で
あ
っ
て
、
着
者
が
現
竃
分
析
に
川
ひ
ら
れ
九
此
會

岑
的
方
法
た
る
～
ツ
已
と
く
に
壮
會
學
に
囲
史
的
時
闘
脆
喘
を
も
ち

込
む
立
場
に
立
つ
心
の
で
あ
る
と
い
ニ
こ
と
に
回
聯
寸
ろ
、
さ
れ
ば
次

に
著
に
い
武
氏
の
万
法
論
に
っ
い
て
Ｉ
庖
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
た
ら
な

い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
１
１
　
１

　

苫
者
は
序
文
に
お
い
て
、
本
書
に
も
し
何
等
か
の
存
在
意
義
か
お
り

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
書
に
用
ひ
ら
れ
た
欽
首
學
的
方
法
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
断
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
勿
論
本
書
の
も
つ
す
ぐ
れ
た
、
巳
に
つ

い
て
は
、
ひ
と
へ
に
著
者
の
功
績
に
諾
す
べ
き
こ
と
常
炊
で

柵

け
れ

-80

１

り

｜

Ｑ

へ

｜

SI

･l
？

A

11



317

ど
も
、
著
者
が
そ
の
方
法
を
意
識
的
に
強
調
さ
れ
る
以
上
は
、
た
と
ひ

此
會
學
に
全
く
の
素
人
で
あ
り
、
そ
の
方
法
よ
り
も
本
書
の
賞
讃
的
内

容
に
よ
り
興
味
を
も
つ
私
達
歴
史
家
で
あ
っ
て
も
■
Ｔ
'
ｒ
壽
の
と
る
方
法

を
看
過
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　

木
書
の
第
一
部
緒
論
に
は
、
か
う
い
つ
割
著
者
の
意
闘
と
方
法
と
に

つ
い
て
心
没
剛
彭
た
さ
・
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
此
會
學
の
對
象

で
あ
ろ
壮
會
的
共
同
生
活
は
政
治
、
総
済
、
宗
教
な
ど
か
ら
遊
離
し
か

も
の
で
は
た
、
く
、
そ
れ
ら
全
て
を
含
む
と
こ
ろ
の
１
　
吐
會
生
活
で
た
け

れ
ば
ぐ
し
・
な
い
。
「
壮
會
生
活
と
は
人
間
が
政
治
的
回

？同
流
的
な
る
も
の
政
治
的
な
る
も
の
宗
数
的
た
る
も
の
等
か
ら
遊
離
し

て
存
在
す
る
の
で
は
た
い
［
で
あ
る
。
］

　

八
間
の
吐
會
生
活
の
中
か
ら

政
治
。
経
済
、
宗
散
々
ど
か
に
分
隨
七
穴
對
象
、
即
ち
祀
會
的
形
式
を

抽
川
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
此
會
吊
々
政
治
扇
、
畔
鴻
學
な
ど
他
の
精

帥
科
吊
八
八
旨
密
に
皿
別
せ
し
め
、
紅
Ｉ
扇
を
こ
れ
ら
諸
科
學
と
並
列

す
る
個
別
科
學
と
し
て
９
　
雌
っ
け
割
い
け
、
ジ
ソ
メ
ル
に
は
じ
ま
る
形

式
壮
會
扇
で
あ
っ
た
。
著
野
は
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
現
官
科
學
的
此
會
學
理

論
［
立
場
に
八
つ
こ
七
回
よ
っ
て
、
形
式
此
言
學
の
誤
謬
か
指
摘
し
、

井
甘
て
自
ｙ
に
い
の
立
場
を
叫
か
に
せ
ら
紅
た
の
で
あ
ろ
。

　

フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
土
れ
ば
、
吐
言
學
に
そ
の
初
期
に
あ
っ
て
は
、
決
し

て
現
官
か
ら
遊
離
し
か
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
迦
に
、
そ
れ
は

現
賞
そ
ｏ
も
の
４
　
。
問
け
七
十
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
學
と
し
て
損
立
し

た
。
礼
介
曜
が
成
立
し
八
の
は
十
九
世
紀
の
初
頭
で
あ
る
が
、
常
時
の

限
洲
は
産
業
革
命
の
進
厦
、
高
度
資
本
主
義
の
確
立
の
時
代
で
あ
り
、

各
國
に
お
け
る
相
ひ
っ
ぐ
革
命
の
勃
翌
に
よ
っ
て
ア
ソ
シ
ヤ
ン
ー
レ
ヂ

ー
ム
的
同
家
に
對
す
る
市
民
的
祀
會
の
背
反
県
人
々
の
問
に
人
き
な
問

題
と
し
て
浮
び
上
っ
た
。
今
ま
で
人
間
の
全
生
活
を
包
含
す
る
も
の
と

考
へ
ら
牡
て
ゐ
た
國
家
に
對
し
て
、
壮
言
は
ま
た
別
箇
の
運
動
法
則
を

も
っ
も
Ｔ

た
現
行
心
中
で
囚
家
學
か
ら
分
離
し
列
立
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
常

