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(
�
)

み
ん
な
︑
あ
な
た
を
愛
し
て
る
︒

(
�
)

あ
な
た
が
愛
し
て
る
の
は
︑
わ
た
し
だ
け
︒

ゆ
え
に
︑

(
�
)

あ
な
た
は
︑
わ
た
し
︒

意
外
な
こ
と
に
︑
こ
の
推
論
は
正
し
い
︒
二
つ
の
仮
定
か
ら
結
論
へ
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
道
筋
で
論
理
的
に
到
達
で

き
る
か
ら
だ
︒

(
�
)

み
ん
な
︑
あ
な
た
を
愛
し
て
る
︒

よ
っ
て
︑

(
�
)

あ
な
た
は
︑
あ
な
た
を
愛
し
て
る
︒

だ
が
︑

(
�
)

あ
な
た
が
愛
し
て
る
の
は
︑
わ
た
し
だ
け
︒

す
な
わ
ち
︑

はじめにv



(
�
)

あ
な
た
が
ｘ
を
愛
し
て
い
る
な
ら
︑
ｘ
は
わ
た
し
︒

ゆ
え
に
(
�
)と
(
�
)に
よ
り
︑

(
�
)

あ
な
た
は
︑
わ
た
し
︒

論
理
学
は
︑
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
一
般
化
・
体
系
化
し
て
探
究
す
る
学
問
だ
が
︑
こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
︑
あ

た
り
ま
え
の
こ
と
が
意
外
な
こ
と
で
あ
る
場
合
も
あ
る
︒
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
ト
コ
ト
ン
突
き
詰
め
る
と
驚
く
べ

き
こ
と
に
行
き
着
く
︑
と
い
う
こ
と
は
論
理
に
か
ん
す
る
学
問
の
世
界
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
︒
オ
ン
と
オ
フ
の
ス

イ
ッ
チ
と
い
う
単
純
な
器
具
か
ら
人
工
知
能
(Ａ
Ｉ
)
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

も
し
い
ま
わ
た
し
が
︑﹁
あ
な
た
は
呼
吸
し
な
が
ら
本
書
を
読
ん
で
い
る
︒
ゆ
え
に
︑
あ
な
た
は
本
書
を
読
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
﹂
と
い
っ
た
と
し
た
ら
︑
あ
な
た
は
納
得
す
る
だ
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑
し
な
い
だ
ろ
う
︒
し
て

は
い
け
な
い
の
で
あ
る
︒
納
得
し
て
は
い
け
な
い
理
由
は
二
つ
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
も
ち
ろ
ん
︑
わ
た
し

が
出
し
た
結
論
が
偽
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
い
ま
あ
な
た
は
じ
っ
さ
い
に
本
書
を
読
ん
で
い
る
の
で
︑﹁
あ
な
た

は
本
書
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
主
張
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
当
然
だ
︒
だ
が
︑
も
う
一
つ
の
理

由
は
こ
れ
と
は
ち
が
う
︒
あ
な
た
が
い
ま
本
書
を
読
ん
で
い
る
い
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
当
て
は
ま
る
理
由
で
あ
る
︒

そ
れ
は
︑﹁
あ
な
た
は
呼
吸
し
な
が
ら
本
書
を
読
ん
で
い
る
﹂
か
ら
﹁
あ
な
た
は
本
書
を
読
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
﹂

が
そ
も
そ
も
帰
結
す
る
わ
け
が
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
二
つ
め
の
理
由
は
︑
一
つ
め
の
理
由
と
ま
っ
た
く
種
類
が
ち
が
う
︒
一
つ
め
の
理
由
が
も
っ
と
も
で
説
得
力

の
あ
る
理
由
で
あ
る
た
め
に
は
︑
あ
な
た
が
本
書
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
︑

vi



あ
な
た
に
と
っ
て
︑
あ
な
た
自
身
が
本
書
を
読
ん
で
い
る
か
否
か
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
︒
な
の
で
︑
あ
な
た
に
と
っ

て
一
つ
め
の
理
由
は
︑
わ
た
し
の
言
葉
に
納
得
し
な
い
も
っ
と
も
で
説
得
力
の
あ
る
理
由
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
あ
な

た
が
い
ま
本
書
を
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
は
な
い
人
(あ
な
た
が
何
か
本
を
読
ん
で
い
る
の
は
み
え
る

