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対

学

立

の

力

ー

l
新

聞

文

μ; 

カ瓦

の

の

な

井

戸

総

W
ハド

白
h
日

旧

ベ
ル
リ

l
ン
夕
刊
新
聞
第
十
二
号
に
、

『
病
院
で
の
出
来
事
』
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
逸
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
｜
｜

つ
い
最
近
馬
車
に
ひ
か
れ
た
パ
イ
ア
！
と
い
う
男
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
う
三
凶
も
同
じ
よ
う
な
目
に
あ
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
枢
街
顧
問
官
K
氏
が

病
院
に
事
情
を
調
べ
に
来
た
と
き
、
き
わ
め
て
お
か
し
な
誤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
男
の
両
足
が
ね
じ
れ
血
に
染
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
て

枢
密
顧
問
官
が
、
足
を
負
傷
し
た
の
か
と
た
ず
ね
る
と
、
男
は
、
『
こ
の
足
は
、
も
う
五
年
も
ま
え
の
こ
と
で
す
が
、
や
は
り
別
の
医
者
の
馬
車
に
ひ

か
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
』
と
答
え
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
枢
密
顧
問
官
の
横
に
い
た
医
師
が
、
男
の
左
目
が
つ
ぶ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
、
馬
車

の
車
輪
が
左
目
に
あ
た
っ
た
の
か
と
た
ず
ね
る
と
、
男
は
、
『
も
う
十
四
年
も
ま
え
に
、
こ
の
目
は
あ
る
医
者
の
馬
車
に
や
ら
れ
た
の
で
す
』
と
符
え

た
。
さ
ら
に
男
の
肋
骨
の
左
半
分
が
痛
々
し
く
切
除
さ
れ
て
お
り
、
背
中
全
体
が
ね
じ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
と
き
に
は
、
居
合
わ
せ
た
人
々
は
さ

す
が
に
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
。
枢
密
顧
問
官
が
、
肋
骨
が
こ
ん
な
ひ
ど
い
状
態
に
な
っ
た
の
は
そ
の
医
者
の
馬
車
に
ぶ
つ
け
ら
れ
た
せ
い
な
の
か

と
た
ず
ね
る
と
、
男
は
、
『
い
い
え
、
そ
の
医
者
の
せ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
う
七
年
も
ま
え
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
の
医
者
の
馬
車
に
ひ
か

れ
て
肋
骨
は
駄
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
』
と
附
合
え
た
。
｜
｜
そ
し
て
と
う
と
う
、
つ
い
最
近
お
き
た
事
故
で
は
、
男
の
左
耳
の
軟
骨

が
聴
覚
器
官
の
な
か
に
め
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
｜
｜
枢
密
顧
問
官
は
今
回
の
こ
の
事
故
に
つ
い
て
も
男
か

ら
事
情
を
詳
し
く
聴
取
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
男
の
冗
談
め
か
し
た
な
げ
や
り
な
話
し
振
り
を
み
て
、
同
室
で
病
い
に
伏
っ
て
い
た
重
症
患
者
ま
で

も
が
ふ
き
だ
さ
ず
に
は
お
れ
な
か

h
t
の
で
あ
る
。
ー
ー
さ
て
男
は
凶
復
し
た
。
道
を
歩
く
と
き
に
医
者
た
ち
に
用
心
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
こ
れ
か
ら

も
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



ベ
ル
リ
l
ン
夕
刊
新
聞
は
ク
ラ
イ
ス
ト
が
企
画
し
編
集
し
た
新
聞
で
あ
る
。
こ
の
新
聞
は
一
八
一

O
年
十
月
一
日
に
刊
行
さ
れ
て
か
ら
刊

年
の
三
月
三

O
日
ま
で
の
わ
ず
か
六
ヶ
月
で
廃
刊
の
や
む
な
き
に
至
っ
て
い
る
。
協
力
者
と
の
不
和
や
検
閲
当
局
の
執
助
な
圧
力
、
そ
れ
に

そ
の
主
要
な
原
因
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
短
命
で
絶
え
た

公
報
の
掲
載
権
を
め
ぐ
る
既
存
の
有
力
新
聞
と
の
確
執
な
ど
が
、

と
は
い
え
、
夕
刊
新
聞
は
当
時
と
し
て
は
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
新
聞
史
上
の
面
か
ら
み
て
も
興
味
深
い
現
象
で
あ
っ
た
。

夕
刊
新
聞
は
「
あ
ら
ゆ
る
階
層
」
を
対
象
と
す
る
「
大
衆
紙
」
と
し
て
企
画
さ
れ
、
日
曜
日
を
除
く
毎
日
刊
行
さ
れ
た
。
ベ
ル
リ

i
ン
の

二
大
特
権
新
聞
で
あ
っ
た
フ
ォ
ス
と
シ
ュ
ベ

l
ナ

l
は
週
に
一
二
日
し
か
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
夕
刊
新
聞
は
ベ
ル
リ

l
ン
に
お
け
る
最
初
の

日
刊
新
聞
と
な
っ
た
。

ま
た
、
当
時
は
新
聞
と
い
え
ば
予
約
購
買
が
通
例
で
あ
っ
た
が
、
夕
刊
新
聞
は
本
格
的
な
一
部
売
り
を
試
み
て
も
い

る。

一
部
売
り
が
ド
イ
ツ
に
定
着
す
る
の
は
一
八
三

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、

グ
ラ
イ
ス
ト
の
新
聞
は
そ
の
先
取
り
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
新
聞
に
は
、
ヘ
ル
リ

l
ン
及
び
そ
の
周
辺
で
起
き
た
殺
人
・
強
盗
・
事
故
の
類
を
扱
っ
た
三
面
記
事
や
、

町
の
う
わ

-332-

さ
話
と
か
気
球
打
ち
上
げ
な
ど
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
新
聞
に
は
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
・
ニ
ュ
l

が
、
そ
の
主
要
な
魅
力
は
こ
の
ロ
ー
カ
ル
・

ス
が
紙
面
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
夕
刊
新
聞
は
発
刊
当
時
、
売
り
場
に
警
官
が
出
動
す
る
ほ
ど
の
人
気
を
博
し
た

（

4
）
 

ニ
ュ
ー
ス
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

グ
ラ
イ
ス
卜
が
販
売
方
式
や
記
事
の
内
容
の
而
で
こ
う
し
た
斬
新
な
手
法
を
取
り
入
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
既
存
の
新
聞
に
は
な
い
ア

イ
デ
ア
を
持
ち
込
む
こ
と
で
、
新
聞
を
大
量
に
売
り
さ
ば
き
、
大
き
な
利
益
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
当
時
、
経
済
的
に
械
度

に
逼
迫
し
た
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
グ
ラ
イ
ス
ト
は
、
新
聞
の
売
り
上
げ
に
よ
っ
て
と
も
か
く
生
討
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

