
宅
に
つ
い
て
、
外
交
の
緊
迫
に
対
応
す
る
た
め
の

も
の
と
の
注
目
す
べ
き
解
釈
を
提
示
す
る
。
第
二

章
で
は
朝
廷
内
部
で
の
官
人
勢
力
の
変
化
、
皇
極

と
蘇
我
氏
と
の
対
立
が
百
済
大
寺
の
再
建
・
飛
鳥

板
蓋
宮
造
営
を
め
ぐ
っ
て
皇
極
二
年
頃
か
ら
露
呈

し
た
と
説
く
。
第
三
章
で
は
豊
浦
大
臣
に
よ
る
紫

冠
の
私
授
に
よ
っ
て
父
と
並
ん
で
政
局
の
中
枢
に

出
て
き
た
鞍
作
が
中
宮
王
家
を
滅
ぼ
し
た
事
件
の

原
因
・
経
過
・
影
響
に
ふ
れ
、
第
四
章
で
は
い
わ

ゆ
る
乙
巳
の
変
（
蘇
我
本
宗
家
減
張
事
件
）
の
直

接
的
原
因
と
し
て
、
鞍
作
の
難
波
遷
宮
計
画
が
あ

っ
た
と
す
る
。

　
以
上
き
わ
め
て
大
雑
把
な
紹
介
を
し
た
が
、
こ

の
よ
う
な
分
析
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
毛
人
・
鞍
作

像
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る
。
毛
人
は
父
馬
子

の
死
後
実
力
で
大
臣
の
地
位
を
か
ち
と
り
、
鞍
作

は
毛
人
か
ら
大
臣
の
地
位
の
象
徴
た
る
紫
冠
を
授

け
ら
れ
政
局
の
中
椙
に
登
場
し
た
。
ま
た
彼
ら
の

政
治
的
立
場
と
し
て
は
、
毛
人
は
い
ま
だ
氏
族
的

思
考
の
枠
内
に
留
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
鞍
作

は
唐
の
新
知
識
に
ふ
れ
、
そ
れ
に
学
ん
だ
〃
新
式

の
政
治
”
を
め
ざ
し
、
対
唐
接
近
を
図
る
た
め
難

波
遷
宮
計
画
を
す
ら
も
っ
た
か
な
り
開
明
的
な
政

治
家
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
著
者
が
こ
の
よ
う
な
人
物
像
を
導
き
だ
し
た
方

法
は
徹
底
し
た
『
日
本
書
紀
』
の
史
料
批
判
と
そ

の
他
の
堅
忍
・
外
国
史
料
の
検
討
に
よ
る
歴
史
の

再
構
成
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
碍
本
書
紀
』

の
「
逆
臣
」
蝦
夷
・
入
館
と
い
う
像
と
は
か
な
り

異
な
っ
た
二
人
の
人
物
像
を
拙
き
だ
す
こ
と
に
成

功
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
但
し
、
い
く
つ
か
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

二
人
の
名
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
ず
毛
人
で
は
東

夷
と
し
て
の
蝦
夷
と
、
『
藤
原
家
伝
』
の
「
必
有
一
…

へ夷
レ
宗
之
禍
こ
と
い
う
意
識
の
二
つ
が
「
毛
人
↓

蝦
夷
」
と
い
う
易
名
へ
の
要
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
が
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
不
関

