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る
う
ち
に
、
市
に
お
け
る
土
地
の
人
と
の
関
係
で
、
私
自
身
が
微
妙
に
変
化
し

て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。 

と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
な

ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

初
め
は
自
分
と
の
大
き
な
違
い
に
ば
か
り
目
が
行
っ
て
い
た
が
、
差
異
に

慣
れ
て
き
て
か
ら
は
細
か
い
点
に
も
気
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

イ　

初
め
は
人
々
の
外
面
上
の
特
徴
に
ば
か
り
意
識
が
向
い
て
い
た
が
、
時
が

経た

つ
う
ち
に
、
一
人
の
個
人
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

ウ　

初
め
は
自
分
が
少
数
民
族
で
あ
る
こ
と
に
気
お
く
れ
し
て
い
た
が
、
知
り

合
い
が
増
え
る
に
つ
れ
て
積
極
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

エ　

初
め
は
言
葉
も
風
習
も
わ
か
ら
ず
に
戸
惑
う
ば
か
り
だ
っ
た
が
、
身
に
つ

い
て
き
て
か
ら
は
考
え
な
く
て
も
自
然
と
体
が
動
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

�

〔　
　
　

〕

〔
問
３
〕　
「
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
か
ら
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て

の
文
化
」
へ
、
私
の
関
心
が
長
い
時
間
を
か
け
て
い
つ
の
間
に
か
変
質
し
て
き

た
の
も
、
異
人
異
文
化
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
な
か
で
の
、
私
自
身
の
変
化
の

た
め
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

と
あ
る
が
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て

の
文
化
」
に
関
心
が
移
っ
た
と
筆
者
が
述
べ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち

か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

文
化
は
複
数
の
種
族
に
重
な
り
合
う
も
の
な
の
で
境
界
は
特
定
し
が
た
く
、

そ
の
文
化
に
属
す
人
間
を
研
究
す
る
ほ
う
が
効
率
的
だ
と
気
づ
い
た
か
ら
。

イ　

ど
の
よ
う
な
文
化
も
、
個
々
の
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
集
合
体
で

あ
り
、
人
間
の
個
性
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
気
づ
い
た
か
ら
。

ウ　

そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
文
化
を
持
っ
て
い
る
か
が
、
人
間
の
個
人
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

エ　

文
化
は
対
象
が
広
す
ぎ
て
、
長
い
時
間
を
か
け
て
厖ぼ
う

大だ
い

な
デ
ー
タ
を
集
め

て
も
決
し
て
満
足
の
い
く
結
論
は
出
せ
な
い
と
気
づ
い
た
か
ら
。�〔　
　
　

〕

⑶

〔
問
４
〕　

こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
十
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

研
究
を
進
め
る
う
ち
に
筆
者
の
考
え
が
変
化
し
て
き
た
経
緯
を
振
り
返
り
、

変
化
し
た
理
由
と
現
在
の
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
。

イ　

こ
こ
ま
で
に
順
を
追
っ
て
説
明
し
て
き
た
筆
者
の
研
究
の
軌
跡
を
振
り
返

り
、
成
し
遂
げ
た
研
究
の
成
果
の
大
き
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

ウ　

長
年
の
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
に
つ
い
て
の
考
察
を
示
し
、
そ

こ
か
ら
導
き
だ
せ
る
結
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

エ　

こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
研
究
成
果
を
も
と
に
、
新
た
に
生
じ
た
疑
問
点

を
整
理
し
、
今
後
の
研
究
課
題
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。�

〔　
　
　

〕

〔
問
５
〕　

国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
異
文
化
と
の
か
か
わ
り
あ

い
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き

に
あ
な
た
が
話
す
言
葉
を
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で
書

け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、
、
や
。
や
「
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ

字
数
に
数
え
よ
。

20100200
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古
典
を
引
用
し
た
文
章
の
読
解
②

88
　
　
　

次
の
Ａ
は
、
平
安
時
代
中
期
の
清せ
い

少し
ょ
う

納な

言ご
ん

の
随
筆
「
枕ま
く
ら
の

草そ
う

子し

」
の
雪
山
を

作
っ
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
原
文
で
あ
り
、

内
の
文
章
は
そ
の
現
代
語
訳

で
あ
る
。
Ｂ
は
当
時
の
女
流
作
家
に
関
す
る
対
談
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
読

ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ

と
に（
注
）が
あ
る
。）

Ａ　

�　

師し
は
す走

の
十
余よ

日ひ

の
ほ
ど
に
、
雪
い
み
じ
う
降
り
た
る
を
、
女
官
ど
も
な
ど
し

て
、
縁え
ん

に
い
と
お
ほ
く
置
く
を
、「
同
じ
く
は
、
庭
に
ま
こ
と
の
山
を
作
ら
せ

は
べ
ら
む
」
と
て
、
侍さ
ぶ
ら
ひ

召
し
て
、
仰お
ほ

せ
言ご
と

に
て
言
へ
ば
、
あ
つ
ま
り
て
作
る
。

主と
の
も
り殿
の
官
人
の
、
御
き
よ
め
に
ま
ゐ
り
た
る
な
ど
も
、
み
な
寄
り
て
、
い
と
高

う
作
り
な
す
。
宮み
や

司づ
か
さ

な
ど
も
ま
ゐ
り
あ
つ
ま
り
て
、
言こ
と

加
へ
興
ず
。
三
四
人
ま

ゐ
り
つ
る
主と
の
も
づ
か
さ

殿
寮
の
者
ど
も
、
二
十
人
ば
か
り
に
な
り
に
け
り
。
里
な
る
侍
召

し
に
つ
か
は
し
な
ど
す
。「
今け

ふ日
こ
の
山
作
る
人
に
は
日
三
日
給た

ぶ
べ
し
。
ま

た
ま
ゐ
ら
ざ
ら
む
者
は
、
ま
た
同
じ
数
と
ど
め
む
」
な
ど
言
へ
ば
、
聞
き
つ
け

た
る
は
、
ま
ど
ひ
ま
ゐ
る
も
あ
り
。
里
遠
き
は
え
告
げ
や
ら
ず
。

　

作
り
果
て
つ
れ
ば
、
宮
司
召
し
て
、
絹き
ぬ

二
ゆ
ひ
取
ら
せ
て
縁
に
投
げ
出い

だ
し

た
る
を
、
一
つ
取
り
に
取
り
て
、
拝
み
つ
つ
腰
に
さ
し
て
み
な
ま
か
で
ぬ
。

袍う
へ
の
き
ぬ

な
ど
着
た
る
は
、
さ
て
狩か
り

衣ぎ
ぬ

に
て
ぞ
あ
る
。

 

「
こ
れ
い
つ
ま
で
あ
り
な
む
」
と
、
人
々
に
の
た
ま
は
す
る
に
、「
十
日
は
あ

り
な
む
」「
十
余
日
は
あ
り
な
む
」
な
ど
、
た
だ
こ
の
ご
ろ
の
ほ
ど
を
あ
る
限

り
申
す
に
、「
い
か
に
」
と
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、「
正む
つ
き月

の
十
余
日
ま
で
は
侍は
べ

り

な
む
」
と
申
す
を
、
御
前ま
へ

に
も
、「
え
さ
は
あ
ら
じ
」
と
お
ぼ
し
め
し
た
り
。

女
房
は
、
す
べ
て
、「
年
の
う
ち
、
つ
ご
も
り
ま
で
も
え
あ
ら
じ
」
と
の
み
申

1

す
に
、「
あ
ま
り
遠
く
も
申
し
つ
る
か
な
。
げ
に
え
し
も
や
あ
ら
ざ
ら
む
。
つ

い
た
ち
な
ど
ぞ
言
ふ
べ
か
り
け
る
」
と
、
下
に
は
思
へ
ど
、「
さ
は
れ
、
さ
ま

で
な
く
と
も
、
言
ひ
そ
め
て
む
事
は
」
と
て
、
か
た
う
あ
ら
が
ひ
つ
。

�

（『
枕
草
子
』
に
よ
る
）

　

十
二
月
の
十
日
過
ぎ
ぐ
ら
い
に
、
雪
が
た
い
そ
う
降
っ
た
の
を
、
女
官

た
ち
な
ど
で
、
縁
側
に
と
て
も
た
く
さ
ん
置
い
た
の
を
、「
ど
う
せ
な
ら
、

庭
に
本
当
の
山
を
作
ら
せ
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
て
、
従
者
を
召
し
出
し
て
、