が
何
を
読
ん
で
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
隣
人
︑
あ
な
た
が
何
を
し
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
友
人
︑
あ
な
た
と
い
う
人
間
が
存
在
す

る
こ
と
さ
え
知
ら
な
い
他
人
な
ど
)
に
と
っ
て
は
︑
わ
た
し
の
言
葉
に
納
得
し
な
い
理
由
に
は
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
一

つ
め
の
理
由
と
ち
が
っ
て
︑
二
つ
め
の
理
由
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
々
に
も
同
様
に
有
効
か
つ
も
っ
と
も
で
説
得
力
を

持
つ
べ
き
理
由
な
の
で
あ
る
︒

わ
た
し
が
発
し
た
の
は
︑﹁
あ
な
た
は
ｘ
を
し
な
が
ら
ｙ
を
し
て
い
る
︒
ゆ
え
に
︑
あ
な
た
は
ｙ
を
し
て
い
る
の

で
は
な
い
﹂
と
い
う
形
の
言
葉
だ
︒
こ
う
い
う
形
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
︑
わ
た
し
の
言
葉
に
納
得
し
て

は
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
十
分
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
気
が
つ
け
ば
︑
二
つ
め
の
理
由
を
一
般
化
で
き
る
︒
こ
れ

と
同
じ
形
を
し
た
発
言
内
容
は
︑
と
う
て
い
納
得
の
い
く
も
の
で
は
な
い
︒
ｘ
を
す
る
︑
ま
た
は
ｙ
を
す
る
と
い
う

こ
と
が
何
を
す
る
こ
と
か
知
る
必
要
は
さ
ら
さ
ら
な
い
︒
ｘ
と
ｙ
が
何
で
あ
れ
︑
そ
う
い
う
発
言
は
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
︒
こ
の
受
け
入
れ
ら
れ
な
さ
は
誰
に
も
あ
き
ら
か
な
は
ず
だ
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
体
系
的
に
一
般
化
し
た
形
で

詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
論
理
学
な
の
で
あ
る
︒

わ
た
し
た
ち
は
正
し
い
論
理
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
い
︒﹁
あ
な
た
は
ｘ
を
し
な
が
ら
ｙ
を
し
て
い
る
︒
ゆ
え
に
︑

あ
な
た
は
ｙ
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
﹂
に
納
得
す
る
よ
う
な
人
は
︑﹁
ｘ
か
つ
ｙ
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
ｙ
で
は
な

い
﹂
に
も
納
得
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
の
結
果
︑
遅
か
れ
早
か
れ
事
故
に
あ
う
だ
ろ
う
(﹁
道
路
が
濡
れ
て
い
て
︑

か
つ
車
が
走
っ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
︑
車
が
走
っ
て
は
い
な
い
﹂
)
︒
論
理
は
人
間
に
と
っ
て
不
可
避
で
あ
り
︑
正
し
い
論
理

はじめにvii



を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
死
活
問
題
で
あ
る
︒
幸
い
な
こ
と
に
︑
ほ
と
ん
ど
の
人
は
正
し
い
論
理
を
生
ま
れ
な
が
ら
に

身
に
つ
け
て
い
る
︒
と
同
時
に
︑
ほ
と
ん
ど
の
人
は
そ
れ
が
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
︑
多
く
の
人

は
無
頓
着
で
す
ら
あ
る
︒
本
書
を
手
に
と
っ
て
い
る
あ
な
た
は
無
頓
着
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
無
頓
着
で
は
な
い
に
し

て
も
︑
無
知
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
状
態
に
あ
る
と
し
た
ら
︑
少
し
で
も
﹁
有
知
﹂
の
状
態
に
移
行
す
る
手
助
け
を

す
る
の
が
本
書
の
使
命
で
あ
る
︒

論
理
の
中
核
を
成
す
﹁
推
論
の
妥
当
性
﹂
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
分
析
が
︑
本
書
の
大
部
分
を
占
め
る
︒
そ
の

分
析
の
な
か
で
︑
形
式
的
な
操
作
と
し
て
の
演
繹
(証
明
)
の
話
と
︑
哲
学
的
(形
而
上
学
的
)
な
基
礎
づ
け
と
し
て
の
可

能
性
︑
さ
ら
に
可
能
世
界
の
話
に
特
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
︒

