
し
を
う
か
が
う
機
会
を
、
幾
度
と
な
く
設
け
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
そ

の
裏
返
し
な
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
眼
差
し
が
医
書
に
向
け
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
る
と
聴
い
て
、
心
の
中
で
小
躍
り
し
た
。
そ
の
具
現
が
本
書

で
あ
る
と
み
れ
ば
、
大
き
な
流
れ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の

こ
と
を
本
書
の
特
徴
の
第
一
に
あ
げ
た
い
。

本
書
の
第
二
の
特
徴
は
、
筆
者
あ
と
が
き
に
「
道
家
思
想
・
神
仙
思

想
・
道
教
と
の
関
係
に
重
点
を
置
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
教
の
目

で
、
『
素
問
」
「
霊
枢
」
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
単
に
、

中
国
思
想
の
専
門
家
、
大
学
の
先
生
が
「
素
問
」
『
霊
枢
」
に
取
り
組
ん

だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
今
ま
で
に
な
か
っ
た
切
り
口
か
ら
の
解
説

お
よ
び
注
釈
が
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
同
学
の

も
の
を
啓
発
す
る
と
と
も
に
、
示
唆
的
で
も
あ
る
。
臨
床
の
目
だ
け
で

古
典
を
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ

き
こ
と
を
本
書
は
暗
に
示
し
て
い
る
。
思
想
的
な
背
景
を
無
視
し
て
、

医
書
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
視
野
を
狭
め
臨
床
の
側
面
だ
け
で
読
む
こ

と
は
、
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
特
徴
の
第
二
で
あ
る
。

中
国
伝
統
医
学
は
し
ば
し
ば
「
気
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
。
こ

れ
が
、
ど
れ
だ
け
初
学
者
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
か
。
た
と
え
ば
、
九

針
十
二
原
篇
の
補
潟
の
段
。
原
文
に
は
「
邪
気
」
「
気
」
「
其
気
」
「
中
気
」

と
気
の
つ
く
語
が
四
見
す
る
が
、
本
書
の
現
代
語
訳
に
は
「
邪
気
」
「
真

気
」
「
邪
気
」
「
血
気
」
「
邪
気
」
「
気
」
「
経
気
」
「
正
気
」
「
正
気
」
と
九

見
し
、
増
え
て
い
る
。
こ
の
「
気
」
の
不
統
一
は
著
者
だ
け
の
問
題
で

は
な
い
。
中
国
伝
統
医
学
の
内
で
も
久
し
く
論
議
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
、

今
も
っ
て
明
解
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
「
経
気
」
「
正
気
」
「
真
気
」
が
ど

う
い
う
風
に
違
う
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
問
題

の
第
一
で
あ
る
。

雑
誌
「
経
絡
治
療
」
に
登
載
さ
れ
た
丸
山
昌
朗
氏
の
「
九
針
十
二
原

講
」
、
『
日
本
経
絡
学
会
誌
』
の
島
田
隆
司
氏
の
「
九
針
十
二
原
の
研
究
」
、

同
じ
く
井
上
雅
文
氏
の
「
九
針
十
二
原
・
補
潟
条
文
の
検
討
」
な
ど
が

参
考
文
献
に
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
る
。

ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
研
究
は
埋
も
れ
て
見
つ
け
に
く

い
こ
と
が
大
き
な
原
因
だ
ろ
う
。
ア
カ
デ
ミ
ー
と
臨
床
家
で
あ
り
な
が

ら
研
究
し
て
い
る
者
と
の
密
接
な
交
流
、
も
し
く
は
交
流
の
場
の
確
保
、

こ
の
こ
と
は
急
務
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
問
題
の
第
二
で
あ
る
。

本
書
が
医
学
古
典
の
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま

り
、
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

誤
字
が
散
見
す
る
が
、
道
教
か
ら
の
解
説
・
注
釈
、
お
よ
び
そ
の
博
引

傍
証
の
さ
ま
を
、
是
非
一
読
さ
れ
た
い
。

（
富
川
浩
也
）

〔
明
徳
出
版
、
新
宿
区
新
小
川
町
八
’
二
六
、
電
話
三
二
六
六
’
○
四
○

一
、
一
九
九
四
年
、
四
六
判
、
二
二
○
頁
、
定
価
二
七
○
○
円
〕

新
藤
恵
久
著
「
木
床
義
歯
の
文
化
史

ｌ
世
界
に
先
駆
け
た
日
本
の
職
人
藝
ｌ
」

木
床
義
歯
は
歯
科
医
学
史
に
興
味
を
も
つ
も
の
は
一
度
は
ふ
れ
て
み

た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。

日
本
の
文
化
で
も
科
学
で
も
、
大
抵
は
そ
の
モ
デ
ル
や
ル
ー
ツ
は
外

国
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
取
込
ま
れ
て
実
を
結
ん
で
い
る
と
い
う
中
で
、
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古
い
中
国
に
も
、
西
洋
に
も
全
く
こ
う
い
う
形
の
痕
跡
も
見
当
ら
な
い