時
の
壮
言
學
は
現
賞
を
時
問
に
お
け
る
運
岫
と
し
て
開
題
と
し
九
回
壮

介
學
は
囲
史
哲
學
い
子
孫
で
あ
り
、
そ
の
相
肩
剥
で
も
あ
っ
た
」
の
で

あ
ろ
。
フ
ラ
ン
ス
の
賞
誰
主
義
的
礼
會
學
、
イ
ギ
リ
ス
の
普
遍
史
的
此

會
論
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
マ
ル
ク
ス
此
會
學
、
そ
の
「
い
づ
れ
に
し
て

も
共
通
化
こ
と
は
、
時
間
が
、
生
成
が
問
題
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
元
た

こ
と
で
あ
ろ
回

　

当
て
し
か
し
待
約
諸
科
學
が
引
象
と
す
る
現
官
は
本
来
的
に
二
様
の

拐
辿
を
も
っ
て
ゐ
ろ
。
第
一
次
的
に
は
官
在
的
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
本
竹
に
お
い
て
生
成
で
あ
り
生
起
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
一
一
次

的
に
、
こ
れ
を
理
念
的
内
容
と
し
て
見
る
場
合
に
は
、
現
責
は
客
間
的

精
紳
と
な
り
、
生
け
そ
の
吊
た
る
巡
載
者
と
庖
る
。
現
官
に
生
成
で
は

た
く
存
在
に
よ
っ
て
價
位
づ
け
ら
れ
、
水
遠
化
さ
れ
る
。
雁
史
性
は
検

印
さ
れ
、
時
問
は
非
時
順
化
さ
れ
ろ
、
括
祁
科
學
は
願
史
學
と
心
理
學

と
を
除
い
た
ほ
か
１
　
べ
て
か
か
る
Ｗ
間
的
蹟
紳
を
對
象
と
す
る
い
で
あ

っ
て
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
こ
れ
を
已
ゴ
ス
科
吊
と
名
付
け
九
。
吐
介
牟
が

初
眉
の
そ
れ
か
ら
進
ん
で
諸
科
學
い
列
位
に
加
は
り
、
そ
の
對
蒙
に
お

い
て
飛
自
の
傾
域
か
。
限
界
づ
け
ろ
べ
く
娶
求
す
ろ
に
は
、
自
ら
か
か
る

容
顔
的
精
紳
を
１
　
象
に
湿
ば
ね
ば
た
ら
な
か
っ
た
、
か
う
し
て
客
顔
的

-81-
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桔
紳
の
形
式
を
對
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
壮
會
學
を
削
い
諦
科
學

と
義
列
す
る
個
別
科
學
た
ら
し
め
た
の
は
ジ
ン
メ
ル
で
あ
っ
九
、
こ
こ

に
吋
會
學
ｏ
ロ
ゴ
ス
科
學
化
か
行
は
れ
た
。
従
っ
て
乙
ゴ
ス
科
學
的
形

式
仕
け
學
は
；
そ
の
論
理
柄
造
及
び
勁
系
に
お
け
る
朕
密
性
∩
娑
望
は

涵
し
得
八
げ
れ
ど
も
、
常
然
そ
こ
に
歴
史
性
穴

げ
収
ら
ね
げ
’
べ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

フ
Ｊ
ノ
イ
ヤ
ー
は
形
式
此
會
弔
い
功
績
を
二
言
認
め
つ
つ
、
し
か
心
乱

會
學
は
1
4
び
仕
會
的
現
官
を
訓
吹
と
す
べ
き
で
あ
り
、
現
責
科
學
で
あ

ら
ね
ば
た
ら
な
い
、
そ
れ
は
ｒ
ゴ
ス
科
學
た
る
べ
き
で
か
、
く
エ
ト
ス
科

學
た
ら
ね
ば
べ
ら
た
い
と
規
定
す
ら
。
フ
ラ
イ
ヤ
ー
徒
會
學
に
お
け
ろ

問
題
性
が
何
處
に
あ
る
ふ
は
目
ら
明
か
で
あ
ら
う
。
現
竃
科
學
と
し
て

の
壮
會
學
に
お
い
て
は
、
「
あ
ら
い
る
晦
駒
に
お
い
て
」
歴
史
性
。
が
意
識

さ
れ
に
ｎ
ば
八
ら
た
い
"
1
此
介
學
的
思
郎
は
そ
の
脱
念
刀
中
へ
此
會
的
現

竃
の
雁
史
的
内
宮
を
、
洽
・
の
概
念
の
趾
系
的
聯
関
の
中
へ
壮
會
の
歴
史

的
薦
助
を
探
り
入
れ
」
八
け
れ
ば
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り

で
は
た
い
。
祀
會
學
は
そ
れ
自
曖
が
一
つ
の
歴
史
的
現
象
で
あ
り
、
あ

る
一
定
穴
朕
史
的
段
階
に
お
い
て
出
現
し
た
も
い
で
あ
り
、
従
っ
て
此

言
學
の
も
っ
開
題
意
識
そ
の
も
の
ま
で
が
一
定
の
歴
史
的
情
況
に
関
係

っ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
に
お
い
て
式
歴
史
化
さ
れ
て
ゐ
る
。
祀

