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ー
三
㌧
麗
三

、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
と
伝
統
を
尊
重
し
、
日
本
に
ふ
さ
わ

し
い
中
正
な
教
育
を
推
進
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
教
護
と
品
位
の
向
上
に
つ
と
め
、
真
理
愛

の
糧
神
と
と
も
に
、
明
る
く
純
粋
な
教
育
を
研
修
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
の
自
主
醇
厳
を
尊
重
し
つ
つ
、
政
治

的
申
立
を
厳
守
し
、
主
体
性
を
堅
持
す
る
。

巻
頭
言三

十
年
を
省
み
て

岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
准
教
授
　
横
久
保
義
洋

最
近
、
時
間
が
流
れ
る
の
が
頓
に
速
く

な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ほ

ん
の
少
し
前
に
新
学
年
が
は
じ
ま
っ
た
ば

か
り
の
よ
う
な
感
覚
が
ま
だ
残
っ
て
い
る

う
ち
に
、
も
う
す
ぐ
次
の
学
年
を
迎
え
ね

ば
な
ら
な
い
時
期
に
な
っ
た
こ
と
に
気
が

つ
き
、
あ
ら
た
め
て
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

毎
年
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

こ
う
し
て
一
年
、
ま
た
一
年
と
積
み
重

ね
て
ゆ
き
、
何
時
の
間
に
か
「
一
世
代
分
」

と
も
い
わ
れ
る
三
、
四
十
年
の
歳
月
が
流

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
丁
度
い
ま
か

ら
三
、
四
十
年
前
と
い
え
ば
昭
和
末
・
平

成
初
の
頃
で
は
な
い
か
。
そ
の
時
分
か
ら

現
在
ま
で
の
間
科
学
鼓
術
に
い
さ
さ
か
の

進
歩
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
な
い
し
、

何
よ
り
も
我
が
国
を
め
ぐ
る
内
外
の
情
勢

が
大
き
く
変
貌
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

ない。筆
者
自
身
に
つ
い
て
も
教
壇
に
立
ち
始

め
た
頃
に
比
べ
徐
々
に
教
室
の
雰
囲
気
が

か
つ
て
と
は
異
な
る
、
馴
染
み
の
な
い
も

の
に
な
っ
た
と
思
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
一
方
で
は
そ
の

頃
と
社
会
全
般
の
姿
が
根
本
的
に
は
違
っ

て
は
お
ら
ず
、
時
代
の
雰
囲
気
が
継
続
し

て
い
る
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
別
に
こ

れ
は
筆
者
自
身
の
怠
惰
・
鈍
感
の
せ
い
ば

か
り
で
も
な
い
ら
し
い
。
（
前
回
の
）
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
大
阪
万
博
を
話
題
と
し

て
取
り
上
げ
る
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
半
世

紀
以
上
経
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
「
つ
い

昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の

に
」
と
今
更
な
が
ら
に
呆
然
と
す
る
人
に

あ
ち
こ
ち
で
よ
く
出
逢
っ
た
り
す
る
の
で

あ
る
。も

っ
と
も
、
こ
れ
は
我
が
国
の
社
会
が

長
年
に
わ
た
り
安
定
・
成
熟
し
て
い
た
た

め
で
も
あ
り
よ
ろ
こ
ぼ
し
い
こ
と
で
は
あ

る
が
、
他
面
で
は
当
時
か
ら
の
教
育
現
場

に
お
け
る
も
の
を
含
め
、
政
治
・
社
会
上

の
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
依
然
と
し
て
解
決
途

上
に
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
三
、
四
十
年
と
い
う
歳
月
は
必