（
中
宮
様
の
）
ご
命
令
だ
と
言
う
と
、
集
ま
っ
て
作
る
。
主
殿
寮
の
官
人
の
、

ご
清
掃
に
参
上
し
て
い
る
人
な
ど
も
、
み
な
寄
っ
て
き
て
と
て
も
高
く
作

り
あ
げ
た
。
宮
司
な
ど
も
参
上
し
集
ま
っ
て
、
口
出
し
を
し
て
お
も
し
ろ

が
る
。
は
じ
め
は
三
、
四
人
参
上
し
た
主
殿
寮
の
者
た
ち
は
、
二
十
人
ば

か
り
に
な
っ
た
。
自
宅
に
い
る
従
者
を
召
し
出
す
な
ど
す
る
。「
今
日
こ

の
山
を
作
る
人
に
は
三
日
働
い
た
扱
い
に
し
て
や
ろ
う
。
ま
た
参
上
し
な

か
っ
た
者
は
、
同
じ
数
を
差
し
引
く
」
な
ど
と
言
う
の
で
、
聞
き
つ
け
た

中
に
は
、
あ
わ
て
て
参
上
す
る
者
も
い
た
。
自
宅
が
遠
い
者
は
告
げ
に
や

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

作
り
終
わ
っ
た
の
で
、
宮
司
を
召
し
て
、
絹
を
二
た
ば
取
ら
せ
て
縁
側

に
出
し
た
の
を
、
一
つ
ず
つ
取
っ
て
、
お
辞
儀
を
し
て
腰
に
さ
し
て
み
な

退
出
し
た
。（
ふ
だ
ん
は
正
装
の
）
袍
な
ど
を
着
た
者
は
、
そ
う
い
う
わ

け
で
（
今
は
略
式
の
）
狩
衣
で
い
る
。

�「
こ
れ
（
雪
山
）
は
い
つ
ま
で
あ
る
で
し
ょ
う
」
と
、
人
々
に
お
っ
し
ゃ

る
の
に
、「
十
日
は
あ
り
ま
し
ょ
う
」「
十
何
日
か
は
あ
り
ま
し
ょ
う
」
な

＊

＊

＊

＊

＊
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大
倉
喜
八
郎
─
─�

江え

戸ど

時
代
末
期
に
鉄
砲
店
を
開
業
し
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、

軍
に
鉄
砲
を
売
っ
て
成
功
し
、
大
財
閥
に
育
て
上
げ
た
商
人
。

　

 

意
匠
─
─
美
術
品
や
工
芸
品
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
。

　

 

御
所
車
─
─
牛
車
。
車
輪
が
図
案
化
さ
れ
た
。

　

 �

石
橋
─
─�

仙
境
で
あ
る
中
国
の
清せ
い

涼り
ょ
う

山ざ
ん

の
麓
に
あ
る
と
さ
れ
る
橋
。
能
や
歌
舞
伎
に
登
場

す
る
。

　

 

歌
枕
─
─
和
歌
に
詠
ま
れ
た
有
名
な
場
所
。

　

 

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
─
─
記
念
碑
や
遺
跡
。
ま
た
記
憶
に
残
る
よ
う
な
業
績
。

　

 

三
河
の
国
─
─
昔
の
国
名
で
、
現
在
の
愛
知
県
の
一
部
。

　

 

乾
飯
─
─
飯
を
干
し
た
も
の
。
旅
行
用
の
携
帯
食
。

　

 

唐
衣
─
─
唐
風
の
衣
服
。

〔
問
１
〕　

日
本
の
川
に
は
細
い
流
れ
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
橋
を

架
け
た
ん
で
す
ね
。 

と
あ
る
が
、
Ｂ
の
古
文
に
お
い
て
「
細
い
流
れ
が
た
く
さ

ん
あ
る
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
橋
を
架
け
た
」
に
相
当
す
る
部
分
は
ど
こ
か
。
次

の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

道
し
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り

イ　

三
河
の
国
八
橋
と
い
ふ
所
に
い
た
り
ぬ

ウ　

水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る

エ　

そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て

�

〔　
　
　

〕

〔
問
２
〕　

た
ぶ
ん
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
直
接
か
か
る
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど

れ
か
。

ア　

流
れ
は

イ　

い
ろ
い
ろ
な
所
に

ウ　

あ
っ
た
と

⑴⑵

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び
に

け
り
。

�

（「
新
編　

日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
）

　

