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確
固
と
し
た
意
見
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
本
書
の
内
容

　

で
は
本
書
に
展
開
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
。

　

第
一
に
、
与
那
国
島
の
自
然
環
境
的
な
特
異
性
で
あ
る
。
与
那
国
島
の

地
形
発
達
、
気
象
の
特
徴
、
高
密
度
の
活
断
層
度
な
ど
、
自
然
科
学
的
な

研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
然
景
勝
地

に
つ
い
て
自
然
科
学
的
な
説
明
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
、
テ
ィ
ン
ダ
ハ
ナ

タ
の
地
名
由
来
、
天
空
（
テ
ィ
ン
）
の
家
（
ダ
）
の
端
（
ハ
ナ
タ
）、
の

よ
う
に
、
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
も
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
与
那
国

島
の
地
形
は
、
八
重
山
群
層
の
砂
岩
の
上
に
琉
球
石
灰
岩
が
載
っ
て
い
る

構
造
に
な
っ
て
い
る
が
、
テ
ィ
ン
ダ
ハ
ナ
タ
は
こ
の
２
つ
の
石
の
層
の
境

目
が
崩
壊
し
て
で
き
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
他
に
も
地
名
に
関
す
る

説
明
は
豊
か
で
あ
り
、
そ
の
地
誌
的
な
内
容
は
大
変
興
味
深
い
。

　

第
二
に
、
与
那
国
島
は
水
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
雨

が
多
く
表
流
水
が
豊
富
な
だ
け
で
な
く
、
地
下
水
も
バ
リ
ミ
（
割
れ
目
）

に
集
ま
り
豊
か
に
湧
出
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
琉
球
石
灰
岩
は
水

を
通
す
岩
石
で
あ
る
が
、
そ
の
下
の
砂
岩
は
水
を
通
さ
な
い
た
め
、
地
下

水
は
砂
岩
の
上
を
西
側
の
ス
バ
ル
（
潮
原
）
に
向
か
っ
て
流
れ
、
石
灰
岩

の
丘
の
切
れ
目
で
絞
り
水
と
な
っ
て
流
れ
出
す
の
で
あ
る
。

　

十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
半
ば
ま
で
、
琉
球
を
取
り
囲
む
海
は
、
大
航

海
時
代
、
大
交
易
の
時
代
、
そ
し
て
御
朱
印
船
が
行
き
交
う
時
代
と
つ
な

が
る
要
路
の
一
つ
で
、
琉
球
に
よ
る
明
な
ど
中
国
製
品
の
買
い
入
れ
、
経

済
の
交
流
は
、
北
の
朝
鮮
、
南
は
東
南
ア
ジ
ア
、
東
は
日
本
、
ヤ
マ
ト
へ

宮
良
作
・
宮
良
純
一
郎
著

『
東
ア
ジ
ア
の
南
向
き
玄
関
口
　
与
那
国
島
誌
』

（
南
山
舎
、
二
〇
一
七
年
、
二
一
三
頁
）
を
読
ん
で

土　

屋　
　
　

純

　

沖
縄
先
島
諸
島
に
は
、
私
が
小
学
生
の
頃
、
特
別
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い

て
い
た
。
南
の
島
々
、
台
湾
に
近
い
島
々
。
そ
の
中
で
も
与
那
国
島
は
日

本
の
最
西
端
に
位
置
す
る
島
で
あ
り
、
人
々
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
、
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
副
題
に

は
「
東
ア
ジ
ア
の
南
向
き
玄
関
口
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
与
那
国
島
は
国

土
の
端
で
は
な
く
、
玄
関
口
す
な
わ
ち
最
前
線
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
当
然
で
あ
る
が
、
古
く
か
ら
台
湾
だ
け
で
な
く
、
広
く
東
ア
ジ

ア
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
交
流
の
中
で
島
の
歴
史
が
形
作
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、
小
学
生
の
私
の
想
像
を
超
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