ず
し
も
我
々
が
昨
日
ま
で
経
て
き
た
よ
う

な
本
当
に
変
化
に
乏
し
い
、
思
い
返
せ
ば

一
瞬
の
間
と
い
え
る
も
の
ば
か
り
で
あ
ろ

う
か
。過

去
の
時
代
に
お
い
て
三
十
年
前
後
の

間
に
ど
れ
だ
け
の
変
化
が
あ
っ
た
か
を
顧

み
て
み
た
い
。
例
え
ば
、
頼
山
陽
が
「
蓋

し
武
門
の
天
下
を
平
治
す
る
こ
と
、
是
に

至
り
て
其
の
盛
を
極
む
と
云
ふ
」
と
幕
府

支
配
の
磐
石
を
（
表
面
的
に
は
）
称
え
た

一
文
を
以
て
『
日
本
外
史
』
を
掴
筆
し
た

の
が
文
政
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ

こ
か
ら
大
獄
の
始
ま
っ
た
安
政
五
年
ま
で

三
十
三
年
、
ほ
ぼ
平
成
の
全
期
間
に
相
当

す
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
そ
こ
か
ら
御
一
新

を
経
て
日
清
戦
争
の
始
ま
っ
た
明
治
二
十

七
年
ま
で
が
三
十
七
年
で
あ
る
が
、
そ
の

間
、
い
か
に
社
会
が
大
き
く
揺
れ
動
い
た

か
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
々
が
後
に
な

っ
て
振
り
返
っ
て
み
た
場
合
、
決
し
て
「
短

く
」
感
ぜ
ら
れ
る
年
月
で
は
な
か
っ
た
筈

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
三
十
年
間
と
い
っ
て

も
、
時
が
さ
し
た
る
波
瀾
も
起
こ
さ
ず
、

お
だ
や
か
に
流
れ
て
い
く
こ
と
も
あ
れ
ば

激
流
と
な
っ
て
容
赦
な
く
す
べ
て
を
呑
み

込
も
う
と
す
る
勢
い
を
生
ず
る
こ
と
も
あ

る
。
さ
て
令
和
改
元
以
来
す
で
に
十
ケ
月

を
閲
し
、
い
よ
い
よ
新
し
い
御
世
も
本
格

的
に
始
動
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
か
ら
の
三
十
年
は
果
た
し
て

ど
ち
ら
の
三
十
年
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
勿
論
、
我
々
は
孜
々
と
し
て
古
書
を

読
み
、
古
人
に
学
ぶ
こ
と
を
第
一
義
と
し

て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
通
じ
て

皮
相
の
見
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
将
来
を
洞
察

す
る
力
を
培
い
、
世
の
浮
沈
と
共
に
す
る

こ
と
な
き
堅
忍
不
抜
の
精
神
を
求
め
て
ゆ

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
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【時論】い
じ
め
問
題
の
現
状
と
課
題