（ら）

る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
検
閲
の
圧
力
に
し
ば
し
ば
彼
ら
し
く
な
い
妥
協
を
繰
り
返
し
て
い
く
が
、
こ
の
こ
と
は
新
聞
の
発
刊
に
ま
つ
わ
る
こ
う

し
た
事
情
に
起
因
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
夕
刊
新
聞
の
発
刊
の
理
由
を
経
済
的
な
も
の
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
や
は
り
一
面
的
で



あ
ろ
う
。

グ
ラ
イ
ス
ト
は
世
論
を
巧
み
に
操
る
ナ
ポ
レ
オ

（

6
）
 

ン
の
新
聞
政
策
を
激
し
く
批
判
し
な
が
ら
も
、
新
聞
が
読
者
に
及
ぼ
す
絶
大
な
影
響
力
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ス

一
八

O
九
年
に
書
か
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
本
』
の
な
か
で
、

ト
が
憎
悪
の
対
象
と
し
て
い
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
お
か
げ
で
新
聞
の
効
果
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
逆
説
を
こ
こ
に
み
て
と
れ
る
の
で
あ

（

7
）
 

る
が
、
と
も
か
く
こ
う
し
た
こ
と
も
彼
を
新
聞
に
向
か
わ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
夕
刊
新
聞
を
め
ぐ
る
研
究
は
、

ヘ
ル
ム
l
ト
・
ゼ
ン
プ
ト
ナ
！
の
す
ぐ
れ
た
検
証
的
研
究
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七

O

年
代
に
入
る
ま
で
十
分
な
展
開
を
み
な
か
っ
た
。
だ
が
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
l
パ
l
マ
ス
の
『
公
共
性
の
構
造
転
換
』
を
ひ
と
つ
の
契
機
に
し

て
、
市
民
社
会
の
成
立
度
を
測
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
「
市
民
的
公
共
性
」
の
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
な
か
で
新
聞
や
雑
誌
が
果

（

8
）
 

し
た
重
要
な
機
能
が
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
グ
ラ
イ
ス
ト
研
究
の
な
か
で
も
夕
刊
新
聞
に
た
い
す
る
関
心
が
に
わ
か
に
高
ま
り
始
め

て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
の
成
果
、
が
、
デ
ィ
ル
グ
・
グ
ラ
l
ト
ホ
フ
の
『
ベ
ル
リ
l
ン
夕
刊
新
聞
と
検
閲
と
の
確
執
』
と
い
う
論
文
で
あ
る
。

夕
刊
新
聞
が

H

キ
リ
ス
ト
教
ド
イ
ツ
食
卓
協
会
H

の
機
関
紙
で
あ
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
近
代
化
政
策
に
反
対
す
る
ユ
ン
カ
ー
た
ち
か
ら
成
る

党
派
の
宣
伝
機
関
で
あ
っ
た
の
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
従
来
か
ら
論
争
が
交
さ
れ
て
き
た
が
、
グ
ラ
l
ト
ホ
フ
の
研
究
の
成
果
は
、
検
閲
と
い

う
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
に
一
応
の
決
着
を
つ
け
た
点
に
あ
る
。
検
閲
の
問
題
に
端
的
に
顕
わ
れ
る
当
時
の
プ
ロ
イ
セ

ン
の
近
代
化
政
策
の
「
閉
鎖
性
」
と
、
そ
れ
を
公
論
の
場
に
も
た
ら
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
の
夕
刊
新
聞
と
い
う
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ

「
：
：
：
賢
い
政
治
家
で
あ
れ
ば
、
世
論
を
管
理
し
た
り
支
配
し
た
り
な
ど
せ
ず
、
で
き
る
限
り
世
論
と
一
致
し
、
世
論
と
了

（叩）

解
し
合
う
よ
う
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
一
八
一
一
年
一
月
九
日
の
夕
刊
新
聞
に
載
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
ベ
ッ
ケ
ド
ル
フ
の
言
葉
に
、
グ

た
の
で
あ
る
。

ラ
I
ト
ホ
フ
は
こ
の
新
聞
の
基
本
的
性
格
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
彼
は
、
夕
刊
新
聞
を
「
世
論
の
形
成
を
促
し
、
そ

こ
か
ら
具
体
的
な
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
の
機
関
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



だ
が
、
こ
う
し
た
文
芸
社
会
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
逸
話
を
始
め
と
す
る
文
芸
小
品
が
新
聞
の
な
か

で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
し
て
い
た
の
か
と
い
う
、
こ
の
新
聞
の
構
造
や
意
凶
を
み
て
い
く
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
に
十
分

論
及
し
て
い
な
い
。

『
世
界
の
歩
み
に
つ
い
て
の
考
察
』
な
ど
の
小
品
は
、
従
来
か
ら
新
聞
と
い
う
ジ
ャ

l
ナ
リ
ス
テ
ィ
グ
な
媒
体
と
は
無

関
係
に
、
あ
る
い
は
意
図
的
に
無
視
さ
れ
て
読
ま
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
「
神
秘
化
す
る
傾
向
の
強
い
ド
イ
ツ
の
ゲ
ル
マ
ニ
ス
ト
達
に
お
け

ハロ）

る
」
解
釈
に
異
義
を
唱
え
、
こ
れ
ら
の
小
品
を
「
日
刊
紙
の
た
め
の
臨
時
の
仕
事
」
と
み
な
す
研
究
も
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
も
示
唆

に
と
ど
ま
る
の
み
で
、
新
聞
と
の
関
連
は
具
体
的
に
分
析
さ
れ
な
か
っ
た
。

本
論
の
テ
l
マ
は
新
聞
の
な
か
に
お
け
る
文
芸
小
品
の
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

た
だ
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
な
か
で
、
タ

刊
新
聞
に
載
せ
ら
れ
た
政
治
記
事
や
劇
評
な
ど
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
と
文
芸
小
品
と
の
関
係
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
文
芸
的
な
要
素
と
社
会
批
判
的
な
要
素
と
が
巧
み
に
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
興
味
深
い
『
最
新
の
教
育

-334-

構
想
』
を
主
に
取
り
上
げ
、
そ
の
分
析
を
通
じ
て
夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
芸
小
品
の
特
質
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た

し、。
『
最
新
の
教
育
構
想
』
は
夕
刊
新
聞
に
五
同
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

は
じ
め
は
十
月
二
九
日
、
コ
一

O
日
、
三
一
日
と
辿
載
の
形
で

発
表
さ
れ
、
後
半
の
二
回
は
一
一
月
九
日
と
一

O
日
で
あ
っ
た
。

一
一
月
九
日
の
紙
而
に
は
、
次
の
よ
う
な
夕
刊
新
聞
編
集
部
か
ら
の
但
し

書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
｜
｜
「
夕
刊
新
聞
二
五
号
、
二
六
号
、
二
七
号
に
載
っ
た
論
稿
を
も
う
一
度
通
し
て
読
ん
で
下
さ
る
よ
う
に
読
者

諸
氏
に
く
れ
ぐ
れ
も
お
願
い
致
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
使
い
の
者
が
原
稿
を
一
枚
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
こ
の
論
稿
を
続
け
て
お
伝