本
書
は
、
与
那
国
島
出
身
者
の
宮
良
作
・
宮
良
純
一
郎
の
両
名
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
与
那
国
島
誌
で
あ
る
。
加
え
て
、
屋
富
祖
昌
子
氏
、
賀
数
清

孝
氏
、
渡
辺
賢
一
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
な
見
地
を
元
に
寄
稿
し
て
い

る
。
あ
と
が
き
の
中
で
「
与
那
国
島
っ
て
、
こ
ん
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
」

と
本
書
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
。
島
に
関
す
る
考
古
学
的
、
生
態
学

的
、
民
俗
学
的
研
究
が
網
羅
的
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
与
那
国
島
の
歴

史
、
自
然
環
境
の
な
か
で
の
生
活
誌
が
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
何
よ

り
も
与
那
国
島
へ
の
愛
に
溢
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
自
衛
隊
基
地
建

設
の
反
対
の
よ
う
に
、
沖
縄
先
島
諸
島
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
対
す
る
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こ
と
が
、
琉
球
列
島
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
り
、
与
那
国
島
の
貢
献
が

期
待
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。　

　

第
四
に
、
島
の
集
落
の
変
遷
と
そ
の
生
活
誌
で
あ
る
。
埋
蔵
遺
跡
、
口

碑
・
伝
承
を
主
体
と
し
て
与
那
国
島
の
集
落
の
変
遷
を
探
っ
て
い
る
。
縄

文
時
代
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
集
落
の
地
理
的
変
遷
に
は
、
三
つ
の

ル
ー
ト
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
主
に
狩
猟
採
集
時
代
に
は
沿
岸
部
に

集
落
が
あ
り
、
グ
ス
ク
時
代
（
農
耕
社
会
）
に
は
、
内
陸
に
集
落
が
立
地

し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
狩
猟
や
採
集
で
生
活
し
て
い
た

人
々
が
高
台
に
（
島
仲
ム
ラ
、
ド
ナ
ン
バ
ラ
ム
ラ
な
ど
）
に
移
動
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
与
那
国
島
は
、
原
始
共

同
体
的
な
無
階
級
社
会
か
ら
階
級
社
会
へ
と
転
換
し
、
急
激
な
社
会
の
変

革
期
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
原
始
共
同
帯
的
な
無
階
級
社
会
で
は
、
各

ム
ラ
に
は
族
長
的
な
指
導
的
立
場
の
人
は
い
た
が
、
土
地
は
共
同
所
有
で

農
作
業
も
共
同
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。

　

沖
縄
貝
塚
時
代
に
続
く
グ
ス
ク
時
代
（
農
耕
を
主
体
と
し
た
生
産
経
済

の
時
代
、
十
二
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
）
に
は
、
海
岸
砂
丘
地
に
居
住
し
て

い
た
人
々
が
、
ふ
た
た
び
生
活
の
場
を
琉
球
石
灰
岩
の
台
地
の
上
に
形
成

す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
農
耕
や
集
落
の
防
御
に
も
っ
と
も
適
し
た
場
所

で
あ
っ
た
。
牛
に
踏
ま
せ
て
タ
ー
ン
ミ
（
本
田
準
備
）
か
ら
苗
代
づ
く

り
、
田
植
え
、
二
度
の
収
穫
（
ひ
こ
ば
え
栽
培
と
思
わ
れ
る
）、
収
穫
し

た
稲
を
楼
庫
に
保
管
、
そ
し
て
脱
穀
、
精
米
と
、
一
連
の
稲
作
・
米
の
生

産
過
程
の
技
能
を
当
時
の
ム
ラ
の
人
々
は
持
っ
て
い
た
。

　

十
五
世
紀
末
の
与
那
国
島
の
ム
ラ
社
会
は
、
い
わ
ゆ
る
グ
ス
ク
時
代
の

と
広
が
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
与
那
国
島
は
地
球
規
模
で
の
人
と
物

の
交
流
を
支
え
て
い
た
存
在
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
与
那
国
島
は
水
と
薪