會
學
に
二
重
の
意
味
に
お
い
て
歴
史
性
を
も
っ
・

　
　
　
　
　
　

‘

　

本
書
の
著
者
囮
武
氏
が
フ
ラ
イ
ヤ
ー
此
言
學
を
骸
密
に
そ
の
ま
ま
受

容
さ
れ
て
ゐ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
私
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
大

づ
か
み
に
言
っ
て
右
の
様
な
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
理
論
的
立
場
に
あ
る
こ
と

は
推
定
し
て
誤
り
な
い
と
思
ふ
。
と
す
れ
ば
私
論
歴
史
家
と
し
て
、
本

書
か
・
と
く
に
即
‐
し
々
け
れ
げ
た
べ
白
理
由
は
も
は
や
明
自
で
ド
こ
か

ら
う
か
。
本
１
　
に
中
同
農
村
此
會
い
朗
在
的
八
分
析
た
の
で
あ
ろ
け
れ

ど
も
、
そ
の
現
行
は
雁
史
的
詣
札
入
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
て

あ
っ
て
、
歴
史
家
と
し
て
は
。
こ
ｏ
著
秦
の
志
向
を
反
約
ぜ
し
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
中
川
の
願
史
吐
・
Ｉ
叫
究
に
少
か
か
ら
白
暗
示
か
く
八
と

ろ
こ
九
が
出
来
ろ
の
で
あ
’
イ

　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

本
書
は
二
部
に
分
れ
る
、
卵
一
部
「
華
中
農
村
祀
會
心
昌
浩
Ｌ
、
第
二

部
「
華
北
農
村
此
會
の
研
究
」
で
あ
る
。
第
一
部
か
［
術
値
］
、
第
一
汗

を
一
這

者
は
心
と
も
と
続
一
的
た
昌
想
の
ド
に
一
書
に
ま
と
め
る
べ
く
執
～
さ

れ
た
も
の
で
な
い
、
と
い
ふ
げ
か
り
で
は
な
く
、
雨
素
の
研
究
の
基
炭

と
た
っ
た
資
料
も
同
じ
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
第
一
部
華
中
の
方
は
、

筆
素
自
ら
幾
度
か
の
冒
態
調
査
を
脛
瞼
さ
れ
て
自
身
蒐
集
さ
れ
た
デ
ー

タ
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
デ
ー
タ
そ
の
も
の
が
著
者
の
意
圖

十
る
此
會
學
的
研
究
に
最
も
治
切
な
形
で
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

第
一
部
に
そ
の
た
め
祀
會
昌
造
の
展
頌
的
分
析
が
最
も
よ
く
幣
理
応
れ

叙
述
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
部
華
北
の
研
究
に
用
ひ
ら
れ
た
中

心
資
料
は
［
北
女
試
行
調
査
資
料
］
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
そ
れ
自
図

は
肢
に
鰍
沢
あ
る
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
訓
査
の
基
調
が
法
的
部
面
に

あ
っ
て
社
言
學
的
だ
部
面
に
は
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
る
著

者
の
研
究
が
幾
分
の
制
約
を
受
け
た
で
あ
ら
・
・
つ
こ
と
想
像
に
班
く
な

・
い
。
と
に
か
く
第
二
部
は
此
會
魚
造
の
展
頑
的
か
全
般
的
分
析
で
は
な
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く
、
そ
の
中
か
ら
家
族
と
村
落
と
の
一
一
つ
を
取
り
あ
げ
、
１
　
蹟
的
内
容

の
叙
述
に
主
力
を
そ
そ
い
だ
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
本
書
の
内
容
を
項
目
を
追
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
避

け
た
い
、
。
本
書
の
内
容
は
各
編
の
最
後
の
章
に
整
理
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま

ち
に
第
二
部
緒
論
に
著
者
が
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
採
に
、
本
書
は
こ
れ
ま
で

の
通
就
に
對
す
る
反
措
定
的
試
論
の
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
各

篇
の
要
約
に
よ
っ
て
本
書
の
反
措
定
的
主
張
を
ま
と
め
て
み
ょ
う
と
思

ふ
、

　

今
ま
で
】
般
に
、
中
國
農
村
は
自
綸
自
足
的
封
鎖
自
然
経
済
の
段
階

に
い
ま
だ
に
止
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
て
来
た
。
も
っ
と
も
農
村
の
自