昔
、
男
が
い
た
。
そ
の
男
は
、
自
分
の
身
を
用
の
な
い
も
の
と
思
っ
て

し
ま
っ
て
、
京
に
は
い
る
ま
い
、
東
の
ほ
う
で
住
む
の
に
よ
い
国
を
さ
が

そ
う
と
出
か
け
た
。
昔
か
ら
の
友
人
、
一
人
二
人
で
行
っ
た
。
道
を
知
っ

て
い
る
人
も
な
く
て
、
迷
い
な
が
ら
行
っ
た
。
三
河
の
国
の
八
橋
と
い
う

と
こ
ろ
に
着
い
た
。
そ
こ
を
八
橋
と
い
う
の
は
、
水
の
流
れ
が
八
方
に
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
橋
を
八
つ
わ
た
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
橋
と
い
っ
た
。

そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
降
り
て
座
り
、
乾か
れ

飯い
い

を
食
べ
た
。
そ
の

沢
に
か
き
つ
ば
た
が
と
て
も
美
し
く
咲
い
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
、
あ
る

人
が
言
う
に
は
、「
か
き
つ
ば
た
、
と
い
う
五
文
字
を
句
の
初
め
に
置
い
て
、

旅
の
心
を
よ
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
い
う
の
で
、
よ
ん
だ
。

唐
衣
は
着
て
い
る
う
ち
に
着
な
れ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
馴な

れ
親
し
ん

だ
妻
が
京
に
い
る
の
で
、
は
る
ば
る
来
た
旅
が
こ
と
さ
ら
思
わ
れ
る

の
だ
よ
。

と
よ
ん
だ
の
で
、
人
は
み
な
、
乾
飯
の
上
に
涙
を
落
し
て
（
乾
飯
が
）
ふ

や
け
て
し
ま
っ
た
。

＊
＊

＊

（
注
）
柳
橋
水
車
─
─
橋
を
中
心
に
柳
と
水
車
を
描
く
、
屏び
ょ
う

風ぶ

絵
な
ど
の
構
図
。

　

 �『
播
磨
国
風
土
記
』
─
─�

「
播
磨
国
」
は
昔
の
国
名
で
、
現
在
の
兵
庫
県
の
一
部
。「
風
土
記
」

は
、
朝
廷
の
命
令
で
、
各
地
の
風
土
や
産
物
・
伝
説
な
ど
を
記
さ

せ
た
も
の
。

　

 

き
ざ
は
し
─
─
階
段
。

　

 

八
十
島
の
祭
り
─
─
天
皇
の
即
位
後
に
行
わ
れ
た
、
国
土
と
皇
室
の
安
泰
を
祈
る
儀
式
。

　

 

和
数
考
─
─
日
本
人
の
意
識
の
中
で
の
数
が
も
つ
意
味
合
い
を
述
べ
た
も
の
。
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ア　

櫛
や
蒔
絵
、
着
物
の
柄
の
象
徴
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
と
い
う
字

に
つ
い
て
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
明
ら
か
に
し
、
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
の
日

本
独
自
の
考
え
方
に
つ
い
て
議
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ　

意
匠
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
物
自
体
は
消
え
て
も
象
徴
性
が
残
っ
て
い
く

こ
と
に
触
れ
、
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
も
の
の
大
切
さ
に
つ
い
て
の
話
題
を
引
き

だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

直
前
の
高
階
さ
ん
の
発
言
を
受
け
て
自
分
の
知
っ
て
い
る
同
じ
よ
う
な
例

を
示
す
こ
と
で
、
さ
ら
に
興
味
深
い
新
た
な
話
を
聞
き
出
し
て
、
対
談
の
内

容
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ　

数
字
の
象
徴
性
に
つ
い
て
の
自
分
の
発
言
を
踏
ま
え
て
、
数
字
に
限
ら
ず

物
が
音
や
言
葉
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
象
徴
性
が
話
題
の
中

心
と
な
る
き
っ
か
け
を
作
っ
て
い
る
。

�

〔　
　
　

〕

〔
問
６
〕　

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
連
続
性
み
た
い
な
も
の
ね
。 

と
あ
る

が
、「
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
の
連
続
性
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の

と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

実
際
の
物
と
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
を
区
別
な
く
受
け
止
め
、

繰
り
返
す
こ
と
で
記
憶
と
し
て
伝
承
し
て
い
く
こ
と
。

イ　

人
間
の
記
憶
だ
け
で
は
心
も
と
な
い
の
で
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
を
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
残
し
て
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
。