確
な
点
が
残
る
。
ま
た
蝦
夷
と
い
う
字
に
強
い
蔑

視
感
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、

造
東
大
専
司
長
官
と
し
て
有
名
な
佐
伯
今
毛
人
を

今
黒
蟻
と
蓑
現
す
る
例
も
あ
る
。
こ
う
し
た
例
を

も
含
め
た
分
析
が
望
ま
れ
た
。
鞍
作
に
つ
い
て
も
、

『
古
事
記
』
の
雷
名
伝
承
の
影
響
で
入
鹿
と
さ
れ

た
と
の
推
論
の
根
拠
は
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な

い
と
考
え
る
。
古
名
伝
承
は
『
日
本
碧
紀
』
に
も

見
え
る
が
　
（
応
神
即
位
前
紀
）
、
そ
こ
に
は
入
鹿

の
話
が
で
て
こ
な
い
こ
と
も
、
易
名
伝
承
と
入
鹿

の
結
び
つ
き
に
い
さ
さ
か
疑
聞
を
抱
か
せ
る
点
で

あ
る
。

　
ま
た
鞍
作
の
開
明
性
の
重
要
な
指
標
た
る
難
波

遷
宮
計
画
に
つ
い
て
は
、
皇
極
楽
に
特
徴
的
な
予

兆
記
事
及
び
『
無
徳
太
子
伝
暦
』
首
引
の
　
「
里

謡
」
か
ら
の
立
論
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
ら

の
史
料
の
よ
り
深
い
検
討
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
も
は
や
『
日
本
書
紀
』
が
描
く
蘇

我
氏
像
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

今
後
一
層
の
『
日
本
書
紀
』
の
史
料
批
判
と
そ
こ

か
ら
導
か
れ
る
蘇
我
氏
像
再
構
成
の
深
化
は
著
者

の
み
な
ら
ず
後
学
の
者
の
責
務
で
あ
ろ
う
。
尚
、

本
書
を
よ
り
一
層
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
書
と

ほ
ぼ
時
を
隅
じ
く
し
て
刊
行
さ
れ
た
同
じ
著
看
に

よ
る
『
新
…
版
飛
…
猟
鳥
』
　
（
N
H
K
ブ
ヅ
ク
ス
）
を
あ

わ
せ
読
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

　
　
　
（
諸
隊
判
・
一
六
七
頁
、
一
九
七
七
年
一
二
月
刊

　
　
人
物
叢
書
一
七
七
　
隠
州
弘
文
館
　
穴
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
（
館
野
和
己
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

松
山
　
宏
著

『
武
者
の
府
　
鎌
倉
』

　
本
書
は
日
本
文
化
の
会
編
『
記
録
・
都
市
生
活

史
』
の
第
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

著
者
松
由
宏
氏
の
中
世
都
市
に
関
す
る
研
究
は
、

先
年
上
梓
さ
れ
た
氏
の
論
文
集
『
日
本
中
世
都
市
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介紹

の
研
究
』
　
（
大
学
堂
書
店
、
一
九
六
三
年
）
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同
書
の
「
あ
と
が
き
」
で

自
ら
が
語
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
の
研
究
の

焦
点
は
政
治
都
布
の
権
力
的
性
格
を
明
ら
か
に
す

る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
松
山
氏
に
と
っ

て
不
満
だ
っ
た
の
は
、
従
来
の
中
世
都
市
研
究
が
、

都
市
の
基
本
的
条
件
と
し
て
商
業
を
重
視
す
る
あ

ま
り
、
政
治
都
市
に
も
明
瞭
に
商
業
機
能
が
看
て

取
れ
る
戦
国
期
以
降
に
圧
倒
的
関
心
を
余
せ
、
か

え
っ
て
古
代
都
市
と
の
連
続
面
を
見
逃
し
た
り
、

過
度
の
中
央
（
畿
内
先
進
地
域
）
重
視
の
弊
を
招

い
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
同
書
「
序
章
　
中
世
都
市

研
究
の
問
題
点
」
）
。
国
府
一
府
中
、
守
護
所

－
守
護
城
下
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
察
は
、
か

か
る
反
省
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
だ
が
、
鎌
倉
も
ま

た
、
同
様
の
意
味
に
お
い
て
数
年
来
関
心
の
的
だ

っ
た
と
い
う
。
　
『
武
者
の
府
　
鎌
倉
』
は
、
前
著

で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
　
「
商
業
を
基
本
条
件

と
し
な
い
鎌
倉
」
　
（
あ
と
が
ぎ
）
と
し
て
叙
述
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
ま
で
、
都
市
鎌
倉
が
研
究
者
の
興
味
を
全
く

そ
そ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
戦
前
、

大
森
金
五
郎
氏
の
『
か
ま
く
ら
』
を
は
じ
め
、
い

く
つ
か
の
論
著
が
固
結
さ
れ
た
し
、
戦
後
の
翻
．
鎌

倉
市
史
』
は
、
一
段
と
そ
の
研
究
水
準
を
高
め
た

好
著
と
し
て
定
評
が
あ
る
。
し
か
し
、
京
都
・
奈

良
と
並
ん
で
中
世
の
三
大
都
市
と
称
さ
れ
る
割
に

は
、
都
市
鎌
倉
に
関
す
る
研
究
は
、
他
の
二
つ
に

較
べ
て
、
質
量
と
も
に
大
分
差
が
あ
る
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
鎌
倉
の
商