給
自
足
的
自
然
経
済
と
い
ふ
こ
と
は
、
近
代
以
前
の
封
建
的
壮
言
の
典

型
と
し
て
は
、
あ
な
が
ち
中
岡
の
み
の
特
殊
現
象
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

近
代
資
本
主
義
、
が
海
外
よ
り
お
し
よ
せ
て
来
て
を
り
、
し
か
も
上
海
を

は
ド
め
と
す
る
都
市
り
お
い
て
は
相
常
に
資
本
主
義
経
済
が
公
咄
し
て

ゐ
る
現
代
に
お
い
て
、
か
か
ろ
都
市
と
の
對
比
の
も
と
に
適
村
の
自
然

絆
流
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
農
村
の
容
態
調
杏
石
結
果

に
よ
れ
ば
、
こ
の
考
へ
は
捨
て
た
け
れ
ば
な
ら
た
く
た
っ
た
、
農
村
は

も
は
や
自
綸
自
足
的
自
然
経
済
の
段
階
に
は
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
徹

底
し
た
交
換
経
済
の
も
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
式
華
中
と
華
北

八
。
で
は
や
や
段
階
を
異
に
し
、
華
北
で
は
交
換
は
集
市
（
定
期
市
）
に

よ
っ
て
緊
ま
れ
、
華
中
で
は
更
に
一
渉
進
ん
で
銅
の
囚
定
的
店
舗
を
中

心
と
す
る
が
、
い
づ
れ
に
し
ろ
食
料
を
除
く
殆
ど
全
て
の
日
用
必
需
品

が
朕
に
隅
人
せ
ら
れ
、
４
　
細
社
貧
痕
で
は
食
料
で
さ
へ
尉
人
さ
れ
る
と

い
ふ
こ
と
、
従
っ
て
農
民
の
所
得
及
び
支
出
に
は
貨
幣
部
分
が
か
た
り

の
比
率
を
占
め
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
華
中
も
華
北
も
塑
り
は
な
い
の
で

あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
経
済
の
み
な
ら
ず
、
貧
村
の
徒
會
的
開
放
性
を
問
題

に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
中
圓
農
村
社
會
は
決
し
て
今
１
　
　
で
信
せ
ら
れ

て
ゐ
た
経
穴
封
鎖
的
小
宇
宙
的
共
同
瓢
で
は
か
い
、
勿
論
そ
こ
に
共
同

に
と
し
て
考
へ
ら
る
べ
き
集
両
性
が
か
な
り
残
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
責

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
集
團
性
に
お
い
て
華
北
が
よ
り
強
く
華
中
が
よ

り
弱
い
と
い
ふ
程
度
の
差
も
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
一
般
的
に
言
っ

て
そ
の
共
同
に
的
集
團
性
は
極
め
て
弱
い
も
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
華
中

で
は
農
村
は
も
は
や
殆
ど
完
全
に
開
か
れ
て
ゐ
ろ
と
さ
へ
言
へ
ろ
ほ
ど

で
あ
る
、
華
中
で
は
、
集
両
性
は
農
村
（
ｎ
密
に
は
村
落
）
よ
り
も
・
釦

と
農
村
と
の
結
令
開
係
の
方
に
よ
り
強
い
。
薯
者
は
そ
こ
で
華
中
で
の

基
本
的
非
同
胞
と
し
て
町
村
（
郷
勁
、
）
共
同
般
の
脱
念
を
提
出
さ
れ
て

ゐ
る
、
そ
し
て
私
達
に
と
っ
て
電
嬰
な
の
は
、
か
う
し
た
値
村
の
開
放

的
性
格
が
、
決
し
て
外
國
資
本
主
義
に
よ
っ
て
近
代
に
た
っ
て
持
ち
込

ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
も
っ
と
丸
著
者
は
こ
の

状
態
を
解
胞
過
程
と
考
へ
て
ゐ
ら
れ
る
揉
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

は
資
本
主
義
に
よ
る
、
外
部
よ
り
の
弼
力
に
よ
る
、
墜
化
で
は
た
い
、

そ
れ
に
鏡
村
の
内
部
昌
浩
と
本
質
的
に
開
係
か
。
心
‥
つ
、
従
っ
て
中
国
造

村
政
會
の
停
滞
性
と
も
開
聯
ず
る
。

　

豊
村
祀
會
が
今
ま
で
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
揉
た
割
鎖
的
共
同
睨
て
は
な

く
、
極
度
に
開
放
せ
ら
れ
て
ゐ
ろ
と
い
ふ
こ
と
は
、
逆
に
．
ｊ
へ
ば
統
一

性
、
協
同
性
示
殆
ど
存
在
し
た
い
こ
と
か
。
意
９
　
す
る
、
農
村
壮
會
に
は

こ
れ
か
。
統
制
す
べ
き
身
分
雁
が
現
れ
な
い
。
勿
論
村
長
け
じ
め
祠
の
代
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い
～
∩
ぐ
べ
る
毀
人
の
ボ
ペ
の
が
往
に
岫
め
ら
牡
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら

の
桁
癩
者
達
と
一
股
付
民
と
の
川
に
に
栃
同
的
玉
父
長
的
昌
ぬ
闘
係
も

た
け
れ
ぱ
、
悍
近
ト
い
仕
と
に
し
り
り
い
げ
れ
る
‐
賜
的
八
身
分
的
統
脇

闘
係
も
令
く
八
い
　
　
９
で
ふ
る
。
形
式
的
に
は
村
八
に
牛
づ
ペ
コ
ビ
あ
る
。

こ
れ
は
即
叩
・
べ
ろ
川
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ら
石
彫
－
華
中
で
は
十
地
の

人
牛
が
在
銅
不
在
地
し
に
集
中
せ
ら
れ
て
ゐ
る
八
め
に
員
村
内
部
に
お

け
る
附
級
分
化
彭
少
く
、
卜
地
所
有
Ｉ
辿
し
て
の
地
圭
と
小
作
九
の
闘

係
は
鎚
と
農
村
と
い
川
捗
的
八
も
心
と
た
り
、
こ
れ
彭
土
地
所
有
闘
係

に
封
建
的
性
桁
の
結
ひ
っ
か
か
い
一
川
囚
で
あ
ら
う
と
著
者
礼
一
‥
に
れ

る
が
、
し
か
し
華
北
Ｉ
在
村
‐
悦
地
に
の
谷
い
灯
村
に
お
い
て
も
、

地
圭
と
小
作
、
雇
ご
と
の
剛
係
は
決
し
て
封
建
的
身
分
的
八
も
い
で
は

た
、
く
合
川
的
喫
約
性
を
句
び
て
ゐ
る
の
て
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
別
の

原
囚
が
が
へ
ら
れ
ね
げ
八
ぺ
ら
か
、
い
、
そ
し
て
そ
れ
は
農
民
の
柿
沢
的
な

浮
沈
、
階
級
の
交
竹
が
極
め
て
倣
し
い
と
い
３
　
耶
象
と
密
接
に
四
脚
し
、

ひ
い
て
に
農
民
の
宗
族
制
度
に
原
囚
す
る
と
七
へ
に
れ
ろ
。

　

更
に
ま
八
農
村
は
μ
同
性
に
丿
し
い
、
農
村
共
同
胞
に
そ
牡
が
古
代

的
か
ぐ
の
に
し
ろ
中
仇
的
た
も
［
に
し
ろ
ズ
‥
し
い
脇
同
性
か
特
色
と
す

る
の
で
あ
る
パ
、
巾
㈹
心
農
村
此
會
に
ぱ
そ
れ
が
殆
ど
見
川
社
八
い
の

で
も
る
。
八
と
へ
ぱ
辺
村
に
は
共
有
地
示
殆
ど
全
く
た
い
。
ま
た
辺
耕

に
伴
ム
協
同
は
農
民
に
と
っ
て
最
も
取
要
か
ｙ
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
唯
北
の
有
毒
を
除
い
て
は
、
こ
れ
ま
た
殆
ど
見
出
し
得
な
い
。

勿
論
農
相
内
部
に
お
い
て
ご

幾
分
の
協
同
が
た
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
農
村
全
部
を

含
む
氷
檀
的
衣
絹
織
で
。
は
な
く
、
利
害
を
超
越
し
瓦
全
院
性
を
も
持
だ

八
い
て
、
へ
‥
川
的
な
喫
約
性
を
俯
び
た
農
民
個
人
問
の
開
係
に
止
ま
る

い
で
あ
る
。
こ
の
皆
々
農
村
の
消
極
的
合
理
的
性
格
も
主
た
結
局
は
農

民
Ｉ
水
族
川
度
に
匈
し
得
ら
れ
る
即
に
考
へ
ら
れ
る
。

　

中
川
の
宗
族
に
今
ま
で
次
の
捉
に
考
へ
ら
れ
て
床
八
。
即
～
て
れ
は

近
に
吐
可
に
に
几
ら
サ
ベ
い
木
ぶ
族
で
あ
っ
て
、
家
長
は
絶
對
的
専
制

的
ぺ
㈲
力
を
心
っ
ぶ
父
長
と
し
て
家
族
に
君
臨
し
、
家
族
員
江
・
い
ふ
父
長

に
對
し
て
服
従
口
衣
務
の
５
　
か
１
つ
奴
隷
的
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
い

け
ば
占
代
的
々
人
尿
族
と
し
て
削
念
せ
ら
れ
て
ゐ
九
、
し
か
る
に
事
官

は
令
く
涵
で
あ
る
こ
と
『
が
明
ん
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
づ
巾
囚
濃
村