ハ日）

え
す
る
こ
と
に
支
障
を
来
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
」
。
こ
の
但
し
書
き
の
主
旨
は
、
前
半
三
同
の
掲
載
分
と
後
半
二
回
の
あ
い
だ
に
一

O
日

ば
か
り
の
日
が
あ
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
事
態
に
至
っ
た
理
由
を
述
べ
、
同
時
に
前
半
部
に
改
た
め
て
読
者
の
注
意
を
促
す
点
に
あ
る
。
だ



が
、
こ
の
但
し
書
き
は
、

た
ん
に
そ
う
し
た
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
小
品
が
途
切
れ
な
く
一
気
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
ク
ラ
イ
ス
ト
が
強

く
期
待
し
て
い
た
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
は
、
こ
の
小
品
を
み
て
い
く
う
え
で
の
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ

l
ネ
・
フ
ォ
ン
・
ツ
ェ
ン
ゲ
や
友
人
な
ど
に
宛
て
ら
れ
た
グ
ラ
イ
ス
ト
の
初
期
の
書
簡
や
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
に
は
、
よ
く

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
常
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
に
ひ
そ
む
問
題
を
自
然
界
の
法
則
か
ら
類
推
し
て
考
え
る
よ
う
に
誘
っ
て
い
く
手
法
を
み

て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
類
推
に
よ
る
手
法
は
『
最
新
の
教
育
構
想
』
に
も
み
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
の
小
品
の
構
造
そ
の
も
の
を
形

づ
く
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
小
品
は
「
実
験
物
理
学
」

の
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、

「
帯
電
し
て
い
な
い

（
中
立
の
）
物
体
を

帯
電
し
て
い
る
物
体
の
：
：
：
磁
場
に
近
づ
け
る
と
、
こ
の
中
立
の
物
体
は
突
然
帯
電
し
、
し
か
も
反
対
の
電
気
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
」
と

い
う
現
象
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
現
象
に
お
け
る
特
徴
的
な
出
来
事
と
し
て
、
「
接
触
し
合
う
ふ
た
つ
の
対
を
な
す
物
体
の
あ
い
だ
に
は
、

消
滅
し
て
い
た
も
と
の
均
衡
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
（
傍
点
筆
者
）
が
み
ら
れ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
に
よ
る
と
、

た
と
え
ば
プ
ラ
ス
の
物
体
に
帯
電
し
て
い
な
い
物
体
を
近
づ
け
る
と
、
帯
電
し
て
い
な
い
物
体
は
プ
ラ
ス
の
物
体
の
「
過
剰
電
気
」
を
受
け

入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
ふ
た
つ
の
物
体
は
「
均
衡
を
取
り
戻
し
、
電
気
の
点
で
い
え
ば
完
全
に
等
し
く
な
る
」
と
の
こ
と
で
あ

〈
凶
）る

。
ク
ラ
イ
ス
ト
の
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た
表
現
が
当
時
の
自
然
科
学
の
水
準
か
ら
み
て
正
当
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
プ
ラ
ス

マ
イ
ナ
ス
が
プ
ラ
ス
を
呼
び
起
こ
す
現
象
が
、
失
な
わ
れ
て
い
た
均
衝
を
取
り
戻
す
ひ
と
つ
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

が
マ
イ
ナ
ス
を
、

て
い
る
点
に
は
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

自
然
界
の
現
象
を
述
べ
た
す
ぐ
あ
と
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
｜
｜
「
わ
た
し
た
ち
の
知
る
限
り
で
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
関
心

（問）

を
向
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
注
目
す
べ
き
法
則
は
実
は
モ
ラ
ル
の
世
界
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
こ
で
い
う
モ
ラ
ル



と
は
、
制
度
と
し
て
の
道
徳
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
心
の
動
き
一
般
を
示
す
広
い
音
山
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
自
然
の
現
象
か
ら
類
推
し

て
、
人
間
の
精
神
界
に
も
「
相
手
が
プ
ラ
ス
の
条
件
を
も
っ
て
い
れ
ば
自
分
は
マ
イ
ナ
ス
の
条
件
を
得
、
相
手
、
が
マ
イ
ナ
ス
の
条
件
を
も
っ

（
却
）

て
い
れ
ば
自
分
は
プ
ラ
ス
の
条
件
を
え
る
」
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
ク
ラ
イ
ス
ト
は
例
を
あ
げ
て
示
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
次
の

例
の
よ
う
な
場
合
｜
｜

あ
る
人
が
わ
た
し
に
、
外
を
歩
い
て
い
る
男
は
ビ
ヤ
樽
の
よ
う
に
太
っ
て
い
る
と
い
う
。
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
男
の
太
り
具
合
と
い
う
の
は

ま
あ
ま
あ
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
だ
。
で
も
、
わ
た
し
は
窓
辺
に
歩
み
寄
る
と
、
こ
の
誤
り
を
正
す
だ
け
で
な
く
、
や
つ
は
棒
の
よ
う
に
や
せ
細
っ
て
い

る
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

相
手
が
事
実
に
反
し
た
こ
と
を
言
う
と
（
「
ビ
ヤ
樽
の
よ
う
に
太
っ
て
い
る
し
）
、
そ
れ
を
否
定
す
る
の
に
対
極
の
こ
と

（
「
棒
の
よ
う
に
く
せ

を
言
う
こ
と
で
、
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
す
る
現
象
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
他
人
が
な
に
か
言
う
と
、
白（

担
）

分
は
そ
れ
と
は
逆
の
こ
と
を
言
っ
て
や
ろ
う
と
い
う
気
に
な
る
」
「
誰
も
が
経
験
か
ら
知
っ
て
い
る
」
現
象
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

細
っ
て
い
る
」
）

プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
関
係
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、

や
や
誇
張
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
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が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
極
端
な
現
象
は
グ
ラ
イ
ス
ト
の
好
ん
で
取
り
あ
げ
る
も
の
で
も
あ
る
。
彼
は
、
こ
う
し
た
現
象
に
み
ら
れ
る
法
則

を
「
矛
盾
の
法
則
」
あ
る
い
は
「
対
立
の
法
則
」
と
名
づ
け
て
い
る
。

ク
ラ
イ
ス
ト
は
対
立
・
矛
盾
の
法
則
が
こ
う
し
た
言
葉
の
や
り
と
り
に
み
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、

（
泌
）

情
動
、
性
質
や
性
格
に
も
あ
て
は
ま
る
」
こ
と
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
長
に
つ
い
て
の
逸
話
と
か
、
自
分
自
身
の
体
験
談
を
語
る
と
い
う
形
で

「
よ
り
広
汎
に
」
人
間
の
「
感
情
や

指
摘
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
長
に
つ
い
て
の
逸
話
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
こ
の
逸
話
で
は
、