業
・
流
通
機
能
が
京
・
奈
良
に
劣
っ
た
た
め
、
研

究
者
の
関
心
の
多
く
が
後
者
に
向
け
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
の
ほ
か
に
、
鎌
倉
の
都
市
的
考
察
に
資
し

う
る
文
献
史
料
の
乏
し
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
と

ま
っ
た
記
録
と
し
て
唯
一
暦
妻
鏡
を
掲
げ
う
る
の

み
で
あ
り
、
社
寺
や
朝
廷
・
貴
族
の
記
録
・
文
書

は
著
し
く
乏
少
に
し
て
、
か
つ
断
片
的
な
の
で
あ

る
。　

か
よ
う
な
研
究
情
況
と
史
料
的
制
約
の
克
服
を

め
ざ
し
て
執
筆
さ
れ
た
本
書
の
叙
述
は
、
ま
こ
と

に
意
欲
に
盗
れ
て
斬
新
で
あ
り
、
著
者
が
、
全
篇

を
通
じ
て
政
治
・
軍
事
・
文
化
・
生
活
等
の
諸
側

面
か
ら
検
討
し
た
結
果
、
奪
き
出
さ
れ
た
都
市
鎌

倉
の
二
つ
の
特
徴
i
①
終
始
武
士
の
都
と
し
て

独
自
の
性
格
を
保
っ
た
こ
と
②
全
国
の
守
護
所
の

源
流
を
な
し
た
こ
と
一
は
、
真
に
妥
当
な
も
の

と
し
て
承
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
今
後
、
・
本
書
が
鎌

倉
を
研
究
す
る
際
の
必
読
文
献
た
る
地
位
を
占
め

る
の
は
、
間
違
い
な
い
事
実
と
断
言
で
き
る
。
実

は
私
も
つ
い
最
近
、
鎌
倉
に
つ
い
て
の
小
論
を
記

し
た
が
（
「
鎌
倉
と
関
東
」
〈
有
斐
閣
新
書
『
日
本

史
②
』
〉
）
、
本
書
か
ら
非
常
に
多
く
の
事
柄
を
教

え
ら
れ
た
。
読
者
諸
氏
も
実
際
に
本
書
を
手
に
取

っ
て
緬
読
さ
れ
る
よ
う
、
是
非
お
薦
め
し
た
い
。

　
た
だ
、
通
読
し
て
み
て
、
充
分
に
理
解
で
き
な

い
箇
所
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
松
山
氏

の
都
市
論
の
骨
格
は
「
序
章
鎌
倉
都
市
論
」
で

丁
寧
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
氏
は
、
各
時
代

に
共
通
し
た
都
市
の
蒔
田
と
し
て
、
②
「
＝
疋
地

域
の
政
治
・
経
済
・
交
通
・
宗
教
・
文
化
な
ど
の

細
動
を
促
し
、
か
つ
そ
れ
ら
を
統
制
す
る
核
心
が

存
在
し
、
そ
れ
に
依
存
し
て
人
口
が
集
中
し
扁
、
㈲

い
ず
れ
の
都
市
に
お
い
て
も
「
政
治
1
1
権
力
が
優

先
し
て
い
る
」
点
を
挙
げ
、
ま
た
、
政
治
都
市
を

⑥
「
武
士
領
主
の
拠
点
で
あ
る
城
館
を
中
心
と
し
、

そ
の
他
の
経
済
・
交
通
・
宗
教
・
文
化
な
ど
一
定

領
域
を
支
配
す
る
た
め
に
重
要
な
機
能
を
も
つ
機

閾
を
集
め
た
所
」
だ
と
定
義
し
、
㈹
「
こ
れ
ら
の

機
関
は
す
べ
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訳
で
な
い
。
も

っ
と
も
重
要
か
つ
基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
政
治

・
軍
事
の
機
関
、
つ
ま
り
誠
館
と
、
そ
れ
以
外
の

も
の
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
の
機
関
が
置
か
れ

る
こ
と
を
も
っ
て
、
中
世
政
治
都
市
と
考
え
た
い
」

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
鎌
倉
は
、
京
都
と
並
ん
で
中

世
政
治
都
市
の
一
方
の
源
流
を
な
す
も
の
と
位
置
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付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
㈲
の
当
否
は
判
断
で
き

