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あ
な
た
方
の
中
に
は
、
専
門
家
で
な
い
方
が
相
当
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
神
道
に
関
係

の
深
い
方
々
に
聞
い
て
も
ら
う
よ
う
な
、専
門
が
か
っ
た
話
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、な
に
し
ろ
神
々

の
伊
勢
の
国
で
す
か
ら
、
自
然
神
様
に
関
す
る
多
少
専
門
が
か
っ
た
話
も
、
他
府
県
の
人
々
よ
り
は
、
聞
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
因
縁
め
い
た
義
務
も
、
あ
る
は
ず
だ
し
、
よ
そ
の
人
々
よ
り
も
理
解
が
深
い
に
違
い

な
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
大
変
話
が
下
手
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
後
の
柳
田
先
生
が
、
非
常
に
筋
の
通
っ
た
話

を
し
て
下
さ
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
埋
め
合
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
世
の
中
に
あ
る
こ
と
が
、
昔
か
ら
今
の
ま
ま
に
あ
っ
て
来
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
信
じ
て
い
る
の
は
、

少
し
考
え
の
足
ら
ぬ
こ
と
で
す
。
変
わ
ら
ぬ
よ
う
に
と
努
力
し
、
少
な
く
と
も
変
わ
ら
ず
に
来
て
い
る
も
の
と

信
じ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
、
そ
の
た
め
、
変
化
が
あ
っ
て
も
、
古
代
の
ま
ま
だ
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。
そ
れ
だ
け
ま
た
変
化
が
少
な
い
限
度
で
と
ま
る
わ
け
で
、
世
間
普
通
の
考
え
で
、
古
代
の
ま
ま
と
い
う

神
々
と
民
俗
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の
は
、
そ
の
程
度
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か
し
物
の
生
命
は
必
ず
推
移
変
遷
し
て

い
る
は
ず
の
も
の
で
す
か
ら
、
変
わ
っ
て
い
る
の
が
あ
た
り
ま
え
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い

う
こ
と
を
土
台
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
儀
礼
と
芸
能
に
渉わ

た

る
神か

ぐ
ら楽
な
ど
言
う
も
の
が
、
伊
勢
の
国
柄
と
相あ

い
か
の叶
う

て
非
常
に
発
達
し
、
微
妙
な
発
達
を
遂
げ
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
事
実
あ
る
点
確
か
に
そ
う
で

も
あ
り
ま
す
。

　

私
達
は
芸
能
史
と
い
う
も
の
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
何
も
特
に
こ
と
ご
と
し
く
学
問
と
す
る
程
の
事
も
な
い

わ
け
で
す
が
、
考
え
た
り
、
人
に
話
し
た
り
し
て
い
る
中う

ち

に
、
自
然
組
織
め
い
た
こ
と
が
出
来
て
き
て
、
や
や

学
問
ら
し
い
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
て
来
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
芸
能
史
を
考
え
て
い
る
中
に
、
漠

然
と
な
が
ら
わ
か
っ
て
来
た
こ
と
は
、
地
方
に
出
て
い
る
伊
勢
神
楽
と
い
う
も
の
に
は
、
存
外
お
伊
勢
様
―
―

大
神
宮
自
体
に
は
関
係
の
少
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
楽
は
伊
勢
か
ら
外
の
国
々
へ
出
て
行
っ

た
も
の
の
中
、
と
り
わ
け
伊
勢
の
国
の
北
の
境
の
田
舎
か
ら
出
た
も
の
が
多
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
本
を
見

て
も
考
え
ら
れ
る
し
、
事
実
も
そ
う
ら
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
神
楽
が
長
い
年
月
、
恒
例
と
し
て
毎

年
出
て
行
っ
て
い
る
間
に
、
自
然
変
遷
を
し
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
一
つ
の
も
の
で
な
い
と
い
う
印
象
が

与
え
ら
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
宮
廷
の
「
御み

神か
ぐ
ら楽
」
と
い
う
も
の
は
、
平
安
時
代
の
中
頃
か
ら
盛
ん
に
な
り

ま
し
た
が
、
元
よ
り
そ
れ
以
前
か
ら
も
、
神
楽
系
統
の
儀
礼
あ
る
い
は
芸
能
は
あ
っ
て
、
そ
こ
に
来
て
、
近
世