本
書
を
一
気
に
読
も
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
消
化
不
良
を
起
こ
す
だ
け
だ
︒
一
章
一
節
ず
つ
時
間
を
か
け
て
︑

ゆ
っ
く
り
楽
し
ん
で
ほ
し
い
︒
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第 1章

心と論理

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■



�

｢
感
じ
る
﹂
と
﹁
考
え
る
﹂

あ
な
た
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
て
い
る
と
き
︑
あ
な
た
の
顎
と
舌
は
動
い
て
い
る
︒
だ
が
︑
動
い
て
い
る
の

は
顎
と
舌
だ
け
で
は
な
い
︒
あ
な
た
の
心
も
動
い
て
い
る
︒
知
覚
︑
思
考
︑
感
情
︑
意
志
と
い
う
四
種
類
の
動
き
方

を
し
て
い
る
︒
皮
の
や
わ
ら
か
さ
や
ク
リ
ー
ム
の
な
め
ら
か
さ
と
甘
さ
を
知
覚
し
︑
お
い
し
い
と
思
い
︑
楽
し
く
陽

気
に
な
り
︑
残
さ
ず
食
べ
よ
う
と
い
う
意
志
が
は
た
ら
く
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
ら
四
種
類
の
心
の
動
き
は
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
る
と
き
に
の
み
起
き
る
こ
と
で
は
な
い
︒

目
覚
め
て
い
る
と
き
な
ら
ば
常
に
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
五
感
を
介
し
て
起
き
る
知
覚
は
外
界
に
つ
い
て
の
情

報
を
あ
た
え
︑
そ
の
情
報
が
悟
性
・
理
性
に
よ
っ
て
思
考
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
︑
意
志
に
よ
っ
て
行
動
が
帰
結
す

る
︒
そ
の
際
︑
知
覚
も
思
考
も
意
志
も
︑
感
性
の
影
響
を
う
け
感
情
に
よ
っ
て
色
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
ふ
つ
う
だ
︒

知
覚
︑
思
考
︑
意
志
︑
感
情
の
あ
い
だ
に
は
複
雑
な
相
互
関
係
が
あ
り
︑
総
合
的
な
心
の
理
論
は
そ
れ
ら
を
網
羅
し

体
系
的
に
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
記
述
は
小
冊
子
で
は
と
う
て
い
な
し
え
な
い
︒
そ
の
よ
う
な

総
合
的
な
心
の
理
論
で
は
な
く
︑
思
考
を
規
制
す
る
理
性
の
原
理
が
本
書
で
あ
つ
か
う
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
︒
知
覚
と

感
情
が
わ
た
し
た
ち
に
﹁
起
き
る
﹂
も
の
で
あ
る
い
っ
ぽ
う
︑
思
考
は
わ
た
し
た
ち
が
﹁
す
る
﹂
も
の
で
あ
る
︒
思

考
の
こ
の
能
動
性
が
思
考
を
心
の
動
き
の
な
か
で
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
し
︑
思
考
が
し
た
が
う
べ
き
規
則
の
学
で
あ

る
論
理
学
に
特
別
な
地
位
を
あ
た
え
る
︒

シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
お
い
し
い
と
感
じ
る
の
は
︑
い
く
つ
か
の
単
純
な
知
覚
経
験
が
同
時
に
起
き
る
こ
と
に
よ
っ

2



て
生
じ
る
複
合
的
な
知
覚
経
験
の
結
果
で
あ
る
︒
甘
い
と
い
う
感
じ
(味
覚
)
︑
や
わ
ら
か
い
と
か
な
め
ら
か
だ
と
い

う
感
じ
(触
覚
)
︑
独
特
の
心
地
よ
い
か
お
り
の
感
じ
(嗅
覚
)
が
同
時
に
起
き
て
お
た
が
い
を
増
幅
し
あ
っ
た
結
果
起

き
る
の
が
︑
お
い
し
い
と
い
う
感
じ
な
の
で
あ
る
︒

感
じ
に
つ
い
て
重
要
な
の
は
真
偽
が
問
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
︒
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
た
と
き
に
経
験
す
る

お
い
し
さ
の
感
じ
は
︑
真
だ
と
も
偽
だ
と
も
い
え
な
い
︒
ま
ず
い
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
お
い
し
さ