橋
本
秀
雄

は
じ
め
に

昨
年
七
月
、
岐
阜
市
に
お
い
て
中
学
三

年
男
子
の
生
徒
が
い
じ
め
を
苦
に
し
て
自

殺
し
た
。
事
件
は
県
内
と
い
う
身
近
で
起

き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
日
頃
か
ら
こ
の
問

題
で
腐
心
し
て
い
る
学
校
を
は
じ
め
地

域
・
家
庭
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

こ
こ
で
は
い
じ
め
問
題
の
現
状
か
ら
、

課
題
が
ど
こ
に
あ
り
、
ど
う
解
決
す
べ
き

か
を
考
え
る
材
料
の
提
供
を
し
た
い
。

い
じ
め
問
題
の
現
状
と
対
策

文
部
科
学
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
平
成

三
〇
年
の
小
・
中
・
高
等
学
校
及
び
特
別

支
援
学
校
で
認
知
さ
れ
た
い
じ
め
の
件
数

は
五
四
万
三
九
三
三
件
で
あ
り
、
前
年
度

に
比
べ
一
三
万
件
以
上
増
加
し
、
心
身
に

大
き
な
被
害
を
受
け
る
な
ど
の
　
「
重
大
事

態
」
も
六
〇
二
件
と
過
去
最
高
に
な
っ
た

と
い
う
。

い
じ
め
が
生
徒
指
導
上
の
問
題
と
し
て

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
昭
和
六
〇

年
で
、
そ
の
発
生
件
数
は
年
間
一
五
万
件

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
年
を
ピ
ー
ク

と
し
て
徐
々
に
減
少
し
、
数
万
件
で
推
移

し
て
い
た
が
、
平
成
一
八
年
に
再
び
一
三

万
件
と
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。
そ
の
後
、
ま

た
減
少
し
っ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
平
成
二

三
年
か
ら
三
度
目
の
上
昇
傾
向
に
転
じ
た
。

い
じ
め
の
定
義
は
そ
の
時
々
で
変
わ
っ
て

お
り
、
先
の
ピ
ー
ク
や
増
減
を
一
律
に
比

較
は
で
き
な
い
が
、
今
回
は
危
機
的
で
あ

り
、
抜
本
的
な
見
直
し
を
す
べ
き
で
あ
る
。

平
成
二
三
年
は
い
じ
め
問
題
に
関
す
る

転
機
の
年
で
あ
っ
た
。
大
津
市
に
お
い
て

中
学
二
年
生
の
自
殺
事
件
が
あ
り
、
当
初
、

学
校
や
教
育
委
員
会
が
い
じ
め
を
認
知
し

な
か
っ
た
こ
と
で
大
き
な
批
判
が
起
き
た
。

そ
の
後
、
第
三
者
委
員
会
に
よ
る
調
査
に

よ
っ
て
、
い
じ
め
に
よ
る
自
殺
で
あ
っ
た

と
改
め
て
報
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
事
態
を
受
け
、
平
成
二
四
年
の
第

二
次
安
倍
政
権
が
立
ち
上
げ
た
教
育
再
生

実
行
会
議
は
、
い
じ
め
防
止
を
目
指
す
法

律
の
制
定
や
道
徳
教
育
の
充
実
の
必
要
性

を
提
言
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
二
五
年

に
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
以
下
、
「
推

進
法
」
）
が
成
立
し
、
平
成
二
八
年
の
学
習

指
導
要
領
改
定
で
道
徳
の
教
科
化
が
実
現

し
て
い
る
。

平
成
二
九
年
に
は
「
推
進
法
」
　
の
基
本

方
針
の
改
定
（
け
ん
か
も
い
じ
め
の
態
様

と
と
ら
え
る
な
ど
）
を
行
い
、
い
じ
め
に

よ
る
自
殺
な
ど
の
重
大
事
態
に
対
し
て
ど

う
対
応
す
る
か
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
文
科
省
は
学
校
教
育
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
し
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ウ
シ
ヤ
ル
ワ
ー
カ
ー