ウ　

物
は
失
わ
れ
る
の
が
当
た
り
前
だ
か
ら
こ
そ
、
記
憶
を
託
し
た
物
を
大
切

に
扱
い
、
長
く
保
存
で
き
る
よ
う
に
工
夫
す
る
こ
と
。

エ　

生
き
て
い
る
人
間
と
な
く
な
っ
た
人
々
が
、
年
中
行
事
を
通
し
て
頻
繁
に

交
流
し
、
記
憶
が
薄
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

�

〔　
　
　

〕

⑹

エ　

思
い
ま
す
か
ら

�

〔　
　
　

〕

〔
問
３
〕　
『
十
六
夜
日
記
』 

と
あ
る
が
、『
十
六
夜
日
記
』
の
次
の
記
述
に
相
当
す

る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

暗
さ
に
橋
も
見
え
ず
な
り
ぬ
。

�

（「
新
編　

日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
）

ア　

川
の
流
れ
に
八
つ
の
橋
が
か
か
り
、
か
き
つ
ば
た
が
咲
い
て
い
る
。

イ　

橋
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
暗
く
て
何
も
見
え
な
か
っ
た
。

ウ　

か
き
つ
ば
た
は
群
生
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
橋
は
な
く
な
っ
て
い
た
。

エ　

橋
や
か
き
つ
ば
た
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
何
も
な
か
っ
た
。

�

〔　
　
　

〕

〔
問
４
〕　

日
本
で
は
数
字
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
読
み
進
め
ら
れ
な
い
く
ら
い
、

数
字
が
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
る
ん
で
す
よ
。 
と
あ
る
が
、「
八
」
の
数
字

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を

選
べ
。

ア　

全
体
と
し
て
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
、
欠
け
る
と
こ
ろ
が

な
い
と
い
う
意
味
。

イ　

数
が
多
い
こ
と
を
表
し
、
完
全
で
は
な
い
け
れ
ど
も
無
限
の
可
能
性
を
秘

め
て
い
る
と
い
う
意
味
。

ウ　

あ
る
物
が
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
、
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、