「
木
床
義
歯
」
は
文
化
史
的
に
も
注
目
す
べ
き
テ
ー
マ
で
あ
り
得
る
。

も
ち
ろ
ん
義
歯
と
い
う
発
想
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

西
洋
で
は
と
く
に
上
顎
の
義
歯
は
、
下
顎
の
も
の
に
バ
ネ
で
つ
な
ぐ
か
、

あ
る
い
は
吸
着
盤
の
よ
う
な
も
の
を
と
り
つ
け
る
か
し
て
保
持
し
よ

う
、
と
い
う
発
想
か
ら
出
発
し
て
、
上
顎
の
も
の
で
も
よ
く
適
合
し
て

い
れ
ば
全
体
と
し
て
吸
着
す
る
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
つ
い
た

の
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
職
人
た
ち
は
す
で
に
十
六
世
紀
の
お
わ
り
ご
ろ

に
は
、
経
験
的
に
そ
ん
な
発
想
か
ら
木
床
義
歯
に
行
き
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
で
い
て
、
現
在
の
歯
科
補
綴
学
は
吸
着
盤
や
バ
ネ
の
発
想
か
ら

発
展
し
た
い
わ
ゆ
る
西
洋
歯
科
医
術
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
木
床
義
歯
は
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
く
、
明
治
三
十
年

代
に
は
ご
く
少
数
で
は
あ
っ
て
も
実
際
に
そ
れ
を
つ
く
っ
て
い
た
人
の

あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
昭
和
二
年
、
柳
生
家
の
墓
地
か
ら
木
床
義
歯
が
見
出
さ
れ

た
と
き
は
大
き
な
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
な
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
注

目
を
あ
び
た
の
で
あ
っ
た
。

実
際
に
そ
の
こ
ろ
か
ら
木
床
義
歯
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
や
ト
ピ
ッ

ク
ス
が
た
く
さ
ん
提
供
さ
れ
て
い
る
が
、
実
証
的
に
論
及
し
た
も
の
は

乏
し
い
状
態
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
七
、
八
年
に
な
っ
て
大
阪
歯
科
大
学
の
小
野
寅
之
助
教
授

指
導
の
下
で
、
渡
部
凡
夫
・
井
田
勝
造
の
二
氏
が
つ
く
っ
た
論
槁
が
は

じ
め
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
因
み
に
こ
の
二
編
は
学
位
論

文
と
も
な
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
著
者
は
、
木
床
義
歯
へ
の
と
り
く
み
を
、
素
材
で

あ
る
「
木
」
に
着
目
し
て
そ
こ
か
ら
入
っ
て
い
る
。

木
と
い
う
素
材
が
日
本
文
化
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
仏
師
に
近
づ
き
、
仏
像
に
当
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
で
和
歌
山
の
中
岡
テ
ィ
ー
仏
姫
ｌ
の
義
歯
の
素
材
・
シ
ゲ

の
追
及
か
ら
和
歌
山
県
下
の
シ
ゲ
産
地
を
渉
猟
し
、
し
つ
こ
く
岡
山
・

広
島
・
四
国
・
九
州
と
ツ
ゲ
を
追
い
、
御
蔵
島
に
た
ど
り
つ
く
。

そ
こ
で
は
著
者
の
追
及
が
意
外
な
絵
島
生
島
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
発
掘

す
る
こ
と
に
な
っ
た
り
す
る
。

し
か
し
一
方
で
著
者
は
仏
師
と
の
か
か
わ
り
で
木
版
に
お
け
る
内
割

り
に
着
目
し
、
ま
た
木
床
義
歯
製
作
に
か
か
わ
る
印
象
採
得
の
材
料
と

し
て
の
蜜
蝋
に
も
目
を
く
ば
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
一
方
で
い
わ
ゆ
る
入
歯
師
の
生
態
に
つ
い
て
も
目
を
く
ば

り
、
「
入
歯
師
列
伝
」
と
い
う
他
に
あ
ま
り
類
例
の
な
い
も
の
を
ま
と
め

て
い
る
。

専
門
外
の
人
を
視
野
に
入
れ
て
木
床
義
歯
を
と
り
あ
げ
る
と
き
、
興

味
本
位
だ
け
で
ト
ピ
ッ
ク
ス
を
ひ
ろ
い
あ
げ
る
こ
と
は
わ
り
に
容
易
で

あ
る
が
、
そ
れ
と
実
証
的
な
裏
付
け
と
を
ど
う
調
和
さ
せ
る
か
は
大
変

難
し
い
課
題
に
な
る
が
、
著
者
は
そ
れ
を
う
ま
く
混
ぜ
合
わ
せ
な
が
ら
、

著
者
の
し
つ
こ
い
ま
で
の
実
証
精
神
に
ふ
れ
さ
せ
て
く
れ
る
。

興
味
深
い
の
は
「
義
歯
を
木
で
つ
く
る
」
と
い
う
着
想
が
、
そ
ん
な

に
突
飛
も
な
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
最
後
に
加
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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フ
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
一
八
二
○
～
一
九
一
○
年