家
族
に
人
家
族
で
は
Ｉ
ベ
く
十
均
五
人
前
後
の
小
家
族
で
あ
る
、
勿
論
そ

の
家
族
掲
成
は
近
代
叩
婚
家
族
に
比
較
す
れ
ば
傍
系
親
を
含
む
複
雑
な

も
り
口
八
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
俘
な
い
け
０
　
る
大

家
族
で
は
た
い
、
の
み
た
ら
ず
そ
の
家
長
節
は
こ
れ
ま
た
決
し
て
Ｉ
言
は

る
ろ
如
き
強
力
か
も
い
で
は
た
い
。
家
長
が
直
系
尊
記
の
場
合
は
そ
の

晟
力
は
藻
る
ほ
ど
川
｛
‥
…
に
強
い
が
、
こ
れ
は
家
長
そ
の
も
の
の
圈
力
で

は
八
く
、
父
㈲
彫
冥
長
樅
と
　
　
服
び
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
八
∵
も
・
の
で

あ
る
、
従
っ
て
家
長
樅
が
父
崩
と
分
ば
ず
る
と
こ
ろ
の
傍
系
付
記
家
長

の
場
合
に
は
、
そ
ら
底
力
は
僅
想
外
に
消
極
的
で
あ
り
圖
情
的
で
あ
っ

て
強
制
的
な
も
の
は
で
な
い
。
こ
れ
は
家
長
の
相
紬
が
嫡
長
主
辰
に
よ

ら
ず
輩
行
主
義
に
よ
る
と
こ
ろ
に
原
因
す
る
。
そ
し
て
裁
行
主
義
と
に

同
輩
兄
弟
が
家
長
相
冶
に
つ
い
て
均
等
の
機
會
を
も
っ
牛
等
意
識
に
支

持
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
平
等
意
識
は
ま
た
財
産
相
績
に
お
け
る

均
分
思
想
に
最
も
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
。
財
産
は
家
産
と
し
て
即
念
さ
れ

る
こ
と
た
く
、
同
輩
者
は
財
産
相
撹
に
均
等
の
賜
利
を
も
ち
、
従
っ
て

-
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徹
底
的
に
均
分
さ
れ
る
。
均
分
は
親
の
海
言
に
さ
へ
優
越
す
る
の
で
あ

る
。
か
う
し
て
家
族
の
徹
底
し
た
合
理
的
平
等
主
義
的
均
分
思
想
の
た

め
に
、
財
産
は
常
に
家
族
員
に
よ
っ
て
将
来
均
分
せ
ら
る
る
も
り
・
と
し

て
の
分
け
前
＝
持
分
か
ら
観
念
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
し
て
こ
の

持
分
意
識
は
家
族
を
し
て
、
遠
心
的
分
裂
性
格
を
帯
び
さ
せ
る
痙
に
な

る
。
家
族
は
組
合
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
様
に
し
て
家
族
は
一
見
強

力
な
結
合
を
な
す
様
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
内
に
は
ら
む
分
裂

的
性
格
を
補
１
　
せ
ん
と
す
る
入
篤
的
外
被
に
す
ぎ
ず
、
賞
は
持
分
意
識

に
支
へ
ら
れ
た
全
塑
性
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
表
面
的
に
は
合
理
的
性
桁

と
し
て
現
象
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
徹
底
し
た
合
理
的
性
桁
、
具
嶮
的

に
は
輩
行
主
義
と
均
が
思
想
こ
そ
が
ヽ
家
族
を
し
て
本
家
中
心
の
封
建

的
結
合
開
係
を
結
ば
し
め
る
こ
と
か
く
、
更
に
附
級
の
昇
降
運
動
を
激

烈
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
村
の
身
分
的
罹
威
を
生
せ
し
め
る
こ

と
も
な
く
、
ひ
い
て
は
中
國
祀
會
に
お
い
て
封
建
的
関
係
の
芽
生
え
る

こ
と
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
國
の
停
府
性
を
も
規
定
す
る
と
こ

ろ
の
最
も
基
本
的
な
條
件
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　
　
　
　

本
書
に
對
す
る
批
評
は
す
で
に
各
界
の
晟
威
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
を

　
　
　

り
、
い
ま
さ
ら
附
加
す
べ
き
何
も
の
も
た
い
が
、
問
題
の
鮎
を
明
か
に

　
　
　

す
る
意
味
に
お
い
て
二
、
三
の
断
片
的
た
批
許
を
の
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　

第
一
に
著
者
の
主
張
さ
れ
る
反
措
定
と
そ
の
對
象
と
な
る
摺
足
説
と

2
1

　
　

は
あ
る
意
味
を
も
っ
て
闘
係
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
い
ふ
の
は
著
者
に

３

　
　