な
い
が
、
㈹
が
何
故
武
士
領
主
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
④
の
論
拠
も
吟
味
の
余

地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
い
く

つ
か
の
限
定
条
件
を
付
け
れ
ば
、
全
体
と
し
て
諒

解
で
き
る
内
容
で
あ
り
、
概
念
規
定
が
明
快
な
の

が
何
よ
り
心
地
よ
い
。
懇
切
な
配
慮
と
い
え
よ
う
。

だ
が
、
鎌
倉
を
含
め
た
中
世
都
市
そ
の
も
の
の
概

念
、
特
に
古
代
都
帯
と
は
ど
の
点
で
異
な
る
の
か

（
著
者
は
古
代
都
市
か
ら
中
世
都
市
へ
の
連
続
面

を
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
中
世
都
市

独
自
の
機
能
・
性
格
を
追
求
す
る
要
が
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
）
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

つ
い
に
読
み
取
り
え
な
か
っ
た
。
前
著
を
参
照
し

て
も
、
中
世
都
帯
の
定
義
に
つ
い
て
再
検
討
の
必

要
を
力
説
さ
れ
、
今
後
の
研
究
課
題
を
提
示
し
て

は
い
る
も
の
の
、
氏
が
中
世
都
市
を
ど
う
捉
え
て

い
る
の
か
、
囲
慰
し
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
現
在
の
中
批
都
市
研
究

の
一
般
的
清
況
で
あ
り
、
松
山
氏
一
人
に
帰
す
べ

き
貴
任
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
、
私

の
能
力
の
乏
し
さ
が
理
解
を
妨
げ
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
後
者
が
主
た
る
要
因
で