（
児
童
生
徒
の
福
祉
の
推
進
を
担
う
専
門

職
）
　
の
学
校
で
の
位
置
づ
け
を
明
記
し
、

い
じ
め
・
自
殺
等
対
策
官
（
い
じ
め
等
の

重
大
事
態
の
発
生
時
に
自
治
体
や
学
校
を

支
援
す
る
専
門
官
）
を
設
置
す
る
な
ど
の

対
策
を
と
っ
た
。
こ
う
し
て
中
央
で
は

種
々
の
環
境
整
備
が
行
わ
れ
、
地
方
で
も

そ
れ
に
応
じ
て
対
策
が
と
ら
れ
て
い
っ
た
。

岐
阜
市
で
は
「
推
進
法
」
に
従
い
　
「
岐

阜
市
い
じ
め
防
止
等
対
策
推
進
条
例
」
を

制
定
し
、
平
成
二
六
年
に
施
行
し
た
。
そ

れ
に
よ
り
各
学
校
は
い
じ
め
防
止
基
本
方

針
を
策
定
し
、
い
じ
め
防
止
等
対
策
推
進

会
議
を
設
置
し
て
、
担
任
一
人
が
抱
え
込

む
こ
と
の
な
い
よ
う
組
織
的
に
対
処
で
き

る
体
制
を
つ
く
っ
た
。

ま
た
同
市
は
ス
ク
ー
ル
ロ
イ
ヤ
ー
制
度

（
市
が
弁
護
士
を
雇
い
学
校
で
の
法
的
な

問
題
の
相
談
に
応
ず
る
制
度
）
を
導
入
す

る
な
ど
、
先
進
的
に
対
応
し
て
き
て
い
る
。

今
回
の
事
件
は
そ
の
最
中
で
起
き
た
の
で

あ
る
。学

校
に
お
け
る
い
じ
め
に
対
す
る
指
導

現
在
、
各
学
校
で
い
じ
め
を
防
止
す
る

た
め
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
指
導
は
、
文

科
省
が
示
し
て
い
る
次
の
取
組
の
ポ
イ
ン

ト
に
概
ね
従
っ
て
い
る
。

一
、
い
じ
め
問
題
に
関
す
る
基
本
的
認
識

い
じ
め
は
ど
の
子
ど
も
に
も
、
ど
の
学

校
に
お
い
て
も
起
こ
り
得
る
も
の
と
し
て

①
弱
い
者
を
い
じ
め
る
こ
と
は
人
間
と
し

て
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
の
強
い
認

識
を
持
つ
こ
と
。

②
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
の
立
場
に

立
っ
た
親
身
の
指
導
を
行
う
こ
と
。

③
い
じ
め
は
家
庭
教
育
の
在
り
方
に
大
き

な
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

④
い
じ
め
の
問
題
は
、
教
師
の
児
童
生
徒

親
や
指
導
の
在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
問

題
で
あ
る
こ
と
。

二
、
い
じ
め
に
関
す
る
取
組

①
学
校
に
お
け
る
取
組
（
実
効
性
の
あ
る

指
導
体
制
の
確
立
、
実
践
的
な
校
内
研
修

の
実
施
）

②
適
切
な
教
育
指
導
○
す
べ
て
の
児
童
生

徒
へ
の
指
導
（
「
い
じ
め
は
人
間
と
し
て
絶

対
に
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
意
識
を
徹
底
、

生
命
の
尊
重
・
思
い
や
り
の
心
の
育
成
な

ど
）
○
い
じ
め
る
児
童
生
徒
へ
の
指
導
・

措
置
（
い
じ
め
の
非
人
間
性
を
理
解
さ
せ

る
、
い
じ
め
ら
れ
る
生
徒
と
の
距
離
を
と

る
、
出
席
停
止
な
ど
）
　
○
い
じ
め
を
許
さ

な
い
学
級
経
営
等
（
グ
ル
ー
プ
内
の
人
間

関
係
な
ど
の
把
握
、
班
別
指
導
の
工
夫
改

善
、
担
任
は
い
じ
め
か
ら
必
ず
児
童
生
徒

を
守
る
と
の
信
頼
感
を
示
す
）

③
い
じ
め
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
（
問

題
兆
候
の
把
握
、
事
実
関
係
の
究
明
）

④
い
じ
め
を
受
け
た
児
童
生
徒
へ
の
ケ
ア

○
心
の
ケ
ア
○
い
じ
め
を
継
続
さ
せ
な
い

た
め
の
弾
力
的
な
対
応

⑤
家
庭
・
地
域
社
会
・
関
係
諸
機
関
と
の

連
携学

校
に
お
い
て
以
上
の
取
組
が
日
常
的

に
行
わ
れ
た
な
ら
、
い
じ
め
問
題
は
減
少



第192号（3）ぷヽ　の令和2年3月1日

す
る
で
あ
ろ
う
が
、
学
校
の
業
務
の
大
部

分
は
教
科
指
導
で
あ
り
、
そ
の
他
に
行
事

や
日
常
的
な
活
動
の
指
導
も
あ
る
。
い
じ

め
に
特
化
し
た
指
導
を
行
う
の
は
、
通
常

で
あ
れ
ば
道
徳
や
特
別
活
動
で
年
間
数
回

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
事
件
が
起
き
れ
ば
、
特
別
な
指
導

を
集
中
的
に
行
う
こ
と
に
な
る
が
。

今
回
の
事
件
が
起
き
た
学
校
で
は
、
こ

れ
ま
で
い
じ
め
の
事
例
も
少
な
く
、
授
業

や
そ
の
他
の
活
動
も
充
実
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
担
任
に
い
じ
め
の
訴
え
を
し
、