ひ
と
り
の
人
物
の
行
動
を
通

し
て
、
も
と
も
と
帯
電
し
て
い
な
か
っ
た
心
理
状
態
が
あ
る
き
っ
か
け
で
突
然
帯
電
し
、

し
か
も
当
初
の
気
持
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
、
対
極

の
方
向
に
移
行
し
て
し
ま
う
と
い
う
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
’
｜
｜



ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
長
は
、
地
中
海
で
三
隻
の
ヴ
ェ
ネ
チ
チ
ア
船
に
攻
撃
さ
れ
た
と
き
、
全
士
官
と
海
兵
を
前
に
し
て
意
を
決
し
、
砲
術
曹
長
に
「
い
い

か
、
甲
板
上
で
ひ
と
言
で
も
降
伏
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
た
ら
、
お
ま
え
は
他
の
命
令
を
待
た
ず
に
す
ぐ
に
火
薬
庫
に
行
き
、
こ
の
船
を
爆
破
し

ろ
」
と
命
令
し
た
。
陽
が
沈
む
頃
ま
で
優
勢
な
敵
勢
と
闘
い
続
け
た
が
、
も
う
力
つ
き
、
船
員
た
ち
の
誇
り
も
満
た
さ
れ
る
と
、
士
官
た
ち
は
全
員
で

船
長
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
船
を
捨
て
る
よ
う
に
求
め
た
。
船
長
は
こ
れ
に
は
答
え
ず
に
う
し
ろ
を
向
い
て
、
砲
術
曹
長
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
た
ず
ね

た
。
船
長
が
あ
と
で
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
彼
の
気
持
と
い
う
の
は
、
自
分
の
下
し
た
命
令
を
即
座
に
遂
行
す
る
よ
う
に
砲
術
曹
長

に
伝
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
当
の
砲
術
曹
長
は
火
の
つ
い
た
火
縄
を
も
っ
て
、
樽
の
あ
い
だ
を
す
り
抜
け
、
も
う
火
薬
庫
の
ど
ま
ん
中
に
立
っ

て
い
た
。
船
長
は
こ
れ
に
気
づ
く
と
、
恐
怖
に
青
ざ
め
、
砲
術
曹
長
の
胸
も
と
を
突
然
つ
か
み
、
す
っ
か
り
危
険
を
忘
れ
て
、
彼
を
火
薬
庫
の
外
に
ひ

き
づ
り
だ
し
た
。
そ
れ
か
ら
罵
晋
雑
言
を
は
き
な
が
ら
火
縄
を
踏
み
消
し
、
海
の
な
か
へ
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
船
長
は
士
官
た
ち
に
言

〈
お
）

っ
た
、
「
降
伏
し
た
い
な
ら
白
旗
を
あ
げ
ろ
」
と
。

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
現
象
は
、
夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
逸
話
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
『
大
酒

飲
み
と
ベ
ル
リ

l
ン
の
鐘
』
と
い
う
小
品
で
は
、
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
の
な
い
大
酒
飲
み
の
兵
士
に
ま
つ
わ
る
話
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
兵
士
は
大
酒
を
飲
ん
だ
た
め
に
罰
を
受
け
、

こ
れ
か
ら
は
態
度
を
改
め
酒
は
や
め
る
と
誓
い
を
立
て
た
の
で
あ
る
が
、

と
こ
ろ
が
そ
れ
か

ら
四
日
目
に
は
も
う
泥
酔
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
捕
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
兵
士
は
尋
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
に
よ
る
と
酒
を

飲
ん
だ
の
は
自
分
の
せ
い
で
は
な
い
と
い
う
。
教
会
や
塔
の
側
を
通
り
か
か
る
た
び
に
、
そ
こ
か
ら
鐘
の
音
が
聞
こ
え
酒
を
飲
む
よ
う
に
誘

或
心
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
兵
士
は
二
固
ま
で
は
誓
い
を
思
い
だ
し
て
が
ま
ん
し
た
も
の
の
、
と
う
と
う
三
回
目
は
悪
魔

（お）

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
逸
話
に
も
、
ま
え
に
引
用
し
た
も
の
と
同
じ
よ
う

に
導
び
か
れ
る
よ
う
に
酒
場
に
入
り
酒
を
あ
お
っ
て
し
ま
っ
た
、

に
、
ひ
と
り
の
人
物
の
行
動
を
通
し
て
、
当
初
の
決
意
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
方
向
へ
移
行
し
て
し
ま
う
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
も

な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
は
、

い
ず
れ
の
場
合
も
当
人
た
ち
は
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
の
運

命
に
た
だ
当
惑
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
『
最
新
の
教
育
構
想
』
に
お
い
て
、
読
者
の
「
経
験
」
に
呼
び
か
け
な
が
ら
、

日
常



の
噴
末
な
出
来
事
に
み
ら
れ
る
事
柄
か
ら
話
を
始
め
、
逸
話
へ
と
話
題
を
進
め
て
い
く
な
か
で
、
人
間
の
心
理
に
み
ら
れ
る
不
可
思
議
な
領

域
に
光
を
あ
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
界
に
み
ら
れ
る
対
立
の
法
則
か
ら
人
間
の
心
理
を
類
推
的
に
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を

た
く
み
に
心
理
観
察
へ
と
誘
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
長
の
逸
話
や
自
分
自
身
の
体
験
談
を
語
っ
た
す
ぐ
あ
と
で
「
こ
う
し
た
法
則
を
正
し
く
理

解
し
て
い
る
人
の
目
に
は
、
哲
学
者
た
ち
を
ひ
ど
く
悩
ま
し
て
い
る
次
の
よ
う
な
現
象
は
も
は
や
奇
異
な
も
の
に
映
ら
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま

り
偉
人
は
た
い
て
い
教
養
の
な
い
取
る
に
足
ら
ぬ
親
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
偉
人
が
養
育
す
る
子
供
は
ど
こ
か
ら
み
て
も
依
存
性
の
強

い
小
者
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
と
述
べ
、
自
然
や
人
間
の
精
神
界
に
み
ら
れ
た
対
立
の
法
則
か
ら
類
推
し
て
、
教
育
と
い

う
社
会
問
題
を
論
じ
て
い
こ
う
と
す
る
。

「
若
者
と
い
う
の
は
、

や
く
ざ
な
人
間
の
行
状
を
み
る
と
誘
惑
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
悪
に
走
る
可
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し、
」ク

とラ
述イ
ベス
てト
し、 tま
るaま
。）ず

と
し、

う
の
も

「
悪
い
仲
間
を
も
っ
と
良
い
徳
性
は
損
ね
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
定
説
に
は
「
制
限
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

能
性
も
あ
る
」
が
、

し
か
し
、

（
却
〉

く
さ
ん
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、
こ
う
し
た
意
見
を
「
逆
説
」
だ
と
思
う
人
は
い
ち
ど
「
刑
務
所
」
か
「
拘
置
所
」
に
い