の
感
じ
が
偽
だ
と
い
う
こ
と
に
意
味
は
な
い
︒
感
じ
は
起
き
る
か
起
き
な
い
か
︑
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
︑
い
っ
た
ん

起
き
れ
ば
︑
そ
れ
は
生
起
し
た
で
き
ご
と
と
し
て
そ
れ
自
体
で
完
結
し
て
お
り
︑
(シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
な
ど
)
外
部
の
事

物
に
言
及
は
し
な
い
︒
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
が
原
因
と
な
っ
て
生
起
し
て
い
る
の
だ
が
︑
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
へ
の
指
向

性
は
持
た
な
い
︒
甘
さ
の
感
じ
を
そ
の
原
因
で
あ
る
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
と
結
び
つ
け
る
に
は
︑
心
の
別
の
動
き
が
い

る
︒
思
考
で
あ
る
︒
甘
さ
の
感
じ
に
な
く
て
﹁
こ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
は
甘
い
﹂
と
い
う
思
考
に
あ
る
の
は
判
断
だ
︒

甘
さ
の
感
じ
は
味
覚
経
験
に
す
ぎ
な
い
が
︑﹁
こ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
は
甘
い
﹂
と
い
う
思
考
は
︑
そ
の
味
覚
経
験

を
外
部
の
事
物
の
性
質
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
解
釈
し
︑
そ
の
味
覚
経
験
に
も
と
づ
い
て
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
と
い
う
外

部
の
物
を
甘
い
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
︒
判
断
が
あ
れ
ば
真
偽
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
︒
甘
さ
の
感
じ
は
真
で
も
偽

で
も
な
い
が
︑﹁
こ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
は
甘
い
﹂
と
い
う
判
断
は
真
で
も
偽
で
も
あ
り
う
る
︒

同
様
の
こ
と
は
感
情
に
つ
い
て
も
い
え
る
︒
う
れ
し
い
と
い
う
感
情
は
真
で
も
偽
で
も
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
て

﹁
こ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
る
と
︑
わ
た
し
は
う
れ
し
く
な
る
﹂
と
い
う
思
考
は
︑
そ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
と

わ
た
し
の
感
情
の
関
係
に
つ
い
て
の
判
断
な
の
で
︑
真
偽
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
︒
判
断
に
つ
い
て
真
偽
が
問
え
る

の
は
︑
判
断
が
文
の
形
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
感
じ
や
感
情
は
文
の
形
を
し
て
い
な
い
の
で
︑
真
偽
が
問
え
な

第 1章 心と論理3



い
の
だ
︒

真
偽
が
問
え
な
け
れ
ば
論
理
は
成
り
立
た
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
感
じ
や
感
情
は
論
理
の
支
配
下
に
な
い
︒
因
果
関

係
に
支
配
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒
思
考
が
あ
れ
ば
判
断
が
あ
る
の
で
真
偽
の
問
題
が
起
き
︑
論
理
を
語
れ
る

(論
理
を
語
れ
る
場
面
に
因
果
関
係
は
な
い
︑
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
)
︒

も
う
一
つ
論
理
学
が
心
理
学
と
ち
が
う
の
は
︑
守
備
範
囲
の
特
殊
さ
で
あ
る
︒
感
じ
や
感
情
は
真
偽
が
問
え
な
い

の
で
論
理
学
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
に
対
し
︑
感
じ
や
感
情
が
心
理
学
の
対
象
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
︒
心

の
状
態
︑
心
の
動
き
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
と
行
動
の
関
係
は
︑
す
べ
て
心
理
学
の
対
象
に
な
る
︒
心
的
現
象
と
そ
の
行

動
へ
の
関
与
一
般
が
心
理
学
の
研
究
対
象
に
な
る
い
っ
ぽ
う
︑
論
理
学
の
研
究
対
象
は
思
考
に
か
ぎ
ら
れ
る
が
︑
か

と
い
っ
て
︑
す
べ
て
の
思
考
が
論
理
学
の
研
究
対
象
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
︒
思
考
の
な
か
で
も
﹁
推
論
﹂
に
か
ぎ

ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

推
論
と
は
︑
仮
定
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
操
作
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
特
定
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
に
つ
い
て
﹁
こ