の
九
○
年
間
、
最
盛
期
の
大
英
帝
国
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
時
代
を
生

き
た
傑
出
し
た
女
性
で
あ
る
。

原
著
は
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
没
後
間
も
な
い
一
九
一
三
年
に
出
版
さ

れ
、
た
ち
ま
ち
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
が
翻
訳
は
八
○
年
ぶ
り
で
あ

る
。
二
○
数
年
前
に
私
は
原
著
を
手
に
入
れ
、
看
護
関
係
の
出
版
社
に

あ
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
シ
ベ
リ
ア
の
ラ
ー
ゲ
ル
の
き
び
し
い
条

件
の
下
で
、
木
彫
家
の
手
で
つ
く
ら
れ
た
白
樺
の
「
木
床
義
歯
」
の
話

で
あ
る
。

こ
れ
は
そ
れ
に
か
か
わ
っ
た
歯
科
医
師
の
中
村
喜
一
、
高
木
一
郎
の

両
氏
は
現
に
活
蹄
中
の
方
で
あ
る
し
、
そ
の
作
成
に
直
接
に
当
ら
れ
た

木
彫
家
の
山
本
雅
彦
氏
も
九
十
歳
を
越
え
て
い
る
が
健
在
で
あ
る
。

こ
れ
は
著
者
の
仮
説
の
「
木
床
義
歯
の
ル
ー
ツ
は
仏
師
の
木
彫
技
術

で
あ
る
」
と
い
う
も
の
の
実
証
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
結
び
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

関
心
を
も
つ
方
の
一
読
を
お
す
す
め
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
榊
原
悠
紀
田
郎
）

〔
デ
ン
タ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
社
・
東
京
都
千
代
田
区
神
田
多
町
二
’
四
傘
長

ビ
ル
、
電
話
○
三
’
三
二
五
六
’
五
八
八
六
、
平
成
六
年
四
月
、
Ｂ
５

判
・
一
八
六
頁
、
一
二
、
○
○
○
円
〕

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
ッ
ク
著
、
中
村
妙
子
・
友
枝
久
美
子
訳

「
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
〔
そ
の
生
涯
と
思
想
〕
Ｉ
』

翻
訳
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
が
実
現
せ
ず
今
日
に
至
っ
た
。

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
研
究
の
基
と
も
な
る
こ
の
伝
記
の
入
手
が
困
難
な

こ
と
は
研
究
を
は
ば
む
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
多
忙
の
な
か
を
原
著
を

読
む
の
も
仲
々
苦
労
が
あ
る
。
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
研
究
の
盛
り
上
が
っ

て
い
る
昨
今
翻
訳
さ
れ
、
尚
名
訳
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
時
宜
を
得
て

い
て
真
に
嬉
し
く
、
時
空
出
版
や
関
係
者
の
方
々
に
心
か
ら
の
御
礼
を

申
し
上
げ
た
い
・

本
吉
は
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
自
身
が
残
し
た
膨
大
な
資
料
を
中
心
に
、

彼
女
を
直
接
知
っ
て
い
る
人
々
や
、
親
交
の
あ
っ
た
人
人
か
ら
の
資
料
、

情
報
提
供
を
裏
づ
け
資
料
で
確
認
し
つ
つ
実
像
に
迫
っ
た
伝
記
で
あ

ヅ
（
》
Ｏ

原
著
は
全
二
巻
で
あ
る
が
、
翻
訳
は
全
三
巻
で
あ
る
。

第
一
巻
は
二
部
に
わ
か
れ
、
第
一
部
志
（
一
八
二
○
～
五
四
）
、
第
二

部
ク
リ
ミ
ア
戦
争
（
一
八
五
四
～
五
六
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
志
（
全
十
章
）
で
は
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
が
屈
し
た
上
流
階

級
の
あ
り
よ
う
。
豊
か
な
感
受
性
と
、
す
ぐ
れ
た
才
能
を
も
つ
生
き
生

き
と
し
た
少
女
が
、
そ
の
階
級
の
な
か
で
恵
ま
れ
た
人
的
交
流
、
さ
ま

ざ
ま
な
体
験
、
上
流
階
級
の
社
会
的
責
任
を
自
覚
し
つ
つ
、
自
己
の
使

命
は
何
か
と
模
索
し
つ
つ
女
性
へ
と
成
長
し
て
ゆ
く
過
程
が
克
明
に
描

か
れ
て
い
る
。

宗
教
的
思
想
に
つ
い
て
は
私
は
知
識
も
乏
し
く
、
共
感
も
充
分
と
は

い
え
な
い
が
理
解
は
で
き
る
。

自
己
に
課
せ
ら
れ
た
召
命
が
、
看
護
へ
の
道
で
あ
る
と
悟
っ
た
と
き
、

そ
の
当
時
の
看
護
婦
を
み
れ
ば
必
然
的
に
家
族
に
逆
う
こ
と
に
な
り
、
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