確
か
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
。

エ　

完
全
な
数
で
あ
る
九
に
満
た
な
い
こ
と
を
表
し
、
形
あ
る
も
の
は
す
べ
て

壊
れ
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
。

�

〔　
　
　

〕

〔
問
５
〕　

田
中
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

⑶⑷⑸
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恨
不
移
封
向
酒
泉　
　
　

恨
む
ら
く
は
封
を
移
し
て
酒
泉
に
向
か
は
ざ
る
を

左
相
日
興
費
萬
錢　
　
　

左さ

相し
ょ
う

は
日
興
万
銭
を
費
や
す

飲
如
長
鯨
吸
百
川　
　
　

飲
む
こ
と
は
長ち
ょ
う

鯨げ
い

の
百
川
を
吸
ふ
が
如ご
と

し

銜
杯
樂
聖
稱
避
賢　
　
　

杯
を
銜ふ
く

み
聖
を
楽
し
み
賢
を
避
く
と
称
す

宗
之
蕭
灑
美
少
年　
　
　

宗そ
う

之し

は
瀟し
ょ
う

灑し
ゃ

た
る
美
少
年

舉
觴
白
眼
望
靑
天　
　
　

觴さ
か
ず
き

を
挙
げ
白
眼
青
天
を
望
む

皎
如
玉
樹
臨
風
前　
　
　

皎こ
う

と
し
て
玉ぎ
ょ
く

樹じ
ゅ

の
風
前
に
臨
む
が
如
し

蘇
晉
長
齋
繡
佛
前　
　
　

蘇そ

晋し
ん

長ち
ょ
う

斉さ
い

す
繡し
ゅ
う

仏ぶ
つ

の
前

醉
中
往
往
愛
逃
禪　
　
　

酔
中
往
往
逃
禅
を
愛
す

李
白
一
斗
詩
百
篇　
　
　

李
白
一
斗
詩
百ひ
ゃ
っ

篇ぺ
ん

長
安
市
上
酒
家
眠　
　
　

長
安
の
市
上
酒
家
に
眠
る

天
子
呼
來
不
上
船　
　
　

天
子
呼
び
来
れ
ど
も
船
に
上
ら
ず

自
稱
臣
是
酒
中
仙　
　
　

自
ら
称
す
臣
は
こ
れ
酒
中
の
仙
と

張
旭
三
杯
草
聖
傳　
　
　

張ち
ょ
う

旭き
ょ
く

三
杯
草
聖
伝
う

脱
帽
露
頂
王
公
前　
　
　

帽
を
脱
し
頂
を
露あ
ら

は
す
王
公
の
前

揮
毫
落
紙
如
雲
煙　
　
　

毫ご
う

を
揮ふ
る

ひ
紙
に
落
と
せ
ば
雲
煙
の
如
し

焦
遂
五
斗
方
卓
然　
　
　

焦し
ょ
う

遂す
い

五
斗
ま
さ
に
卓
然

高
談
雄
辯
驚
四
筵　
　
　

高
談
雄
弁
四
筵え
ん

を
驚
か
す

 

（「
續
國
譯
漢
文
大
成
」
に
よ
る
）

李
白
が
一
斗
を
飲
め
ば
詩
は
百
篇

長
安
の
市
中
に
あ
っ
て
酒
場
で
眠
る

皇
帝
の
使
い
が
呼
び
に
来
て
も
そ
の
船
に
上
ら
ず

自
ら
名
付
け
る
に
は
私
は
酒
中
の
仙
人
で
あ
る
と

（
注
）
空
の
状
態
─
─ 

仏
教
で
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
は
か
り
そ
め
の
も
の
だ
と
し
て
、
こ

だ
わ
ら
な
い
状
態
。

　
　

 

解
脱
─
─
執
着
や
束
縛
か
ら
離
れ
て
心
が
自
由
に
な
る
こ
と
。

　
　

 

煩
悩
─
─
心
を
悩
ま
せ
、
苦
し
み
を
与
え
る
欲
望
や
迷
い
。

　
　

 

荒
凡
夫
─
─ 

一
茶
が
自
分
の
目
指
す
生
き
方
を
述
べ
た
言
葉
。
煩
悩
の
ま
ま
、
平
凡
に
生

き
る
人
。

　
　

 

定
住
漂
泊
者
─
─
あ
て
も
な
く
さ
す
ら
う
が
、
帰
る
家
は
あ
る
人
。

　
　

 

大
急
ぎ
で
ま
と
め
て
み
ま
し
た
─
─ 

漂
泊
者
と
放
浪
者
の
違
い
を
見
比
べ
る
た
め
に
、
一

茶
と
山
頭
火
の
句
を
何
セ
ッ
ト
か
挙
げ
て
、
こ
れ
を

見
な
が
ら
対
談
し
て
い
る
。

　
　

 

放
浪
─
─
各
地
を
さ
す
ら
っ
て
、
行
く
あ
て
も
な
い
こ
と
。

　
　

 

軽
み
─
─ 

芭
蕉
が
提
唱
し
た
俳
句
の
境
地
。
日
常
素
朴
な
こ
と
を
平
易
な
言
葉
で
表
現
し
、

作
意
が
見
え
な
い
こ
と
を
よ
し
と
し
た
。

　
　

 

文
人
─
─
詩
文
や
書
画
な
ど
を
た
し
な
む
人
。

　
　

 

連
句
の
巻
き
方
＝ 

連
句
の
作
り
方
。
連
句
と
は
、
一
人
目
が
五
・
七
・
五
を
詠
み
、
次
の

人
が
七
・
七
を
付
け
、
さ
ら
に
別
の
人
が
五
・
七
・
五
を
付
け
…
…
と

い
う
形
で
句
を
作
っ
て
い
く
文
芸
の
形
式
。

　
　

 

む
く
ど
り
─
─
田
舎
者
だ
と
あ
ざ
け
る
言
葉
。
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〔
問
１
〕　

文
中
の
─
─
を
付
け
た
ア
～
エ
の
修
飾
語
の
う
ち
、
被
修
飾
語
と
の
関

係
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

〔
問
２
〕　

ど
ち
ら
も
そ
う
い
う
意
味
の
正
直
さ
が
感
じ
ら
れ
ま
し
て
私
は
好
き
で

す
。 
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
一
茶
の
「
正
直
さ
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の

と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

俳
人
と
し
て
の
美
意
識
に
従
っ
て
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
練
り
上
げ
、
現
実