あ
ろ
う
が
、
著
者
が
日
本
中
世
都
帯
の
研
究
に
多

大
の
業
績
を
上
げ
て
来
ら
れ
た
方
だ
け
に
、
私
の

如
き
浅
学
の
者
に
も
分
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
示

し
て
戴
き
た
か
っ
た
。

　
守
護
所
や
守
護
城
下
の
形
成
を
人
為
的
で
な
く

「
自
然
発
生
酌
」
と
し
、
鎌
倉
の
場
合
も
そ
れ
を

否
定
し
な
い
ら
し
い
点
も
、
少
々
気
に
な
っ
た
。

前
引
㈲
の
指
摘
と
矛
盾
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ω

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
都
市
づ
く
り
に
は
常
に

政
治
紅
権
力
が
主
権
的
力
を
発
揮
し
た
と
い
う
こ

と
だ
が
、
そ
れ
な
ら
ば
む
し
ろ
逆
に
、
自
然
発
生

的
で
な
く
人
為
的
だ
と
評
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

従
来
の
中
骸
都
市
論
は
商
業
を
重
視
し
過
ぎ
た

き
ら
い
が
あ
る
、
と
の
意
見
に
は
全
く
賛
成
だ
し
、

「
商
業
を
基
本
条
件
と
し
な
い
」
立
場
か
ら
都
市

鎌
倉
を
描
く
作
業
は
貴
重
で
あ
り
、
ま
た
重
要
な

試
み
だ
と
思
う
。
と
同
時
に
、
京
都
や
奈
良
と
は

異
な
る
鎌
倉
独
特
の
商
業
・
流
通
の
あ
り
方
を
追

求
す
る
こ
と
も
、
同
程
度
に
意
義
の
あ
る
課
題
と

し
て
設
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に

脇
田
晴
子
氏
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
商
調
経
済

を
自
己
の
統
制
下
に
含
み
込
ん
だ
在
地
領
主
の
結

集
地
と
し
て
、
商
業
上
特
殊
な
性
格
を
鎌
倉
は
有

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
「
日
本
中
世
都
市
の
構

造
」
〈
『
日
本
史
研
究
』
一
三
九
・
一
四
〇
合
併
号
〉
）
。

　
私
は
、
望
蜀
の
言
に
い
さ
さ
か
紙
幅
を
割
き
過

ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
書
の
内
容

豊
富
に
し
て
優
れ
た
価
値
が
、
少
し
で
も
損
わ
れ

る
か
の
如
き
印
象
を
読
者
に
与
え
た
と
し
た
ら
、

全
く
心
外
で
あ
る
。
と
り
と
め
の
な
い
言
辞
を
連

ね
る
破
目
に
陥
っ
た
の
は
、
生
来
の
手
際
の
悪
さ

と
、
こ
の
機
会
に
、
自
分
自
身
に
課
す
べ
き
課
題

を
認
識
し
て
お
き
た
い
と
の
願
望
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
本
書
の
論
点
が
多
岐
に
わ
た
り
、
豊
か

な
内
容
を
膚
す
る
こ
と
は
、
私
の
稚
拙
な
表
現
を

介
す
る
よ
り
も
、
最
後
に
本
書
の
章
節
名
を
そ
の

ま
ま
転
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
諒

解
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
る
。
前
に
、
内
容
の
紹
介

を
あ
え
て
簡
略
に
留
め
た
の
は
、
実
は
そ
う
し
た

考
え
か
ら
で
あ
っ
た
。
松
由
氏
よ
り
の
学
恩
に
感

謝
し
つ
つ
、
拙
い
紹
介
の
筆
を
欄
く
こ
と
と
し
た

い
。

序
章
　
　
鎌
倉
都
市
論

第
一
章
　
鎌
倉
の
草
創
（
要
害
と
海
と
父
祖
の
地
、

　
源
頼
朝
の
入
府
、
武
家
都
城
の
創
設
）

第
二
章
　
都
市
鎌
倉
の
発
展
（
源
氏
か
ら
北
条
氏

　
へ
、
政
治
都
市
の
確
立
、
都
市
化
の
進
展
、
抑

　
圧
と
反
抗
）

第
三
章
　
文
化
風
土
（
京
風
文
化
、
禅
と
鎌
倉
文

　
化
、
仏
教
各
派
の
活
動
、
土
着
文
化
）

第
四
章
　
鎌
倉
周
辺
と
守
護
所
（
相
模
と
房
総
、
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介紹

　
武
蔵
、
国
衙
と
守
護
所
、
守
護
所
の
事
例
）

第
五
章
　
幕
府
か
ら
鎌
倉
府
へ
（
得
宗
専
制
と
鎌

　
倉
の
政
治
、
街
の
景
観
、
幕
府
の
滅
亡
、
鎌
倉

　
府
成
立
）

あ
と
が
き

　
　
　
（
閥
六
判
　
三
一
六
頁
　
一
九
七
六
年
一
一
月

　
　
　
　
柳
原
書
店
　
｝
七
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
（
杉
橋
隆
夫
　
立
命
館
大
学
助
教
授
）