よ
れ
げ
そ
れ
は
時
問
的
運
動
と
し
て
み
ら
れ
て
を
り
、
換
言
す
れ
ば
反

措
定
的
現
在
の
状
態
は
措
定
的
過
去
の
崩
壌
過
程
と
し
て
意
味
づ
け
ら

れ
て
ゐ
る
。
も
っ
と
も
薯
者
は
こ
の
鮎
を
詳
し
く
の
べ
ら
れ
た
わ
け
で

は
た
い
か
ら
よ
く
わ
か
ら
た
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
大
き
な
問

題
で
あ
る
。
勿
論
崩
図
過
程
と
し
て
み
る
こ
と
自
は
は
基
本
的
に
は
正

し
い
。
と
し
て
も
そ
の
崩
壊
過
程
の
８
　
始
期
を
ど
の
時
代
に
求
め
る
か

に
よ
っ
て
、
そ
の
も
っ
意
味
は
す
こ
ぶ
る
違
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
は

な
か
ら
う
か
。
た
と
へ
ば
仁
井
田
博
士
が
批
判
さ
る
る
採
に
、
こ
の
時

期
を
溺
漢
時
代
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
崩
壊
よ
り
も
む
し
ろ
停

節
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
採
に
思
は
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
に

つ
い
て
其
位
的
に
規
定
し
て
ゐ
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
れ
は
著
者
の

責
任
で
は
な
く
、
官
は
歴
史
家
の
課
題
で
あ
ら
う
。

　

次
に
袴
者
は
第
一
部
に
お
い
て
華
中
農
村
の
共
同
位
結
合
と
し
て
町

村
（
郷
絹
）
共
同
胞
の
概
念
を
提
出
さ
れ
た
、
今
の
べ
た
捉
に
著
者
は
こ

れ
を
村
落
共
同
胞
が
解
脱
し
か
も
の
、
一
段
階
勉
ん
だ
も
の
と
考
へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
に
か
く
ど
し
て
少
く
と
も
現
在
に
開
す

る
背
者
の
考
へ
は
全
く
晏
常
す
る
と
思
ふ
。
即
ち
華
申
農
村
に
お
い
て

は
祀
會
生
活
の
す
べ
て
の
面
に
わ
た
っ
て
、
と
く
に
そ
の
基
礎
を
八
十

経
済
部
㈲
に
お
い
て
、
銅
を
覗
野
の
外
に
お
い
て
は
完
全
な
る
理
解
は

出
来
ず
、
こ
れ
は
必
ず
郷
銅
一
哉
と
し
て
分
析
せ
ね
ば
た
ら
た
い
と
思

ふ
。
し
か
る
に
著
者
は
、
自
ら
町
村
共
同
胞
を
結
論
づ
け
な
が
ら
、
し

か
も
そ
の
硯
野
を
鏡
村
に
限
定
さ
れ
九
、
こ
の
た
め
華
中
浜
村
の
理
解

は
焦
鮎
示
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
た
感
な
し
と
し
た
い
。
本
書
の
構
成
上
に

お
け
る
一
つ
の
、
し
か
し
最
も
大
か
な
矛
盾
で
は
な
か
ら
う
か
。

　

最
後
に
封
建
制
の
開
胆
が
あ
る
、
著
者
は
封
建
制
の
中
國
濃
村
に
お
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２

　
　

け
ろ
存
在
に
對
し
に
ご
て
否
定
的
意
見
で
あ
今
〈
１
　
の
昌
枝
は
農
村
礼
會
に

胞

　
　

お
い
て
身
分
的
ド
ド
隷
福
開
係
の
存
在
せ
内
こ
と
に
九
ろ

　

そ
れ
で
は

　
　
　

今
ま
で
巾
㈹
に
お
け
ろ
封
建
割
ま
た
は
牛
封
建
判
言

　
　
　

た
い
け
ず

　
　
　

も
た
く
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
っ
た
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
現
に

　
　
　

あ
令
へ
々
が
割
建
制
を
主
張
す
る
論
熊
の
最
大
の
も
い
に
剰
能
生
節
物

　
　
　

の
分
配
闘
係
、
す
な
は
ち
地
代
の
弔
に
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
封
建
制

　
　
　

は
絆
漕
的
例
面
か
ら
把
へ
ら
れ
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
が
、
身
分
的
隷
隔
闘

　
　
　

係
か
へ
。
・
‥
ふ
場
介
、
そ
れ
は
法
的
だ
側
面
か
ら
把
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し

　
　
　

て
汁
意
し
た
け
れ
げ
几
ら
■
Ｊ
い
こ
と
に
、
両
者
の
封
建
制
の
意
味
す
る

　
　
　

範
剛
が
等
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
及
び
日
本
に
お
い
て
は
削
素

　
　
　

は
必
ず
並
存
し
た
け
れ
ど
も
並
存
は
必
ず
し
も
一
致
で
は
た
い
。
マ
ル

　
　
　

キ
シ
ズ
ム
の
立
場
に
お
け
る
封
建
判
は
、
三
つ
の
晟
展
段
階
、
即
ち
占

　
　
　