我
々
の
使
う
か、

、

、
ぐ
ら
と
い
う
語
が
特
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
神
楽
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系
統
の
儀
礼
芸
能
は
、
そ
こ
に
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
神
楽
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
し
て
宮
廷

に
栄
え
て
、
以
前
か
ら
あ
る
他
の
「
神カ

ミ

遊ア
ソ
ビ」

の
中う

ち

最
も
有
力
な
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

　

か、

、

、
ぐ
ら
の
名
が
こ
こ
か
ら
強
く
行
わ
れ
、
そ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
て
、
当
時
同
時
代
に
存
在
し
た
も
の
も
、
す

べ
て
こ
の
か、

、

、
ぐ
ら
と
い
う
名
称
で
統
一
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
神
楽
の
歴
史

は
広
く
、
久
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
決
し
て
宮
廷
神
楽
の
研
究
だ
け
で
、
か、

、

、
ぐ
ら
全
体
が
わ
か
る
わ
け
は
あ

り
ま
せ
ん
。
伊
勢
神
楽
も
、
宮
廷
神
楽
以
外
の
大
き
な
動
き
の
一
つ
と
し
て
見
て
い
く
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
そ
の
伊
勢
の
国
か
ら
諸
国
へ
出
た
と
言
わ
れ
て
い
る
神
楽
だ
け
で
も
、
種
類
が
相
当
に
あ
り
ま
す
。
恐
ら

く
我
々
の
知
ら
ぬ
形
で
、
伊
勢
神
楽
の
流る

伝で
ん

し
た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ひ、

、

、
と
頃
は
初
春
に
さ
え
な
る

と
、
三
河
の
奥
、
北キ

タ

設シ
タ

楽ラ

地
方
へ
神
楽
見
学
に
参
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
方
の
神
楽
と
い
う
の
が
大
変
な
も

の
で
、
今
は
前
日
の
夕
方
か
ら
、
翌
日
の
昼
前
ま
で
、
ぶ
っ
通
し
で
幾
番
も
の
舞
に
、
祈き

祷と
う

を
は
さ
ん
で
行
い

ま
す
。
昔
は
七
日
七
夜
に
わ
た
っ
て
し
た
も
の
で
、
そ
れ
は
別
に
御ミ

神
楽
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
伝
説
だ
け

で
は
な
い
よ
う
で
す
。
近
代
で
は
三
日
三
夜
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
知
っ
て
い

る
老
人
が
近
年
ま
で
も
ま
だ
お
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
こ
れ
を
約つ

づ

め
て
、
一
夜
で
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

花ハ
ナ
マ
ツ祭
り
と
言
っ
て
い
ま
す
。
今
は
時
間
が
自
ら
延
び
て
き
ま
し
た
が
、
以
前
は
朝
の
光
が
さ
す
と
同
時
に
、
神

楽
が
す
ん
だ
も
の
で
す
。
こ
の
一
夜
の
神
楽
を
、花
祭
り
と
言
う
の
に
は
、理
由
が
あ
り
そ
う
で
す
。
こ
の
「
御

神
楽
」
な
い
し
現
在
の
花
祭
り
は
、
そ
の
伝
来
か
ら
見
る
と
、
伊
勢
の
神
楽
と
明
ら
か
に
連
関
し
て
い
る
の
で
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す
。
ま
た
伊
勢
か
ら
来
た「
み
る
め
の
王
子
」「
き
る
め
の
王
子
」と
い
う
よ
う
な
名
の
人
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、

そ
れ
の
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
場
所
も
あ
り
ま
す

（
注
１
）。

　

こ
の
花
祭
り
と
い
う
神
楽
行
事
は
、
今
言
っ
た
北
設
楽
郡
一
円
に
わ
た
っ
て
あ
り
ま
し
て
、
村
の
中
に
は
、

花
祭
り
の
芸
能
を
専も

っ
ぱら
行
う
「
字あ

ざ

」
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
い
ろ
ん
な
行
事
を
処
理
す
る
の
が
、
他
の
字
々
の

務
め
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
字
々
の
人
が
、
主
と
し
て
神
楽
の
効
果
を
蒙こ