（
却
）

と
勧
め
て
い
る
。
犯
罪
者
で
い
っ
ぱ
い
の
牢
の
な
か
は
「
非
道
な
行
為
」
が
横
行
し
、

「
若
者
が
率
直
に
反
携
し
て
、

や
く
ざ
な
人
間
に
誘
惑
さ
れ
ず
に
、
武
装
し
て
忠
に
立
ち
向
か
う
場
合
も
た

っ
て
み
る
と
よ
い
、

つ
い
に
は
「
殺
人
」
が
起
き
て

や
が
て
全
員
が
死
ん
で
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
こ
と
は
起
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、

「
以
前
は
秩
序

に
こ
と
ご
と
く
敵
意
を
抱
い
て
い
た
」
犯
罪
者
た
ち
が
、
牢
の
な
か
で
は
「
想
像
も
で
き
な
い
よ
う
な
転
換
を
と
げ
」
「
神
聖
な
こ
の
秩
序

（
但
）

と
ク
ラ
イ
ス
ト
は
指
摘
し
て
い
る
。

の
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
の
維
持
者
」
に
な
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
の
だ
、

こ
う
し
た
刑
務
所
な
ど
に
み
ら
れ
る
現
象
を
述
べ
た
あ
と
で
、

ク
ラ
イ
ス
ト
は
学
校
の
問
題
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
案
を
交
じ
え
な
が
ら



言
及
し
て
い
く
。
こ
の
部
分
が
こ
の
小
品
の
主
題
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
現
象
を
踏

（担
V

ま
え
れ
ば
、
「
徳
を
説
く
学
校
」
が
有
徳
で
善
良
な
人
聞
を
作
る
と
は
限
ら
な
い
と
言
え
る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
す
る
。
「
徳
を
説
く
学

（お）

校
」
は
良
い
模
範
を
並
べ
る
こ
と
で
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
が
、
そ
う
し
た
「
模
倣
衝
動
」
に
期
待
し
た
方
法
は
、
こ
れ
ま
で
人
間
の
進

歩
に
な
ん
ら
有
益
な
も
の
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
、

と
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
然
界
の
な
か
に
プ
ラ
ス
が
プ
ラ
ス
を
呼
び
起
こ
す
と

い
う
現
象
が
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
悪
徳
を
説
く
学
校
こ
そ
が
立
派
な
人
間

と
ク
ラ
イ
ス
ト
は
言
う
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
彼
は
、

（

M
A）
 

説
く
こ
と
に
よ
っ
て
徳
を
教
え
る
と
い
う
対
立
の
法
則
に
従
っ
た
学
校
」
を
設
立
す
る
よ
う
に
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
学
校
で
は
あ
ら

を
生
み
出
す
と
い
え
る
の
だ
、

「
い
わ
ゆ
る
悪
の
学
校
を
、
正
確
に
言
え
ば
、
悪
を

ゆ
る
悪
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
教
師
は
、
戒
め
に
よ
る
効
果
を
ね
ら
う
ば
か
り
で
な
く
、

（お）

さ
ら
に
「
仲
間
と
し
て
じ
か
に
つ
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
」
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

「
生
’
身
の
行
動
」
に
よ
っ
て
、

「
私
欲
」
や
「
凡
庸
」
そ
れ
に

凸
び

円

ο
qδ 

「
不
潔
」
や
「
乱
雑
」
な
ど
は
「
わ
た
し
の
妻
」
が
講
義
し
、
「
放
蕩
し
「
賭
博
」
そ
れ
に
「
飲
酒
癖
」
や
「
無
精
」
は
「
わ
た
し
の
領

（

幻

）

（

お

）

分
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
最
後
に
授
業
料
も
格
安
で
あ
る
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
仲
間
の
あ
い
だ
や
路
上
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
諸
々
の
悪
を
教
え
る
L

h
h
ノ。

の
に
わ
ざ
わ
ざ
教
師
を
雇
う
必
要
は
な
い
と
、
グ
ラ
イ
ス
ト
は
い

も
ち
ろ
ん
グ
ラ
イ
ス
ト
は
こ
う
し
た
「
悪
の
学
校
」
を
実
際
に
作
ろ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、

「
悪
の
学
校
」
を
「
徳
を
説
く
学
校
」
と
「
接
触
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
効
果
な
の
で
あ
る
。
自
然
現
象

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
、
プ
ラ
ス
の
物
体
が
帯
電
し
て
い
な
い
物
体
の
な
か
に
マ
イ
ナ
ス
の
電
気
を
呼
び
起
こ
す

と
き
、
プ
ラ
ス
の
物
体
の
「
過
剰
電
気
」
は
相
殺
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
相
方
の
物
体
に
「
均
街
」
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
現
象
か
ら
類
推
す
れ
ば
、

ク
ラ
イ
ス
ト
は
悪
の
学
校
を
意
図
的
に
賞
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
徳
を
説
く



学
校
」
に
み
ら
れ
る
い
き
す
ぎ
た
「
過
剰
電
気
」
を
相
殺
し
、
善
悪
の
失
わ
れ
て
い
た
「
均
衝
」
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
え

「
徳
を
説
く
学
校
」
に
み
ら
れ
る
「
病
ん
で
い
る
」

「
過
剰
電
気
」
と
は
、
善
は
善
に
よ
っ
て
の
み
生
み
だ
さ
れ
る
と
い
う
固

（
川
町
）

ま
た
そ
う
し
た
固
定
観
念
に
基
づ
く
「
教
育
の
力
に
た
い
す
る
ま
っ
た
く
過
大
な
評
価
」
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
「
子

（

但

）

供
は
ほ
か
の
も
の
に
依
存
し
な
い
独
自
の
発
展
能
力
と
内
面
形
成
の
た
め
の
規
範
を
己
の
内
部
に
も
っ
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

（必）

「
い
わ
ゆ
る
良
い
模
範
」
と
か
「
月
並
み
の
戒
め
」
に
よ
る
教
育
は
、
善
と
悪
の
相
方
が
混
在
し
て
い
る
な
か
を
「
己
の
内
部
」
に
あ
る

る
だ
ろ
う
。

定
観
念
で
あ
り
、

規
範
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
で
、
独
自
の
発
展
を
と
げ
る
可
能
性
を
子
供
か
ら
奪
う
こ
と
に
な
る
。

ク
ラ
イ
ス
ト
は
、
善
に
の
み
片
寄
り
が

ち
な
価
値
観
ゃ
そ
う
し
た
価
値
観
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
「
徳
を
説
く
学
校
」
に
、
あ
え
て
ま
っ
た
く
逆
の
「
悪
の
学
校
」
と
い
う
構

想
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
供
の
「
自
由
」
な
「
生
」
と
い
う
初
源
的
な
問
題
に
読
者
の
関
心
を
連
れ
戻
し
、
そ
こ
か
ら
教
育
の
間

「
悪
の
学
校
」
と
い
う
構
想
を
こ
う
し
た
対
立
の
力
学
の
視
点
か
ら
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、

グ
ラ
イ
ス
ト
が
こ
の
小
口
聞
に
寄
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題
を
改
た
め
て
考
え
る
よ
う
に
読
者
を
誘
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
口