一
緒
に
戦
い
ま
す
と
申
し
出
た
女
子
生
徒

が
い
る
く
ら
い
生
徒
も
育
っ
て
お
り
、
教

師
を
信
頼
し
て
い
た
。
も
し
担
任
が
そ
の

情
報
に
耳
を
傾
け
、
当
人
達
や
学
級
に
担

任
の
心
か
ら
の
言
葉
で
働
き
か
け
た
ら
、

解
決
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
、
本
当
に

悔
や
ま
れ
る
事
例
で
あ
っ
た
。

い
じ
め
の
問
題
は
人
間
の
本
性
に
基
づ

く
行
動
で
あ
り
、
集
団
の
中
で
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
じ
め
は
起
き
る
も
の

と
考
え
、
日
常
的
に
指
導
で
き
る
内
容
や

体
制
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。

い
じ
め
防
止
の
改
茎
星
界

先
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
で
強
調
さ
れ
て

い
る
の
は
、
①
弱
い
者
を
い
じ
め
る
こ
と

は
人
間
と
し
て
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
こ
と

と
の
強
い
認
識
を
持
つ
こ
と
。
②
い
じ
め

ら
れ
て
い
る
子
ど
も
の
立
場
に
立
っ
た
親

身
の
指
導
を
行
う
こ
と
。
の
二
点
で
あ
る
。

①
の
内
容
は
非
常
に
強
調
さ
れ
て
い
る

が
、
子
供
達
は
知
識
と
し
て
理
解
し
て
い

る
。
必
要
な
の
は
行
動
化
で
あ
り
、
習
慣

化
で
あ
る
。
小
学
校
の
低
学
年
か
ら
、
弱

い
者
い
じ
め
は
し
な
い
生
活
を
継
続
し
て

送
ら
せ
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。

大
脳
生
理
学
者
の
時
実
博
士
に
よ
れ
ば

人
は
人
と
敵
対
し
た
時
、
殺
し
合
う
存
在

で
あ
る
と
言
う
。
他
の
動
物
は
相
手
が
降

参
の
ポ
ー
ズ
を
示
し
た
り
、
逃
げ
た
り
す

れ
ば
そ
れ
以
上
相
手
を
傷
つ
け
な
い
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
博
士
は
「
教
育
の
本
質
は

本
能
の
抑
制
に
あ
る
」
と
喝
破
さ
れ
た
。

そ
れ
に
は
心
の
ブ
レ
ー
キ
を
身
に
付
け

る
生
活
を
送
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。
か
つ

て
の
我
が
国
に
は
そ
う
い
う
教
育
の
場
が

あ
っ
た
。
有
名
な
の
は
会
津
藩
の
藩
校
目

新
館
の
「
十
の
提
」
の
教
育
で
、
「
弱
い
者

を
い
ぢ
め
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
」
と
い
っ
た

十
の
徳
目
を
毎
日
反
省
し
、
実
行
を
迫
る

指
導
が
あ
っ
た
。

現
在
の
教
育
界
は
価
値
の
お
し
っ
け
と

し
て
否
定
的
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
道
徳

教
育
に
近
い
指
導
が
米
国
で
広
く
行
わ
れ

て
い
る
。
「
人
格
教
育
」
と
呼
ば
れ
、
学
校

が
重
視
す
る
徳
目
を
子
供
の
日
常
生
活
に

お
ろ
し
て
、
一
人
一
人
に
具
体
的
に
ど
う

す
る
こ
と
か
を
考
え
さ
せ
、
毎
日
そ
の
実

現
の
程
度
を
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

子
供
の
考
え
た
具
体
的
目
標
は
家
庭
で

も
共
有
し
、
学
校
と
家
庭
で
評
価
を
し
、

そ
の
具
現
を
図
る
の
で
あ
る
。

②
の
内
容
も
学
校
の
取
組
の
手
順
も
そ

の
通
り
で
あ
る
が
、
い
じ
め
の
指
導
で
ほ

と
ん
ど
検
討
さ
れ
な
い
の
が
、
自
分
が
も

し
い
じ
め
ら
れ
た
ら
ど
う
対
応
し
た
ら
よ

い
か
で
あ
る
。

い
じ
め
は
す
る
も
の
が
悪
い
。
だ
か
ら

い
じ
め
を
し
な
い
よ
う
に
相
手
を
思
い
や

り
の
心
な
ど
を
指
導
す
る
の
だ
が
、
人
間

は
分
か
っ
て
い
て
も
い
じ
め
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
な
ら
ば
い
じ
め
ら
れ
た
時
に
ど