れ
が
ま
ろ
や
か
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
お
い
し
い
︒
こ
れ
は
ま
ろ
や
か
だ
︒
ゆ
え
に
︑
こ
れ
は
お
い
し
い
﹂
と
い
う
推
論

は
︑﹁
こ
れ
は
お
い
し
い
﹂
と
い
う
結
論
を
﹁
こ
れ
が
ま
ろ
や
か
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
お
い
し
い
﹂
と
﹁
こ
れ
は
ま
ろ
や

か
だ
﹂
と
い
う
二
つ
の
仮
定
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
︒
た
だ
単
に
﹁
こ
れ
が
ま
ろ
や
か
な
ら
ば
︑
こ
れ
は
お
い
し
い
﹂

と
思
う
だ
け
で
は
︑
推
論
に
は
な
ら
な
い
︒﹁
こ
れ
は
ま
ろ
や
か
だ
﹂
と
い
う
思
い
だ
け
で
も
︑
あ
る
い
は
﹁
こ
れ

は
お
い
し
い
﹂
と
い
う
思
い
だ
け
で
も
推
論
に
は
な
ら
な
い
︒
仮
定
か
ら
結
論
を
導
き
出
す
︑
と
い
う
操
作
が
推
論

の
本
質
で
あ
る
︒

さ
ら
に
も
う
一
つ
︑
論
理
学
が
心
理
学
と
ち
が
う
点
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
心
理
学
が
推
論
を
ふ
く
め
て
思
考
と
い
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う
で
き
ご
と
を
自
然
現
象
と
し
て
あ
つ
か
う
の
に
対
し
︑
論
理
学
は
推
論
と
い
う
思
考
の
形
と
内
容
に
焦
点
を
合
わ

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
先
の
推
論
の
例
に
お
け
る
﹁
こ
れ
は
ま
ろ
や
か
だ
﹂
と
い
う
仮
定
を
な
す
思
考
は
︑
あ

る
特
定
の
時
点
に
︑
あ
る
特
定
の
場
所
で
︑
あ
る
特
定
の
人
物
の
な
か
に
生
起
す
る
で
き
ご
と
で
あ
り
︑
心
理
学
は
︑

そ
れ
を
そ
う
い
う
で
き
ご
と
と
し
て
あ
つ
か
う
︒
と
同
時
に
︑
そ
の
思
考
は
あ
る
特
定
の
形
と
内
容
を
持
つ
︒
そ
の

内
容
は
で
き
ご
と
で
は
な
い
︒
時
点
や
場
所
に
生
起
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
思
考
が
真
だ
と
か
偽
だ
と
か
い
う
と
き
︑

わ
た
し
た
ち
は
思
考
の
内
容
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
︒
つ
む
じ
風
が
真
だ
と
か
偽
だ
と
か
い
え
な
い
よ
う
に
︑
で
き

ご
と
と
し
て
の
思
考
は
起
き
る
と
か
起
き
な
い
と
か
は
い
え
る
が
︑
真
だ
と
か
偽
だ
と
か
は
い
え
な
い
︒
そ
う
い
え

る
の
は
思
考
の
内
容
で
あ
る
︒

あ
な
た
が

時
に
﹁
こ
れ
は
ま
ろ
や
か
だ
﹂
と
思
考
(判
断
)
し
︑
わ
た
し
が
そ
の

秒
後
に
(同
じ
シ
ュ
ー
ク
リ
ー

12

10

ム
に
つ
い
て
)﹁
こ
れ
は
ま
ろ
や
か
だ
﹂
と
思
考
(判
断
)
し
た
な
ら
ば
︑
あ
な
た
の
思
考
の
内
容
と
わ
た
し
の
思
考
の

内
容
は
同
一
で
あ
る
︒
だ
が
︑
あ
な
た
の
思
考
は
わ
た
し
の
思
考
よ
り

秒
早
く
起
き
て
い
る
の
で
︑
二
人
の
思
考

10

は
同
一
の
で
き
ご
と
で
は
な
い
︒
同
じ
種
類
の
で
き
ご
と
で
は
あ
る
が
︑
同
一
で
は
な
い
︒
あ
な
た
の
思
考
を
ｘ
︑

わ
た
し
の
思
考
を
ｙ
と
す
れ
ば
︑
ｘ

ｙ
だ
と
い
う
こ
と
だ
︒
ｘ
と
ｙ
に
は
(あ
る
特
定
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
に
つ
い
て
︑