稿
と
い
う
形
態
を
と
ら
せ
て
い
る
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
寄
稿
者
は

C
・
I
－
レ
フ
ァ

l
ヌ
ス
と
い
う
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
『
レ
フ
ァ

レ
フ
ァ

i
ヌ
ス
の
構
想
と

そ
れ
に
た
い
す
る
読
者
の
反
応
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
次
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
｜
｜
「
な
に
を
し
て
も
よ
い
か
ら
食
物
に
あ
り
つ

ー
ナ
と
教
育
論
』
を
暗
示
す
る
架
空
人
物
で
あ
り
、

る
。
夕
刊
新
聞
編
集
者
と
し
て
の
グ
ラ
イ
ス
ト
は
、
最
初
の
掲
載
日
で
あ
る
一

O
月
二
九
日
の
紙
面
の
冒
頭
で
、

ク
ラ
イ
ス
ト
は
こ
の
レ
ブ
ァ

i
ヌ
ス
に
「
悪
の
学
校
」
と
い
う
構
想
を
語
ら
せ
て
い

き
た
い
と
か
、
な
ん
と
し
て
も
目
立
ち
た
い
と
か
、

い
ず
れ
の
欲
求
や
欲
望
も
人
間
を
惑
わ
し
て
思
い
も
つ
か
ぬ
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
こ
の
新
聞
に
非
難
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
実
に
滑
稽
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

（必）

よ
く
吟
味
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
」
。
こ

こ
と
に
つ
い
て
先
日
わ
た
し
た
ち
の
も
と
に
届
い
た
次
の
論
説
を
皆
さ
ん
に
読
ん
で
も
ら
っ
て
、



」
に
は
、

レ
フ
ァ

l
ヌ
ス
の
構
想
を
食
欲
と
み
え
の
産
物
と
し
、
怠
凶
的
に
低
く
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
の
学
校
と
い
う
構
想
が
そ

れ
自
体
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
あ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
。
こ
の
構
想
が
「
思
い
も
つ

か
ぬ
」
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

夕
刊
新
聞
編
集
者
と
し
て
の
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、

読
者
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
機
能
を
も
果
し
て
い
る
。

だ
が
同
時
に
こ
の
序
言
の
な
か
で
、

悪
の
学
校
と
い
う
構
想
を
非
難
す
る
よ
う
な
見
方
や
価
値
観
を
あ
ら
か
じ
め

「
実
に
滑
稽
な

も
の
」
と
し
、
そ
れ
ら
を
「
吟
味
」
す
る
よ
う
に
読
者
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
読
者
は
、

」
う
し
た
形
で
、
こ
の
構
想
を
ば
か
げ
た
も

の
と
み
な
し
て
無
視
す
る
こ
と
を
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
封
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
、
読
者
の
ひ
と
つ
の
反
応
を
先
取
的
に

一
京
し
、
そ
れ
を
あ
ら
か
じ
め
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
育
に
た
い
す
る
読
者
自
身
の
硬
直
化
し
た
価
値
観
を
問
題
化
す
る
と
い
う
こ
の

構
想
の
ね
ら
い
の
文
脈
の
な
か
に
読
者
を
た
く
み
に
誘
導
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
品
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
自
然
、

心
理
、
社
会
と
い
う
三
一
つ
の
異
な
っ
た
領
域
に
対
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立
の
法
則
と
い
う
同
一
の
法
則
を
適
用
し
、
こ
れ
ら
の
領
域
聞
を
類
推
的
に
読
ま
す
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
イ
ス
ト
は

一
一
月
九
日
の
紙
面
に
掲
載
さ
れ
た
但
し
書
き
の
な
か
で
、
こ
の
小
品
を
途
切
れ
な
く
一
気
に
読
む
よ
う
に
読
者
に
懇
請
し
て
い
た
が
、

そ

の
理
由
は
こ
う
し
た
構
成
上
の
問
題
に
起
因
し
て
い
る

（
一
一
月
の
後
半
の
二
回
の
掲
載
分
に
は
教
育
に
関
す
る
部
分
の
み
が
載
せ
ら
れ
て

い
た
）
。

自
然
観
察
、
心
理
観
察
、
社
会
観
察
を
同
時
に
遂
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
ク
ラ
イ
ス
ト
の
意
図
は
、
類
推
の
構
造
を
『
最
新
の
教
育

構
想
』
の
場
合
ほ
ど
、

は
っ
き
り
と
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
夕
刊
新
聞
の
紙
面
構
成
に
託
さ
れ
て
い
る
ね
ら
い
を
解
明
す

る
う
え
で
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

ク
ラ
イ
ス
ト
は
あ
る
書
簡
の
な
か
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
ー
ー
ー
「
鼓
手
の
記
事
の
よ
う
な
も
の
は

（
：
：
：
）
、
民
衆
を
楽
し

ま
た
、
民
衆
の
た
め
に
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
他
の
記
事
も
通
読
す
る
よ
う
に
民
衆
を
刺
激
す
る
た
め
の
も
の
で
判

Y
こ
の
書
簡

ま
せ
、



は
、
夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
『
大
酒
飲
み
と
ベ
ル
リ
l
ン
の
鐘
』
お
よ
び
『
最
近
の
戦
争
の
逸
話
』
が
リ
ヒ
ノ
ア
ス
キ
ー
王
子
の
塑
墜
を

買
い
、
そ
の
弁
明
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、

「
鼓
手
の
記
事
」
と
い
う
の
は
後
者
の
ほ
う
を
指
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
新

聞
の
な
か
に
お
け
る
逸
話
の
娯
楽
的
な
機
能
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
逸
話
と
他

の
「
民
衆
の
た
め
に
直
接
書
か
れ
て
い
な
い
」
記
事
と
を
同
時
に
「
通
読
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
は
っ
き
り
現
わ
れ
て
い
る
点
に
も
注

目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
大
衆
紙
と
し
て
多
様
な
記
事
を
載
せ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
し
、

そ
れ
に
政
治
記
事

や
社
会
記
事
は
ク
ラ
イ
ス
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
、
判
断
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

多
様
な
記
事
を
同
一
紙
面
に
可
能
な
限
り
掲
載
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
読
者
の
要
求
に
迎
合
し
新
聞
を
大
量
に
売
ろ
う
と
い
う
経
済
上
の

問
題
に
の
み
起
因
し
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。
夕
刊
新
聞
の
発
売
元
で
あ
っ
た
出
版
業
者
ヒ
ッ
ツ
ィ
ヒ
は
、
こ
の
新
聞
の
紙
面
の
ス
ベ

l

ス
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
な
お
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
を
載
せ
よ
う
と
し
た
の
は
、
自
分
で
は
な
く
編
集
者
で
あ
る