う
す
べ
き
か
を
教
え
る
こ
と
も
必
要
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

対
応
の
仕
方
は
三
つ
。
一
つ
は
反
撃
を

す
る
。
「
デ
ズ
レ
リ
ー
の
教
訓
」
と
い
う
話

が
あ
る
。
一
九
世
紀
の
英
国
の
首
相
に
な

っ
た
人
で
あ
る
が
、
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
小

さ
い
時
に
い
じ
め
ら
れ
っ
子
で
あ
っ
た
。

彼
は
お
父
さ
ん
に
ボ
ク
シ
ン
グ
を
習
わ
せ

て
欲
し
い
と
た
の
み
、
十
分
に
強
く
な
っ

て
か
ら
、
い
じ
め
つ
子
が
い
じ
め
て
来
た

時
に
、
さ
ん
ざ
ん
や
り
返
し
た
。
以
後
、

い
じ
め
は
一
切
な
く
な
っ
た
と
い
う
教
訓

で
あ
る
。
現
在
で
は
そ
の
よ
う
に
暴
力
を

推
奨
で
き
な
い
が
、
負
け
ん
気
の
大
切
さ

を
教
え
、
い
じ
め
つ
子
に
一
目
お
か
れ
る

く
ら
い
に
勉
強
や
ス
ポ
ー
ツ
打
ち
込
ん
で

何
か
で
秀
で
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。

二
つ
目
は
逃
げ
る
。
反
撃
が
出
来
な
け

れ
ば
逃
げ
る
の
も
よ
い
。
相
手
は
い
じ
め

て
反
応
を
見
て
楽
し
む
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
場
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
教
師
や
大
人
に
訴
え
る
の

で
あ
る
。
自
分
で
対
応
で
き
な
け
れ
ば
信

頼
で
き
る
大
人
に
間
に
入
っ
て
も
ら
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
仕
返
し
を
恐
れ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
相
談
さ
れ
た
大
人

が
絶
対
に
護
る
と
い
う
誠
意
と
姿
勢
が
あ

れ
ば
、
実
際
は
ほ
と
ん
ど
起
き
な
い
。

終
わ
り
に

今
後
は
道
徳
が
教
科
と
な
り
、
子
供
達

は
検
定
教
科
書
で
学
ぶ
。
そ
こ
に
は
い
じ

め
に
関
す
る
内
容
が
入
っ
て
お
り
、
子
供

達
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
い
じ
め
事
象
を
客

観
的
に
見
た
り
、
い
じ
め
る
側
の
心
理
、

い
じ
め
ら
れ
る
側
の
悲
惨
な
思
い
な
ど
を

学
ん
だ
り
す
る
。

そ
れ
に
加
え
て
回
避
の
仕
方
も
学
ぶ
こ

と
を
期
待
し
た
い
が
、
先
に
抜
本
的
な
見

直
し
の
必
要
性
を
述
べ
た
。
戦
後
の
学
校

教
育
は
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
る
度
に
新

た
な
教
育
内
容
が
加
わ
り
、
精
密
・
高
度

化
し
て
き
た
。
教
師
は
示
さ
れ
た
課
題
に

懸
命
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
今
日
の
教

師
の
多
忙
さ
を
生
み
、
適
正
な
指
導
が
で

き
る
限
界
を
超
え
て
き
て
い
る
と
感
ず
る
。

そ
の
意
味
で
も
低
学
年
ほ
ど
基
本
的
な

生
活
習
慣
や
道
徳
性
を
身
に
付
け
る
こ
と

に
力
点
を
置
い
た
内
容
や
指
導
法
を
取
り

入
れ
、
学
年
が
進
む
に
つ
れ
て
、
英
語
、

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
主
体
的
対
話
的
学
び

な
ど
現
代
的
な
課
題
を
負
荷
し
て
い
く
め

り
は
り
あ
る
教
育
課
程
が
、
結
果
と
し
て

教
師
の
働
き
方
を
変
え
、
い
じ
め
な
ど
の

諸
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
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建
国
記
念
の
日
を
祝
う