米
原
章
三
伝
刊
行
会
編

『
米
原
章
三
伝
』

　
米
原
章
三
（
一
八
八
三
一
一
九
六
七
）
は
戦
前

・
戦
後
の
鳥
取
県
政
財
界
の
牛
耳
を
と
り
、
そ
の

指
導
者
と
し
て
県
下
に
霜
志
し
つ
づ
け
た
実
力
者

で
あ
っ
た
。
本
書
は
そ
の
死
を
追
悼
し
、
そ
の
業

績
を
記
念
す
る
た
め
に
編
ま
れ
た
伝
記
で
あ
る
。

し
か
し
通
例
み
ら
れ
る
よ
う
な
顕
彰
本
の
類
と
は

少
々
趣
き
を
異
に
し
て
お
夢
、
米
原
と
い
う
地
方

政
財
界
の
要
に
位
置
す
る
入
物
を
と
お
し
て
描
か

れ
た
一
編
の
鳥
取
県
近
現
代
史
、
と
よ
ぶ
に
た
る

内
容
を
本
書
は
具
え
て
い
る
。
こ
と
に
壮
年
期
を

記
述
し
た
各
章
（
第
三
一
第
七
章
）
は
、
二
〇
i

三
〇
年
代
の
政
治
史
に
関
心
を
有
す
る
者
の
興
味

を
多
い
に
ひ
く
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
章
三
が
養
子

に
入
っ
た
米
原
家
は
県
下
で
も
有
数
の
大
山
林
地

主
で
あ
り
、
県
会
議
員
を
も
繊
す
典
型
的
な
地
方

名
望
家
の
象
で
あ
っ
た
。
若
く
し
て
こ
の
米
原
察

の
家
長
と
な
っ
た
章
三
が
、
い
か
に
し
て
「
県
下

政
治
経
済
界
の
統
合
者
」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
成

長
し
て
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
い
わ
ば
本
書
の
核

心
を
な
す
問
題
に
あ
た
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
信

な
ど
を
交
え
た
叙
述
は
か
な
り
明
快
に
そ
の
過
程

を
描
き
だ
し
て
お
り
、
説
得
力
に
富
む
も
の
と
い

え
る
。
と
く
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
点
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
。

　
鳥
取
の
憲
政
会
は
第
1
5
回
総
選
挙
（
一
九
二
四

年
）
で
定
数
4
を
独
占
す
る
大
勝
利
を
収
め
た
（
米

原
は
支
部
幹
喜
と
し
て
采
配
を
ふ
る
っ
た
）
が
、

本
書
は
そ
の
原
因
を
、
元
来
は
地
主
層
を
中
心
と

し
て
き
た
同
会
が
薪
た
に
拾
頭
し
て
き
た
都
市
中

小
商
工
業
者
層
の
支
持
を
う
ま
く
把
握
し
え
た
こ

と
に
求
め
て
い
る
。
米
原
は
、
彼
自
身
は
地
主
で

は
あ
っ
た
が
、
政
友
会
と
対
抗
す
る
た
め
に
は

「
非
政
友
中
間
層
の
力
を
利
用
し
、
こ
れ
を
憲
政

会
の
傘
下
に
お
さ
め
る
こ
と
」
が
是
非
と
も
必
要

で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
戦
略
を
卒
達
し
て
実
践
に

移
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
党
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の

位
置
を
確
固
と
し
た
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ

っ
た
。
同
派
が
中
間
層
の
支
持
を
吸
収
す
る
軸
と

な
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
普
選
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
で
あ
っ
た
。
か
か
る
憲
政
会
の
変
化
は
た
ん
に

鳥
取
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
広
く
全
国
的
な
現

象
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
本
雷
の
示
す
ケ
ー

ス
は
か
な
り
の
一
般
性
を
も
つ
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
の
ほ
か
こ
れ
に
関
連
し
て
鋭
い
指
摘
だ

と
思
っ
た
の
は
、
米
原
の
な
か
に
あ
る
地
主
的
利

害
と
憲
政
会
領
袖
と
し
て
の
一
般
的
利
害
と
の
矛

盾
が
、
国
政
レ
ベ
ル
で
は
普
選
を
要
求
し
な
が
ら

も
町
村
レ
ベ
ル
で
は
二
級
選
挙
制
の
存
置
を
望
む

と
い
っ
た
矛
盾
し
た
言
動
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た

と
い
う
点
や
、
民
政
党
支
部
の
構
造
が
大
地
主
層

と
都
市
部
中
小
薫
辛
業
者
・
イ
ン
テ
リ
層
と
の
同

盟
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
両
者
は
米

原
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
た
と
い

う
点
な
ど
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
二
〇
年
代
か
ら
の
経
済
恐
慌
が

県
下
の
有
力
地
主
（
彼
ら
は
日
露
戦
争
前
後
か
ら

企
業
活
動
に
力
を
入
れ
、
地
方
財
界
を
形
成
し
て

い
た
）
の
経
済
的
基
盤
を
動
揺
さ
せ
、
そ
の
事
業

の
統
合
整
理
・
資
本
の
集
中
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
政
友
・
民
政
に
わ
か
れ
て

対
立
し
あ
っ
て
い
た
彼
等
が
次
第
に
党
派
的
対
立

を
解
消
し
、
協
同
し
て
経
済
的
利
益
を
追
求
す
る
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