ク
ラ
イ
ス
ト
の
強
い
志
向
で
あ
っ
た
旨
を
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
グ
ラ
イ
ス
ト
は
大
衆
紙
の
機
能
を
活
用
し
、
文
芸
的
な
も
の
を
政
治
記
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事
や
社
会
記
事
と
相
互
浸
透
的
に
読
ま
せ
る
こ
と
を
立
関
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
思
の
学
校
」
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
対
立
の
力
学
に
よ
る
効
果
は
、
夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ク
ラ
イ
ス
ト
の
一
連
の
文
芸
小
品
の

な
か
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
一
例
と
し
て
『
位
界
の
歩
み
に
つ
い
て
の
考
察
』
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
｜
｜

国
家
と
い
う
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
を
経
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
形
成
の
過
程
を
ま
っ
た
く
不
思
議
な
順
序
で
思
い
描
い
て
い
る
人

た
ち
が
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
あ
る
民
族
は
は
じ
め
動
物
の
よ
う
に
野
蛮
で
蒙
昧
で
あ
っ
た
が
、
少
し
時
代
が
下
る
と
道
徳
を
改
善
す
る
必
要
を
感

じ
始
め
、
道
徳
学
を
う
ち
立
て
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
し
て
次
に
、
こ
の
道
徳
学
を
近
づ
き
ゃ
す
い
も
の
に
す
る
た
め
に
、
美
し
い
実
例
を
あ
て
は

め
て
教
義
を
具
体
化
し
よ
う
と
考
え
、
そ
の
結
果
、
美
学
が
発
明
さ
れ
る
。
こ
の
美
学
の
規
定
に
従
っ
て
美
し
い
具
体
例
が
創
り
だ
さ
れ
る
と
と
も

に
、
い
ま
や
芸
術
の
分
野
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
民
族
は
人
間
の
文
化
の
最
高
の
段
階
に
導
か
れ
る
と
い
う
。
こ
う



し
た
考
え
の
人
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
ギ
リ
シ
ャ
人
や
ロ

l
マ
人
の
場
合
に
す
べ
て
が
逆
の
順
序
で
起
き
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
ら
、
と
う
思
う
だ

ろ
う
か
。
ギ
リ
シ
ャ
人
や
ロ
l
マ
人
は
獲
得
で
き
る
最
高
の
時
代
で
あ
る
英
雄
時
代
に
始
ま
っ
た
。
人
間
と
し
て
ま
た
市
民
と
し
て
の
徳
を
具
え
た
英

雄
が
い
な
く
な
っ
た
と
き
、
彼
ら
は
英
雄
を
詩
で
歌
い
あ
げ
た
。
詩
で
歌
う
よ
う
な
英
雄
が
い
な
く
な
る
と
、
彼
ら
は
そ
の
代
わ
り
に
規
則
を
つ
く
り

だ
し
、
さ
ら
に
規
則
の
な
か
で
混
乱
す
る
と
、
哲
学
そ
の
も
の
を
抽
象
し
た
。
そ
し
て
哲
学
を
完
成
す
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ロ

l
マ
の
人
た
ち
は
堕
落

し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
小
品
は
、
こ
れ
ま
で
ク
ラ
イ
ス
ト
の
歴
史
観
を
知
る
う
え
で
重
要
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ハ
ン
ナ
・
へ
ル
マ
ン
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
が
前
者
の
史
観
を
否
定
し
後
者
の
史
観
に
立
っ
て
い
た
、
と
こ
の
小
品
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

（
川
崎
）

て
、
人
間
の
現
在
を
至
高
の
状
態
か
ら
の
堕
落
と
み
な
す
ロ
マ
ン
派
的
な
歴
史
観
を
ク
ラ
イ
ス
ト
が
抱
い
て
い
た
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ

う
し
た
解
釈
は
、

ひ
と
つ
の
史
観
に
た
い
し
て
ま
っ
た
く
逆
の
史
観
を
対
置
す
る
（
「
接
触
」
さ
せ
る
）
こ
と
に
よ
る
力
学
上
の
効
果
を
見
落
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と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
は
前
者
の
史
観
に
も
後
者
の
史
観
に
も
た
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
の
ね
ら
い
は
、
人
間

は
進
歩
し
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
進
歩
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
楽
天
的
な
見
方
を
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
ケ

l
ス
を
対
置
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
や
ロ
i
マ
人
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
事
実
で
あ

る
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
よ
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
現
上
の
ス
ト
ラ
テ
ギ
！
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
相
対
化
に

よ
っ
て
、
既
成
の
価
値
感
を
無
意
識
の
う
ち
に
受
け
入
れ
て
い
る
硬
直
化
し
た
思
考
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
人
間
の
歴
史
ゃ
い
ま
あ
る
人
間
の
状

態
に
つ
い
て
改
た
め
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
読
者
の
思
考
を
誘
発
し
て
い
く
こ
と
、
そ
こ
に
ク
ラ
イ
ス
ト
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
え

（
川
口
）

トでつ。思
考
の
誘
発
と
い
う
こ
と
は
、
本
論
の
冒
頭
に
引
用
し
た
『
病
院
で
の
出
来
事
』
と
い
う
逸
話
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず

構
成
の
面
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
逸
話
は
三
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
最
近
馬
車
に
ひ
か
れ
、

し
か
も
こ
れ
ま
で
に
三



回
も
同
じ
よ
う
な
目
に
合
っ
て
い
た
パ
イ
ア
！
と
い
う
男
か
ら
、
今
回
の
事
故
の
事
情
を
聴
取
す
る
た
め
に
枢
密
顧
問
官
K
が
病
院
に
や
っ

て
く
る
。
こ
の
状
況
設
定
が
逸
話
の
導
入
部
（
巴
巳
巳
昨
日
高
）
を
成
し
て
い
る
。
次
に
男
と

K
（
及
び
医
者
）
と
の
あ
い
だ
て
交
さ
れ
る
簡
潔

な
問
答
が
移
行
部
（

d
gユ
巴
宮
口
問
）
を
形
成
し
、
最
後
に
「
さ
て
男
は
回
復
し
た
。
道
を
歩
く
と
き
に
医
者
た
ち
に
用
心
し
て
い
れ
ば
、
彼

は
こ
れ
か
ら
も
生
き
の
び
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
い
う
落
ち

（司

o－ロ件。）

で
逸
話
は
終
っ
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ス
ト
の
逸
話
の
な
か
に
は
、

検
閲
に
よ
る
削
除
に
よ
っ
て
生
じ
た
紙
面
の
空
白
部
分
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
臨
時
で
書
か
れ
、
構
成
の
而
か
ら
み
る
と
成
功
し
て
い
る

（叩）

と
は
い
い
が
た
い
も
の
も
あ
る
。
だ
が
『
病
院
で
の
出
来
事
』
は
、
導
入
部
と
移
行
部
が
す
べ
て
落
ち
に
集
約
し
、
そ
の
効
果
を
有
効
に
機

能
さ
せ
る
よ
う
に
物
語
ら
れ
て
お
り
、
夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
逸
話
の
な
か
で
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
逸
話
の
か
な
め