「
県
民
の
集
い
」
　
編
集
部

先
月
の
二
日
、
岐
阜
市
文
化
セ
ン
タ

ー
に
お
い
て
、
こ
の
奉
祝
式
典
が
建
国
記

念
の
日
を
祝
う
県
民
の
会
の
主
催
（
本
会

協
賛
）
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
。

会
場
に
は
県
下
各
地
よ
り
六
〇
〇
名
ほ

ど
の
県
民
が
集
ま
り
、
我
が
国
の
建
国
を

お
祝
い
し
た
。

開
会
の
辞
に
続
き
、
国
旗
遙
拝
と
国
歌

斉
唱
が
あ
り
、
主
催
者
を
代
表
し
て
後
藤

直
剛
会
長
が
次
の
様
に
挨
拶
さ
れ
た
。

昨
年
は
二
〇
〇
年
ぶ
り
の
譲
位
に
よ
る

御
代
替
わ
り
が
あ
り
、
即
位
礼
や
大
嘗

祭
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
国
内
外
の
要
人

の
参
列
し
改
め
て
我
が
国
の
歴
史
・
伝

続
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
た
。
本
日
の

建
国
記
念
の
日
に
、
松
浦
先
生
お
話
を

ぅ
か
が
い
、
改
め
て
国
柄
を
学
び
、
関

心
を
高
め
る
機
会
と
し
た
い
。

そ
の
後
、
来
賓
を
代
表
し
て
、
衆
議
院

議
員
古
屋
圭
司
氏
、
県
議
会
議
長
小
川
恒

雄
氏
、
羽
島
市
長
松
井
聡
氏
の
祝
辞
が
あ

り
、
古
屋
氏
か
ら
は
即
位
礼
に
参
列
し
た

キ
ュ
ー
バ
代
表
が
一
二
六
代
も
続
く
皇
室

に
賛
嘆
す
る
と
と
も
に
、
心
か
ら
敬
意
を

表
し
て
い
た
と
紹
介
が
あ
っ
た
。
ま
た
そ

の
皇
室
を
ど
う
継
承
し
て
い
く
か
、
未
来

世
代
に
胸
を
張
れ
る
よ
う
考
え
て
い
き
た

い
と
の
決
意
を
示
さ
れ
た
。

記
念
講
演
は
皇
肇
館
大
学
松
浦
光
修
教

授
が
、
「
天
皇
の
祈
り
－
皇
室
と
国
民
」
と

題
し
て
話
さ
れ
、
皇
室
の
本
質
に
つ
い
て

歴
代
天
皇
の
御
言
葉
や
御
製
を
紹
介
し
な

が
ら
、
国
家
・
国
民
の
た
め
に
祈
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
そ
の
皇
室
が
今
や
危
機
に
瀕

し
て
い
る
が
、
戦
後
、
G
H
Q
が
自
然
消

滅
を
図
る
た
め
、
財
産
を
没
収
し
、
信
仰

を
排
除
し
、
宮
家
を
臣
籍
降
下
さ
せ
る
な

ど
し
た
結
果
で
あ
る
。
今
後
も
長
く
皇
室

続
け
る
た
め
に
は
旧
皇
族
の
復
帰
は
不
可

欠
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
。

最
後
に
奉
祝
歌
「
紀
元
節
」
を
全
員
で

歌
い
、
聖
寿
萬
歳
を
三
唱
し
た
。

閉
会
の
辞
は
本
会
の
山
口
三
男
会
長
で
、

松
浦
教
授
へ
の
御
礼
と
と
も
に
私
ど
も
も

皇
室
と
我
が
国
の
平
安
を
祈
り
、
尽
く
し

て
い
き
た
い
と
締
め
く
く
ら
れ
た
。

【
図
書
紹
介
】

徳
仁
親
王
著

水
運
史
か
ら
世
界
の
水
へ

N
H
K
出
版

平
成
三
一
年
四
月
刊
行
二
六
〇
〇
円

こ
の
書
は
今

上
陛
下
が
皇
太

子
時
代
に
大
学

や
国
連
で
さ
れ

た
講
義
・
講
演

の
内
容
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

大
学
生
や
外
国
人
を
対
象
と
さ
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
、
専
門
的
な
内
容
な
が
ら
資