が
豊
富
な
の
で
、
航
海
す
る
船
舶
の
補
給
場
所
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
探
検
家
ラ
プ
ル
ー
ズ
が
一
七
九
七
年
に
著
し
た『V

O
Y
A
GE�

D
E�LA

�PERO
U
SE�A

U
T
O
U
R�D
U
�M
O
N
D
E

』
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
東
南
ア
ジ
ア
図
の
中
に
は
、
与
那
国
島
が
「K

U
M
I

」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
大
航
海
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
も
存

在
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
三
に
、
希
少
野
生
動
植
物
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
島
の

よ
う
に
限
ら
れ
た
地
域
の
現
存
種
数
は
、
島
の
大
き
さ
（
面
積
や
山
の
高

さ
）
及
び
大
陸
な
ど
の
種
の
供
給
園
か
ら
の
移
入
率
と
、
島
に
入
っ
て
か

ら
の
絶
滅
率
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
与
那
国
島
は
大
陸
の
一
部
で
あ
っ
た
時

代
か
ら
の
種
の
存
在
と
常
に
大
陸
か
ら
供
給
さ
れ
る
種
数
が
、
島
に
な
っ

て
か
ら
の
絶
滅
種
数
を
上
回
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い

る
。
そ
し
て
多
様
性
を
維
持
さ
せ
た
の
は
、
地
質
的
特
性
に
よ
っ
て
十
分

に
蓄
え
ら
れ
る
大
量
の
降
雨
で
あ
り
、
イ
ダ
ジ
イ
や
タ
ブ
ノ
キ
を
は
じ
め

と
す
る
食
物
群
の
存
在
が
多
様
性
を
支
え
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
ク
バ

（
檳
榔
）
の
多
さ
は
全
国
一
、
な
ど
植
生
に
関
す
る
説
明
も
な
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
う
し
た
種
の
多
様
性
を
支
え
る
の
は
、
環
境
・
平
和
・
そ
し
て
人
権

の
三
つ
の
要
素
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
軍
事
基
地
は
、
生
命
も
故
郷
も
奪

う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
生
活
者
の
視
点
は
な
い
。
与
那
国
島
は
、
生
物

の
存
在
様
式
を
研
究
す
る
上
で
格
好
の
知
的
財
産
で
あ
り
、
か
つ
自
然
遺

産
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
自
然
遺
産
と
島
嶼
経
済
と
の
合
流
点
を
探
る



―� ―44

３
．
先
島
諸
島
の
多
様
性
と
与
那
国
島
の
位
置
付
け

　

以
上
、
宮
良
作
・
宮
良
純
一
郎
の
著
作
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
た
。
与

那
国
島
の
特
徴
に
つ
い
て
体
系
的
に
整
理
さ
れ
た
著
作
を
読
む
と
、
決
し

て
大
き
く
は
な
い
与
那
国
島
の
歴
史
・
文
化
・
民
俗
の
奥
深
さ
に
感
激
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
と
海
で
繋
が
る
位
置
に
あ

る
与
那
国
島
は
、
水
が
多
い
と
い
う
特
徴
の
中
で
豊
か
な
生
活
誌
が
生
み

出
さ
れ
て
き
た
。
郷
土
愛
に
満
ち
た
知
識
人
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
著
作

が
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
に
与
那
国
島
を
知
っ
て
も
ら
う

き
っ
か
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
与
那
国
島
だ
け
で
な
く
、
石

垣
島
、
西
表
島
、
竹
富
島
な
ど
個
性
的
な
島
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
先
島
諸
島
の
多
様
性
に
改
め
て
興
味
を
惹
か
れ
る
。
先
島
諸
島
は
、
山

が
あ
り
水
が
豊
富
な
「
高
い
島
」
と
、
平
坦
が
島
で
水
資
源
に
限
ら
得
て

い
る
「
低
い
島
」
の
２
つ
に
大
き
く
島
々
を
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
耕
な
ど
の
よ
う
に
、
高
い
島
、
低
い
島
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通
す
る
部
分
が