と
な
っ
て
い
る
落
ち
の
部
分
で
は
、
医
者
と
は
病
気
を
直
し
て
く
れ
る
頼
り
が
い
の
あ
る
人
と
い
う
一
般
の
通
念
が
、
生
き
の
び
る
に
は
医

-844-

者
に
用
心
す
る
こ
と
だ
と
い
う
形
で
完
全
に
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
規
範
を
相
対
化
し
、
そ
の

規
範
の
硬
直
性
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
と
す
る
対
立
の
力
学
に
よ
る
効
果
を
こ
こ
に
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
グ
ラ
イ
ス
ト
は
既
存
の
通
念

に
逆
説
的
な
問
い
か
け
を
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
自
身
の
意
識
を
挑
発
し
、
自
ら
の
抱
い
て
い
る
価
値
観
を
今
一
度
反
省
さ
せ
る
き
っ

か
け
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
図
こ
そ
、

ク
ラ
イ
ス
ト
の
逸
話
の
基
調
を
成
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

そ
れ
に
こ
の
逸
話
が
実
際
に
起
き
た
事
件
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
夕
刊
新

聞
第
七
号
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
っ
て
い
る
｜
「
ま
だ
名
前
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
昨
日
ケ
l
ニ
ヒ
ス
通
り
で
あ
る
労
働
者
が
グ
ラ

ー
。
へ
ン
ギ

I
ザ

l
教
授
の
馬
車
に
ひ
か
れ
る
と
い
う
事
故
が
起
き
た
。
だ
が
傷
は
致
命
的
で
は
な
い
と
の
こ
と
だ
。
」
ク
ラ
イ
ス
ト
は
逸
話

の
娯
楽
性
を
強
調
し
て
い
た
が
、

日
常
起
こ
り
う
る
こ
う
し
た
事
件
の
な
か
に
、
既
存
の
通
念
を
問
題
化
す
る
文
脈
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と

を
読
者
に
悟
ら
せ
て
い
く
と
い
う
機
能
も
逸
話
に
託
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ス
ト
の
逸
話
の
多
く
が
三
面
記
事
的
な
要
素
を
も
ち
、



夕
刊
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
そ
の
種
の
記
事
と
微
妙
に
調
和
し
合
っ
て
い
る
点
に
改
め
て
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

グ
ラ
イ
ス
ト
は
夕
刊
新
聞
の
実
質
的
な
序
文
に
あ
た
る
『
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
の
祈
り
』
の
な
か
で
、

「
言
葉
の
簸
」
か
ら
取
り
出
さ
れ
た

「
と
き
に
は
鋭
い
と
き
に
は
や
さ
し
い
矢
」
で
、

〈臼）

新
聞
の
目
的
で
あ
る
旨
を
宣
言
し
て
い
る
。
い
わ
ば
覚
醒
化
と
い
う
こ
と
が
こ
の
新
聞
の
意
図
で
あ
る
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

「
人
類
が
捕
わ
れ
て
い
る
不
可
解
な
堕
眠
か
ら
人
類
を
目
覚
め
さ
せ
る
」
こ
と
が
、
こ
の

そ
れ
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
対
立
の
手
法
の
な
か
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

グ
ラ
イ
ス
ト
は
、
読
者
の
思
考
の
あ
り
方
や
認
識
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
う
性
質
を
も
っ
文
芸
小
品
を
、
政
治
批
判
・
社
会
批
判
の
記

事
と
同
時
に
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
政
治
や
文
化
の
な
か
に
支
配
し
て
い
た
「
閉
鎖
性
」
を
読
者
に
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
を
ね

ら
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
夕
刊
新
聞
に
こ
め
ら
れ
た
こ
う
し
た
意
凶
は
結
局
失
敗
に
終
る
こ
と
に
な
る
。
読
者
は
三
．
由
記
事
に
関
心

い
う
も
の
の
、
次
第
に
売
り
上
げ
を
減
ら
し
、
そ
の
う
え
検
閲
や
既
存
の
有
力
新
聞
の
圧
力
の
た
め
に
、
政
治
記
事
や
劇
評
を
思
う
よ
う
に

必川

τ

を
一
不
す
も
の
の
、
政
治
記
事
に
は
退
屈
さ
を
感
じ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
夕
刊
新
聞
は
、
当
初
こ
の
三
面
記
事
の
お
か
げ
で
よ
く
売
れ
た
と
は

掲
載
で
き
な
く
な
っ
た
。
文
芸
小
品
は
こ
う
し
て
片
肺
飛
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

グ
ラ
イ
ス
ト
自
身
の
執
筆
意
欲
も
急
激
に
冷
却
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
種
を
ま
い
た
こ
の
新
聞
は
わ
ず
か
六
ヶ
月
で
ベ
ル
リ
i
ン
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

（臼）

「
夕
刊
新
聞
の
命
数
は
尽
き
た
。
こ
れ
で
白
身
も
休
息
で
き
る
し
、
読
者
も
休
息
で
き
る
」
と
い J＼、

一
一
年
五
月
二
日
の
「
朝
刊
新
聞
」
は

う
意
味
の
報
道
を
行
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
時
代
的
制
約
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
今
日
夕
刊
新
聞
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
、
政
治
的
に
も
ま
た
文
筆
業

者
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で
も
非
常
に
困
難
な
状
況
の
な
か
で
、

ひ
と
り
の
作
家
が
現
実
に
た
い
し
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
関
わ
ろ
う
と
し
た

跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
は
一
八
一

O
年
一
一
月
二
四
日
の

H

ツ
ァ
イ
ト
ゥ
ン
グ
・
フ
ュ
ア
・
デ
ィ
l
・
エ



レ
ガ
ン
テ
・
ヴ
ェ
ル
ト
H

紙
に
ク
ラ
イ
ス
ト
の
物
語
集
に
つ
い
て
の
書
評
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
グ
リ
ム
は
、

ク
ラ
イ
ス
ト
の
作
品

の
な
か
に
登
場
す
る
人
物
や
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
出
来
事
に
常
軌
を
逸
し
た
正
常
で
な
い
要
素
が
多
く
み
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ

よ
り
広
い
高
次
の
視
界
を
与
え
て
い
く
」
た

れ
ら
は
「
日
々
の
単
調
な
官
慣
の
た
め
に
視
界
を
さ
え
ぎ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
眼
差
し
に
、

と
い
う
主
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
書
評
は
、

ク
ラ
イ
ス
ト
文
学
に
み
ら
れ
る
啓
蒙
主
義
的
な
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る

め
の
も
の
で
あ
る
、

点
で
、
当
時
は
も
と
よ
り
今
日
で
も
十
分
傾
聴
に
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
読
者
の
習
慣
的
な
思
考
に
通
常
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
世
界
を
提
示

「
よ
り
広
い
高
次
の
視
界
」
を
与
え
て
い
こ
う
と
す
る
ク
ラ
イ
ス
ト
の
営
為
は
、
夕
刊
新
聞
と
り
わ
け
そ

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
き
か
け
、

こ
に
掲
載
さ
れ
た
文
芸
小
品
に
は
っ
き
り
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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