料
や
写
真
を
使
い
、
大
変
分
か
り
や
す
く

話
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。

内
容
で
は
日
本
と
英
国
の
水
運
史
や
世

界
の
水
問
題
に
目
を
閲
か
さ
れ
る
が
、
陛

下
の
学
者
と
し
て
の
歩
み
を
、
幼
児
の
体

験
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
皇
室
の
日
常
に

触
れ
て
親
し
み
も
感
じ
ら
れ
る
。

例
え
ば
交
通
史
を
専
門
と
さ
れ
た
き
っ

か
け
は
小
学
校
時
代
に
あ
り
、
赤
坂
御
所

内
に
鎌
倉
時
代
の
古
道
が
あ
る
こ
と
を
知

り
、
上
皇
后
様
と
「
奥
の
細
道
」
を
読
破

さ
れ
た
こ
と
だ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

昭
和
五
八
年
か
ら
二
年
間
、
英
国
の
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
大
学
院
で
テ
ム

ズ
川
の
水
運
史
を
研
究
さ
れ
る
が
、
当
初

は
担
当
教
授
が
資
料
集
め
の
困
難
な
水
運

史
よ
り
陸
の
交
通
史
を
勧
め
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
陛
下
は
学
習
院
大
学
で
瀬
戸

内
海
の
水
運
史
を
研
究
さ
れ
て
お
り
、
英

国
で
も
そ
の
テ
ー
マ
を
と
心
に
描
い
て
お

ら
れ
、
ご
希
望
を
通
さ
れ
て
い
る
。

以
後
、
各
地
の
図
書
館
へ
の
資
料
集
め

や
現
地
調
査
に
出
向
か
れ
、
短
い
期
間
に

膨
大
な
英
文
資
料
、
図
書
を
読
み
、
論
文

に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
陛
下
の
意

思
の
強
さ
と
努
力
の
ほ
ど
が
思
わ
れ
た
。

ま
た
寮
で
初
め
て
洗
濯
を
さ
れ
て
失
敗

さ
れ
る
な
ど
、
そ
れ
ま
で
に
体
験
し
た
こ

と
の
な
い
多
く
の
経
験
を
さ
れ
た
。
そ
の

二
年
間
は
陛
下
に
と
っ
て
は
か
け
が
え
の

な
い
時
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

陛
下
は
帰
国
後
、
ネ
パ
ー
ル
を
訪
問
さ

れ
、
子
供
達
や
女
性
が
わ
ず
か
な
水
を
求

め
て
苦
労
を
し
て
い
る
姿
に
出
会
わ
れ
る
。

日
本
で
は
自
由
に
口
に
で
き
る
飲
み
水
だ

が
、
世
界
で
は
水
が
不
足
し
て
い
る
と
い

ぅ
現
実
に
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
と
い
う
。

水
は
生
命
を
保
つ
た
め
に
不
可
欠
で
あ

る
と
同
時
に
、
自
然
災
害
の
も
と
と
な
る

と
い
う
水
に
関
わ
る
問
題
に
関
心
が
広
が

り
、
そ
の
課
題
を
世
界
的
視
野
で
追
究
を

さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
れ
た
。
陛
下
は
そ
れ

が
自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
だ
と
明
言
も
さ

れ
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
の
水
問
題
に

貢
献
を
し
た
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。

今
回
、
こ
の
書
を
出
さ
れ
た
の
も
、
国

民
に
水
間
題
の
重
要
性
を
説
か
れ
る
と
と

も
に
、
令
和
の
時
代
へ
の
展
望
を
示
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
拝
察
し
た
。
H
記