う
むる
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
の
村
の
区
画
で
は
な
く
、
そ
の
以
前
の
字
々
を
ひ
っ
く
る
め
て
言
う
て
い
た
村
が
、
そ
の
神
楽
を
行
い
、
あ

る
い
は
そ
の
御お

蔭か
げ

を
う
け
る
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
う
い
う
字
々
に
、
花
祭
り
の
禰ね

ぎ宜
・
め
う
ど

と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
す

（
注
２
）。

　

い
つ
の
代
に
、
こ
の
広
い
地
域
の
山
間
へ
入
っ
て
来
た
か
わ
か
ら
な
い
。
が
、
伊
勢
神
楽
の
一
派
に
深
く
通

じ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
が
し
ば
し
ば
観
察
し
た
結
果
、
知
り
ま
し
た
。
言
わ
ば
演
技
種
目
の

い
ろ
い
ろ
あ
る
中
に
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、
う
ま
れ
・
き
よ
ま
り
と
い
う
行
事
で
す
。
王
朝
以
前
の
祝の

り
と詞
に

出
て
く
る
ゆ
ま
は
り
・
き
よ
ま
は
り
と
い
う
語
と
、
あ
ま
り
似
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
が
田
舎
風
に
な
っ
て
い

る
点
が
、
古
風
で
も
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
ま
ま
安
心
し
て
う
け
と
れ
な
い
と
い
う
気
が
、
ま
ず
起
こ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
花
祭
り
を
す
る
目
的
は
、
主
と
し
て
、
う
ま
れ
・
き
よ
ま
り
に
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
花
祭
り

を
修
す
る
事
に
よ
っ
て
、
一
時
死
ん
だ
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
も
の
が
、
生
ま
れ
変
わ
り
浄
ま
っ
て
、
す
っ
か

り
違
っ
た
新
し
い
生
命
を
持
っ
て
出
て
来
る
の
だ
と
、
そ
う
信
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
た
め
に
、
前
年
以
来
あ
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る
い
は
も
っ
と
正
確
に
は
、
こ
の
前
御
神
楽
ま
た
は
花
祭
り
を
行
っ
た
時
以
後
、
大
病
に
罹か

か

っ
た
者
は
、
一
時

に
う
ま
れ
・
き
よ
ま
り
を
受
け
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
字
や
村
に
も
ち
ろ
ん
経

済
的
な
負
担
は
か
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
大
き
な
入
り
用
は
、
そ
の
う
ま
れ
・
き
よ
ま
り
に
あ
ず
か
ろ
う
と

す
る
人
達
が
納
め
る
神
楽
料
と
言
う
べ
き
も
の
で
、
ま
か
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
七
日
あ
る
い
は
三
日
の
御

神
楽
の
時
代
に
は
、
そ
の
年
祭
り
を
す
る
家
が
き
ま
る
と
、
そ
の
屋
敷
の
中
に
一
区
画
距へ

だ

た
っ
た
所
に
、
白シ

ラ
ヤ
マ山

と
い
う
も
の
が
立
ち
ま
す
。
そ
の
中
に
、
そ
れ
等
の
人
が
皆
入
り
こ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
山
は
、
榊さ

か
きや
幣ぬ

さ

の
よ

う
な
も
の
で
飾
っ
て
あ
る
。
花
祭
り
を
行
う
花ハ

ナ

家ヤ

と
白
山
と
を
つ
な
ぐ
道
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
で
つ
な
が
っ

て
い
る
も
の
と
見
て
い
た
よ
う
で
す
。
花
祭
り
が
段
々
す
す
ん
で
く
る
と
、
い
ろ
ん
な
鬼
の
姿
を
し
た
も
の
が

出
て
来
ま
す
。
そ
の
鬼
が
白
山
を
切
り
さ
い
て
、
中
に
い
る
人
々
を
解
放
す
る
形
を
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
こ
と
を
、
大
き
な
鉞

ま
さ
か
りを

持
っ
て
、
力ち

か
ら
あ
し足―

―
反ヘ

ン
バ
イ閇

と
言
い
ま
す
―
―
を
踏
む
儀
式
を
行
い
ま
す
。
何
し
ろ

鬼
が
出
て
来
て
す
る
の
だ
か
ら
、
白
山
に
こ
も
っ
て
い
る
人
達
は
、
地
獄
に
お
ち
て
い
る
亡
者
を
示
し
て
い
る