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
島
々
に
お
い
て
個
性
的
な
民
俗
、
文
化
が
展
開
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
先
島
諸
島
の
興
味
深
さ
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
か

ら
も
先
島
諸
島
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
を
吸
収
し
行
き
た
い
と
考
え

る
。

　

そ
し
て
、
近
年
の
与
那
国
島
に
お
い
て
重
要
な
出
来
事
は
自
衛
隊
基
地

の
立
地
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
近
隣
諸
国
と
の
緊
張
関
係
が
高
ま
っ
て

い
る
事
情
が
あ
る
と
は
い
え
、
島
の
現
状
に
対
し
て
配
慮
の
な
い
開
発
が

進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
著
者
は
大
き
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
生
物

多
様
性
の
毀
損
だ
け
で
な
く
、
平
和
憲
法
の
重
要
性
を
訴
え
る
本
書
を
読

末
期
に
あ
た
り
、
琉
球
の
中
央
集
権
体
制
に
組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

与
那
国
島
が
琉
球
王
国
の
統
治
下
に
入
っ
た
の
は
、
一
五
一
〇
年
に
西
表

島
の
祖
納
当
が
与
那
国
与
人
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
。
口

碑
・
伝
承
で
は
そ
の
頃
女
性
酋
長
サ
ン
ア
イ
・
イ
ス
バ
が
島
を
統
治
し
て

い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
不
明
な
点
が
多
い
一
四
世
紀
か
ら
一
六
世
紀

に
つ
い
て
、
民
衆
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
未
知
の
部
分
が
多
い
中
、
さ
ま
ざ
ま

な
資
料
を
用
い
て
そ
の
様
子
を
復
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
六
世
紀
に

入
る
と
、
琉
球
王
国
の
影
響
が
お
よ
び
、
そ
の
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
て

い
く
に
従
っ
て
、
階
級
社
会
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　

第
五
に
、
バ
ラ
サ
ン
（
藁
算
）
な
ど
の
与
那
国
島
独
自
に
展
開
し
て
き

た
算
出
法
で
あ
る
。
文
字
が
一
般
に
普
及
し
て
い
な
い
（
伝
わ
ら
な
い
）

与
那
国
島
に
お
い
て
バ
ラ
サ
ン
な
ど
の
独
自
の
算
出
法
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
町
反
畝
制
は
薩
摩
の
慶
長
検
地
に
よ
っ
て
移
入
さ
れ
た
面
積
単

位
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
坪
単
位
の
相
互
変
換
は
人
頭
税
制
の
下
、
文
字
や

数
字
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
当
時
の
農
民
に
と
っ
て
必
要
に
迫
ら

れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
バ
ラ
サ
ン
で
あ
っ
た
。

　

バ
ラ
サ
ン
の
大
部
分
が
人
頭
税
に
掛
か
る
数
量
を
表
す
た
め
に
使
わ

れ
、
板
札
は
納
税
通
知
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
役
人
と
庶
民
の
間
で
用

い
ら
れ
て
い
た
バ
ラ
サ
ン
、
板
札
は
、
貢
納
物
の
数
量
の
記
録
、
管
理
に

効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
あ
と
が
き
の
中
で
、
こ
う
し
た

算
出
法
は
他
の
島
々
や
地
域
に
も
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お

り
、
今
後
の
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。
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み
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
日
本
国
憲
法
を
チ
マ

ム
ヌ
イ
（
島
言
葉
）
に
変
換
し
た
も
の
も
本
書
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
著

者
の
切
な
る
願
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
防
、
平
和
と
い
っ
た

広
範
な
論
点
が
ど
の
よ
う
に
地
域
に
拘
る
の
か
、
普
段
考
え
る
こ
と
が
少

な
い
人
々
に
本
書
が
読
ま
れ
る
こ
と
も
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。