≠

そ
の
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
は
ま
ろ
や
か
だ
︑
と
い
う
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
ふ
く
め
て
)
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
が
︑

ｘ
＝
ｙ
で
は
な
い
︒
ｘ
＝
ｙ
な
ら
ば
︑
ｘ
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
す
べ
て
ｙ
に
つ
い
て
も
い
え
る
は
ず
だ
が
︑

﹁

時
に
起
き
た
﹂
は
ｘ
に
つ
い
て
い
え
る
が
ｙ
に
つ
い
て
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

12
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｢
こ
う
考
え
る
﹂
と
﹁
こ
う
考
え
る
べ
き
﹂

推
論
と
い
う
思
考
は
心
理
的
で
き
ご
と
で
あ
っ
て
︑
人
間
心
理
を
つ
か
さ
ど
る
何
ら
か
の
規
則
性
に
し
た
が
っ
て

生
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
規
則
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
は
心
理
学
の
役
目
だ
ろ
う
が
︑
論
理
学
の
役

目
は
何
だ
ろ
う
か
︒
何
ら
か
の
規
則
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
は
心
理
学
と
同
じ
だ
が
︑
規
則
性
の
種
類

が
ち
が
う
︒
一
般
に
規
則
性
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
り
︑
思
考
と
論
理
の
関
係
を
語
る
に
あ
た
っ
て
︑
そ
れ
ら
を
は

っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
︒

論
理
学
は
︑
わ
た
し
た
ち
の
思
考
の
法
則
を
研
究
す
る
学
問
で
は
な
い
︒
論
理
法
則
は
︑
わ
た
し
た
ち
の
思
考
法

則
で
は
な
い
︒
物
理
法
則
が
︑
物
理
現
象
の
生
起
に
か
ん
す
る
法
則
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
︒
交
通
法
規
が
︑

車
両
や
歩
行
者
の
じ
っ
さ
い
の
行
動
の
記
述
で
は
な
い
の
と
似
て
い
る
︒
交
通
法
規
は
︑
車
両
や
歩
行
者
が
ど
う
行

動
す
べ
き
か
を
制
御
す
る
規
範
で
あ
る
︒
似
た
よ
う
な
か
た
ち
で
︑
論
理
法
則
は
︑
わ
た
し
た
ち
が
じ
っ
さ
い
ど
う

思
考
す
る
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
な
く
︑
わ
た
し
た
ち
が
ど
う
思
考
す
べ
き
か
を
制
御
す
る
規
範
な
の
で
あ
る
︒

わ
た
し
た
ち
の
思
考
は
︑
人
間
の
心
の
動
き
に
か
ん
す
る
何
ら
か
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
る
行
為
だ
が
︑

論
理
学
は
そ
の
よ
う
な
法
則
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
学
問
で
は
な
い
︒
そ
の
よ
う
な
法
則
は
︑
そ
れ
に
し
た
が
っ
て

思
考
が
生
起
す
る
法
則
で
あ
り
︑
思
考
の
規
範
と
な
る
規
則
で
は
な
い
︒
論
理
的
規
則
の
学
問
で
あ
る
論
理
学
は
︑

思
考
行
為
を
記
述
す
る
学
問
(﹁
わ
た
し
た
ち
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
考
す
る
﹂
と
述
べ
る
学
問
)
で
は
な
く
︑
思
考
行
為
を

導
く
規
範
の
学
問
(﹁
わ
た
し
た
ち
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
考
す
べ
き
で
あ
る
﹂
と
処
方
す
る
学
問
)
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
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論
理
学
の
体
系
は
価
値
体
系
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
︑
思
考
と
い
う
共
通
の
ト
ピ
ッ
ク
を
持
ち
な
が
ら
︑
論
理
学
が

心
理
学
と
決
定
的
に
ち
が
う
と
こ
ろ
だ
︒

た
と
え
ば
︑﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
と
﹁
ｐ
﹂
か
ら
﹁
ｑ
﹂
を
推
論
し
て
も
い
い
が
︑﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
と
﹁
ｑ
﹂
か
ら

﹁
ｐ
﹂
を
推
論
す
べ
き
で
は
な
い
︑
と
論
理
学
者
は
主
張
す
る
︒
た
と
え
︑
大
多
数
の
人
々
が
恒
常
的
に
じ
っ
さ
い