の
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
を
、
昔
の
村
人
た
ち
は
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
が
実
は
大
き
に
反
対
で
、
お
そ
ら

く
山
の
中
に
あ
る
と
思
わ
れ
て
来
た
他
界
か
ら
出
現
し
た
巨
人
が
、
そ
の
力
を
も
っ
て
、
斎さ

い
か
い
も
く
よ
く

戒
沐
浴
、
非
常
な

謹
慎
を
し
て
い
る
人
達
を
、
と
き
放
し
て
一
挙
に
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
ら
す
の
だ
と
、
そ
う
い
う
考
え
は
、
一

貫
し
て
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。そ
れ
が
ま
た
正
し
く
も
あ
り
、我
が
国
に
お
け
る
、他
界
に
い
る
異
人
が
、我
々

の
た
め
に
時
あ
っ
て
こ
の
世
界
へ
現
れ
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
い
た
古
い
精
神
が
、
こ
こ
に
も
形
は
変
わ
っ
て
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も
、
は
っ
き
り
伝
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
ま
す
。
も
っ
と
よ
く
わ
か
る
こ
と
は
、
先
に
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

ゆ
ま
は
り
・
き
よ
ま
は
り
を
訛な

ま

っ
た
の
に
違
い
な
い
。
絶
対
の
謹
慎
・
禁
忌
の
生
活
を
行
為
す
る
と
い
う
意
味

の
語
が
、
意
味
の
大
部
分
を
忘
れ
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
ま
た
、
新
し
く
こ
れ
と
一
続

き
に
考
え
保
た
れ
て
い
た
う
ま
れ
き
よ
ま
る
た
め
の
謹
慎
と
い
う
よ
う
な
精
神
を
、
ま
た
は
っ
き
り
さ
せ
て
来

た
わ
け
で
す
。
神
楽
と
言
え
ば
、
平
安
朝
中
期
以
来
栄
え
た
宮
廷
の
御
神
楽
と
、
そ
れ
よ
り
は
遥
か
に
起
源
の

古
い
天あ

め
の
い
わ
や
ど

窟
戸
に
お
け
る
鈿う

ず
め
の
み
こ
と

女
命
の
神か

み
あ
そ
び遊、
こ
れ
を
単
純
に
連
絡
さ
せ
て
、
そ
れ
を
本
体
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
が
、
そ
う
し
た
古
代
の
神
遊
の
他
に
、
幾
種
類
か
の
古
い
神
遊
が
あ
っ
て
、
平
安
朝
に
な
っ
て
も
、
そ
の
古

い
の
や
ま
た
新
し
く
加
わ
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
神
遊
、
そ
の
一
部
分
に
宮
廷
の
御
神
楽
が
あ
っ
た
の
を
、
逆
に
神

楽
と
言
う
の
が
全
体
を
表
す
語
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
後
世
で
は
、
伊
勢
神
楽

そ
の
ほ
か
の
神
遊
を
、
皆
神
楽
と
と
な
え
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
も
よ
ろ
し
い
が
、
歴
史
的
に
言

え
ば
、
皆
別
々
の
起
源
、
別
々
の
名
称
を
持
っ
て
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。
宮
廷
の
御
神
楽
に
は
、
う
ま
れ
・
き

よ
ま
り
と
い
っ
た
考
え
方
は
、
神
楽
自
体
と
し
て
は
、
ど
う
も
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
、
今
日
地

方
に
行
わ
れ
て
い
る
広
い
意
味
の
神
楽
は
、
多
く
こ
の
精
神
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
我
々
の
友

人
や
先
輩
が
組
織
し
た
学
説
は
、
立
派
は
立
派
で
も
、
材
料
が
粗
雑
で
あ
っ
た
り
、
豊
富
な
材
料
を
使
っ
て
い

て
も
、
一
方
に
偏
し
て
い
た
り
、
ま
た
材
料
の
沢
山
あ
る
所
を
中
心
と
し
て
考
え
た
り
、
勢
力
あ
る
あ
た
り
の

材
料
に
専も

っ
ぱら

傾
い
た
り
、
常じ

ょ
う
み
ん民の

風
習
・
民
間
の
し
き
た
り
な
ど
を
軽
く
見
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。
そ