を
度
外
視
し
た
俳
句
を
想
像
力
豊
か
に
作
り
続
け
て
い
る
こ
と
。

イ　

俗
世
間
の
し
が
ら
み
を
す
べ
て
捨
て
き
っ
て
、
放
浪
者
と
し
て
の
姿
勢
を

徹
底
的
に
追
求
し
た
い
と
い
う
思
い
に
忠
実
に
過
ご
し
て
い
る
こ
と
。

ウ　

す
べ
て
の
い
き
も
の
を
自
分
と
対
等
な
も
の
と
考
え
、
分
け
隔
て
な
く
接

し
、
と
も
に
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
で
い
る
こ
と
。

エ　

俗
な
気
持
ち
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
自
分
を
素
直
に
認
め
、
有
り
の

ま
ま
に
生
き
、
包
み
隠
さ
ず
さ
ら
け
出
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
。

〔
問
３
〕　

文
人
意
識
が
文
人
趣
味
に
変
わ
っ
て
き
て
、 
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う

「
文
人
意
識
」
と
「
文
人
趣
味
」
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

文
人
意
識
は
俳
句
を
作
る
う
え
で
の
繊
細
な
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
こ
と
を

い
い
、
文
人
趣
味
は
宗
匠
と
し
て
教
え
方
に
工
夫
を
凝
ら
す
こ
と
を
い
う
。

イ　

文
人
意
識
は
武
士
の
た
し
な
み
と
し
て
格
式
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
い
い
、

文
人
趣
味
は
広
く
詩
文
や
書
画
に
親
し
み
自
由
に
表
現
す
る
こ
と
を
い
う
。

ウ　

文
人
意
識
は
文
人
と
し
て
の
有
り
方
を
突
き
詰
め
て
自
分
を
律
す
る
厳
し

さ
を
い
い
、
文
人
趣
味
は
単
に
風
流
を
好
む
と
い
っ
た
緩
や
か
な
感
覚
を
い
う
。

エ　

文
人
意
識
は
俗
な
発
想
を
嫌
っ
て
理
想
の
自
分
を
句
に
す
る
態
度
を
い
い
、

文
人
趣
味
は
有
り
の
ま
ま
を
そ
の
ま
ま
句
に
作
る
態
度
を
い
う
。

⑴⑵

〔
問
４
〕　

酒
を
飲
め
ば
飲
ん
だ
で
、
彼
が
詩
を
書
い
た
と
あ
る
が
、
Ｂ
の
漢
詩
に

お
い
て
「
酒
を
飲
め
ば
飲
ん
だ
で
、
彼
が
詩
を
書
い
た
」
に
相
当
す
る
部
分
は

ど
こ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

李
白
一
斗
詩
百
篇

イ　

長
安
の
市
上
酒
家
に
眠
る

ウ　

天
子
呼
び
来
れ
ど
も
船
に
上
ら
ず

エ　

自
ら
称
す
臣
は
こ
れ
酒
中
の
仙
と

〔
問
５
〕　

村
上
さ
ん
の
発
言
の
こ
の
対
談
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

直
前
の
金
子
さ
ん
の
発
言
に
対
し
て
賛
同
し
な
が
ら
芭
蕉
の
宗
匠
と
し
て

の
活
動
に
つ
い
て
補
足
し
、
一
茶
や
山
頭
火
と
の
違
い
を
明
確
に
し
て
い
る
。

イ　

芭
蕉
の
立
場
や
来
歴
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
芭
蕉
の
最
晩

年
の
有
り
方
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
考
察
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

そ
れ
ま
で
の
内
容
を
踏
ま
え
て
芭
蕉
の
句
が
年
齢
と
と
も
に
変
化
し
た
こ

と
を
示
し
、
生
き
方
と
作
品
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
考
え
を
深
め
て
い
る
。

エ　

俳
句
を
作
る
と
き
の
芭
蕉
の
有
り
方
に
つ
い
て
の
考
え
を
ま
と
め
、
対
談

の
テ
ー
マ
で
あ
る
一
茶
と
山
頭
火
の
比
較
に
話
を
戻
す
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。

5
〔
問
５
〕

〔
問
３
〕

〔
問
１
〕

ア　

 

イ　

 

ウ　

 

エ

ア　

 

イ　

 

ウ　

 

エ

ア　

 

イ　

 

ウ　

 

エ

〔
問
４
〕

〔
問
２
〕

ア　

 

イ　

 

ウ　

 

エ

ア　

 

イ　

 

ウ　

 

エ

⑶⑷

（
各
５
点
×
５
）

小
計

／
25
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