に
後
者
の
推
論
を
し
て
い
る
と
心
理
学
者
が
主
張
し
た
と
し
て
も
で
あ
る
︒

で
は
︑﹁
饅
頭
�
に
黒
あ
ん
が
は
い
っ
て
い
る
﹂︑﹁
饅
頭
�
に
黒
あ
ん
が
は
い
っ
て
い
る
﹂︑
⁝
︑﹁
饅
頭
ｋ
に
黒

あ
ん
が
は
い
っ
て
い
る
﹂
か
ら
﹁
す
べ
て
の
饅
頭
に
黒
あ
ん
が
は
い
っ
て
い
る
﹂
を
推
論
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
︒

論
理
学
者
は
︑
そ
う
し
て
も
い
い
と
い
う
の
か
︑
そ
う
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の
か
︒

そ
れ
は
︑
そ
の
論
理
学
者
が
﹁
演
繹
﹂
論
理
学
者
か
﹁
帰
納
﹂
論
理
学
者
か
に
よ
る
︒
前
者
な
ら
︑
そ
の
推
論
は

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
だ
ろ
う
が
︑
後
者
な
ら
︑
あ
る
条
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
そ
の
推
論
は
し
て
も
い
い
と
い
う

だ
ろ
う
︒
後
者
は
さ
ら
に
︑﹁
ｐ
な
ら
ば
ｑ
﹂
と
﹁
ｑ
﹂
か
ら
﹁
ｐ
﹂
を
推
論
し
て
い
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
︒
本
書
の
ト
ピ
ッ
ク
は
演
繹
論
理
で
あ
る
︒
帰
納
論
理
に
つ
い
て
は
第
�
章
�
節
で
簡
単
に
あ
つ
か
う
と
し

て
︑
ま
ず
次
章
で
演
繹
論
理
の
基
礎
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

第 1章 心と論理7
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■

■

■



�

意
味
だ
け
で
真
に
な
る

い
っ
て
い
る
意
味
を
理
解
し
た
だ
け
で
︑
即
座
に
真
だ
と
わ
か
る
文
が
あ
る
︒
そ
の
文
を
否
定
す
る
と
矛
盾
に
陥

る
︑
と
い
う
こ
と
が
意
味
を
理
解
す
る
だ
け
で
即
座
に
わ
か
る
︑
そ
う
い
う
文
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
文
を
﹁
分
析

的
な
﹂
文
と
い
う
(厳
密
に
は
﹁
分
析
的
に
真
な
﹂
文
と
い
う
べ
き
だ
が
︑
分
析
的
に
偽
な
文
を
あ
つ
か
う
機
会
は
少
な
い
の
で
︑

単
に
﹁
分
析
的
﹂
と
い
っ
て
お
く
)
︒﹁
夜
も
昼
も
空
に
は
星
が
あ
る
﹂
は
︑
分
析
的
な
文
で
は
な
い
︒
何
を
い
っ
て
い

る
か
理
解
し
て
も
︑
そ
れ
だ
け
で
真
だ
と
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
真
で
は
な
い
と
思
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
ラ
ン
チ
の
直
後
に
空
を
見
上
げ
て
星
が
み
え
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
︑
そ
の
文
は

真
で
は
な
い
と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
︒
い
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
︑
あ
る
程
度
の
天
文

学
の
知
識
が
な
い
と
真
だ
と
は
わ
か
ら
な
い
文
な
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
い
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
だ
け
で
︑
そ

の
ほ
か
の
知
識
が
な
く
て
も
真
だ
と
わ
か
る
文
と
は
︑
ど
う
い
う
文
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
い
う
文
で
︑
い
っ
て
い

る
意
味
が
す
ぐ
わ
か
る
も
の
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
よ
う
︒

(
�
)

あ
な
た
の
身
長
は
︑
�
�
�
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
か
以
下
で
な
い
か
ど
ち
ら
か
だ
︒

(
�
)

あ
な
た
の
身
長
が
�
�
�
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
な
ら
ば
︑
あ
な
た
の
身
長
は
�
�
�
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
だ
︒

(
�
)

赤
い
ス
カ
ー
フ
は
ス
カ
ー
フ
だ
︒

(
	
)

深
海
魚
は
魚
だ
︒
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