代
奴
評
制
、
中
世
封
建
制
、
近
代
費
本
主
義
制
と
い
ふ
生
瀧
ば
式
に
お

　
　
　

け
ろ
、
或
ひ
は
「
祀
會
の
総
済
的
彬
成
」
に
お
け
る
一
轍
咄
で
あ
る
。

　
　
　

身
分
的
隷
福
間
係
を
意
味
ず
る
封
建
制
は
か
か
る
祀
會
の
脛
溥
的
栃
成

　
　
　

の
内
で
建
て
ら
れ
た
一
つ
の
法
的
制
度
で
あ
る
。
前
者
は
後
者
を
含
か

　
　
　

が
同
一
で
は
た
い
。
従
っ
て
著
者
が
身
分
的
隷
腸
開
係
が
存
在
し
八
い

　
　
　

こ
と
に
よ
っ
て
封
建
制
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
今
ま
で
封

　
　
　

建
制
の
存
在
を
主
張
し
て
来
た
人
々
の
意
味
す
る
封
建
判
を
函
定
し
か

　
　
　

こ
と
に
は
た
ら
な
い
、
雨
者
は
も
と
も
と
覗
角
を
災
に
す
る
か
ら
で
あ

　
　
　

る
、
。

　
　
　
　

本
書
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
庇
に
一
年
牛
を
脛
て
ゐ
る
。
そ
の
間
既
に

　
　
　

本
書
の
價
値
は
正
し
く
認
め
ら
れ
て
を
り
、
そ
の
批
許
も
一
圈
は
出
っ

く
し
て
ゐ
る
、
今
さ
ら
批
許
紹
介
で
も
な
い
か
も
し
れ
白
が
、
ま
た
考

へ
て
み
る
と
批
評
は
何
も
新
回
に
だ
げ
限
る
必
嬰
は
あ
る
ま
い
。
。
朕
に

定
評
の
夕
ま
つ
九
著
書
論
文
を
収
り
Ｌ
に
げ
る
こ
汗
に
、
そ
れ
は
ま
八
七

れ
で
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
ふ

れ
だ
げ
本
書
穴
貝
價
を
傅
へ
得
た
か

｀　七

ｊ
Ｉ

　
　
　

／
―

　
　

Ｓ
Ｊ
ｊ
～

　
　

ｊ

つ
と
心
こ
い
退
屈
へ
ぺ
紹
介
ん
と

或
ひ
は
著
者
の
四
回
意
を
誤
り
防

へ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
た
い
。
著
者
而
武
氏
の
御
寛
Ｗ
か
。
願
ふ

次
第
で
あ
る
．

印
ぼ
史
概
観

〔
北

　

村

　

敬

　

直
〕

足
利

　

惇
氏
著

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
日

　

庚
六
ぺ
弘
文
堂
刊

款
養
文
庫
版

　

一
九
〇
頁

　
　

定
似

　

三
し
□

　

本
書
は
教
養
文
庫
の
一
書
と
し
て
、
難
解
な
る
印
度
史
各
部
門
の
學

間
的
成
果
を
極
め
て
平
易
に
０
　
要
を
摘
し
て
略
述
し
、
枕
胞
的
資
料
に

よ
り
之
を
。
裏
づ
け
、
誼
者
を
し
て
興
味
に
惹
か
れ
つ
つ
洒
読
せ
し
か
る

如
く
記
述
せ
ら
れ
あ
り
、
し
か
も
、
全
巻
を
貫
く
に
統
一
せ
る
史
順
を

以
て
し
、
一
見
別
世
以
に
し
て
、
無
間
係
た
る
如
く
見
ゆ
る
、
古
代
印

度
と
現
代
印
度
の
間
に
、
密
接
不
町
離
の
開
係
夕
・
詔
め
、
現
代
印
度
の

抱
け
る
苦
悩
の
原
囚
を
、
歴
史
的
に
形
成
せ
ら
れ
し
根
強
き
分
裂
的
邨

姓
的
印
度
此
會
及
び
之
を
地
盤
と
せ
る
印
度
文
化
が
そ
の
民
族
と
し
て

の
統
一
を
妨
げ
し
こ
と
に
求
め
ら
れ
た
り
。
即
と
二
篇
よ
り
成
心
本
書

の
第
一
篇
「
印
度
史
概
翻
」
に
於
て
、
印
度
の
政
治
史
を
太
占
よ
り
現

代
に
至
る
迄
通
願
し
そ
の
特
殊
性
を
指
摘
し
、
第
二
篇
「
現
代
印
度
」

に
於
て
、
現
代
印
度
の
内
包
せ
る
苦
悩
を
分
析
し
て
そ
め
二
元
性
を
回

教
徒
侵
入
に
直
接
起
因
せ
る
も
の
な
る
を
歴
史
的
に
記
述
し
、
館
三
篇
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