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【
凡
例
】

一
、
各
章
で
扱
っ
た
主
な
テ
ク
ス
ト
は
目
次
に
示
し
た
。
分
析
対
象
と
し
て
重
要
な
も
の
に
続
け
て
、
ス
ラ
ッ
シ
ュ
の
あ
と
に
そ
れ
以

外
を
記
し
た
。
文
中
に
タ
イ
ト
ル
し
か
出
て
こ
な
い
よ
う
な
も
の
は
省
略
し
た
場
合
が
あ
る
。
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
各
章
末
に
示

し
た
。
た
だ
し
、
Ｊ
‐
Ｐ
Ｏ
Ｐ
を
論
じ
た
第
Ⅲ
部
に
つ
い
て
は
、
扱
っ
た
楽
曲
数
が
多
い
た
め
、
目
次
で
は
一
部
を
示
す
に
留
め
た
。

参
照
し
た
楽
曲
の
情
報
は
同
じ
く
各
章
末
に
示
し
て
あ
る
。

一
、
参
考
文
献
は
、
基
本
的
に
著
者
名
と
初
出
年
次
で
記
し
、
実
際
に
参
照
し
た
テ
ク
ス
ト
が
示
し
て
あ
る
。
刊
行
年
次
は
「
↓
」
の

後
ろ
に
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
高
木
信
の
論
文
が
二
〇
二
〇
年
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
二
〇
二
五
年
の
著
書
に
収
録
さ
れ
て
い

る
と
き
、
高
木
﹇2020

↓2025

﹈：「
論
文
名
」（
収
録
さ
れ
た
著
書
名
、
出
版
社
名
）
と
し
た
。
各
章
で
参
照
し
た
文
献
は
章
末
に

載
せ
て
あ
る
。
す
べ
て
の
参
考
文
献
は
、
巻
末
の
参
考
文
献
一
覧
に
著
者
名
順
で
掲
載
し
た
。

一
、
教
科
書
の
指
導
書
（
教
科
書
会
社
に
よ
っ
て
呼
び
名
は
異
な
る
が
一
括
し
て
「
指
導
書
」
と
す
る
）
に
関
し
て
は
、
刊
行
年
次
や

執
筆
者
名
が
な
い
も
の
も
あ
り
、
ど
の
テ
ク
ス
ト
の
指
導
書
で
あ
る
か
と
教
科
書
会
社
名
が
わ
か
る
こ
と
を
優
先
し
、
一
覧
か
ら
は

す
べ
て
は
ず
し
て
あ
る
。
た
だ
し
執
筆
者
名
や
刊
行
年
が
わ
か
る
も
の
は
そ
の
範
囲
内
で
、
各
章
末
に
提
示
し
た
場
合
も
あ
る
。

一
、
本
文
の
引
用
は
参
照
し
た
テ
ク
ス
ト
に
依
っ
て
い
る
が
、
表
記
を
改
め
た
場
合
も
あ
る
。〔
　
〕
内
、
傍
線
、
傍
点
等
は
、
断
り

が
な
い
限
り
高
木
に
よ
る
註
記
で
あ
る
。〔
…
…
〕
は
高
木
に
よ
る
中
略
で
あ
る
。
心
内
語
に
は
〈
　
〉
を
付
し
た
場
合
が
あ
る
。

一
、
引
用
文
末
尾
の
（
　
）
内
の
数
字
は
、
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
・
参
考
文
献
の
頁
数
で
あ
る
。
複
数
の
巻
か
ら
な
る
著
書
か
ら
の
引

用
の
場
合
は
、（
著
書
の
巻
数
―
頁
数
）
と
記
し
て
あ
る
。
基
本
的
に
引
用
本
文
の
場
合
（
Ｊ
‐
Ｐ
Ｏ
Ｐ
、
映
画
の
場
合
は
除
く
）

は
漢
数
字
、
参
考
文
献
は
算
用
数
字
で
示
し
た
。
映
画
に
つ
い
て
は
、
引
用
し
た
台
詞
が
現
れ
る
ラ
ン
ニ
ン
グ
タ
イ
ム
を
示
し
た
場

合
が
あ
る
。

参
考
文
献
一
覧   

351
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索
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359

お
わ
り
に
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…
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初
出
一
覧   

369
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長
め
の
「
は
じ
め
に
」　
亡
霊
論
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

１　

長
め
の
「
は
じ
め
に
」
の
「
は
じ
め
に
」・
本
書
の
ト
リ
セ
ツ

本
書
は
、
前
著
『
亡
霊
た
ち
の
中
世
―
―
引
用
・
語
り
・
憑
在
』（
高
木
﹇2020b

﹈）
と
ペ
ア
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
理
論

編
で
あ
り
、
か
つ
古
典
文
学
テ
ク
ス
ト
を
対
象
と
し
た
前
著
に
対
し
て
、
本
書
は
実
践
編
で
あ
り
、
か
つ
現
代
の
テ
ク
ス
ト

を
対
象
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。

序
章
は
怨
霊
と
亡
霊
と
の
ち
が
い
を
定
義
す
る
た
め
に
、
亡
霊
論
の
出
発
点
で
あ
っ
た
古
典
文
学
テ
ク
ス
ト
か
ら
〈
亡

霊
〉
を
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
他
の
章
と
は
テ
イ
ス
ト
が
ち
が
っ
て
い
る
。
古
典
が
苦
手
な
人
は
読
み
飛
ば
し
て
も
ら

っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
で
以
下
も
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
本
書
を
貫
く
〈
亡
霊
〉
と
は
な
に
か
を
、
こ
こ
で
も
示
し
て
お
こ
う
。

◆
〈
怨
霊
〉
化
と
は
、
死
者
を
現
世
に
回
帰
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
り
、
死
者
が
現
世
に
影
響
を
与
え
、
現
世
の
出

来
事
に
介
入
し
て
い
る
と
す
る
思
考
で
あ
る
。
共
同
体
内
部
の
出
来
事
を
解
釈
す
る
装
置
と
し
て
死
者
を
利
用
す
る
方
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法
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
死
者
の
表
象
（
怨
霊
）
が
現
世
に
祟
り
を
な
し
て
い
る
と
、
死
者
を
扱
う
の
で
あ
る
。

◆
〈
亡
霊
〉
化
と
は
、
死
者
と
生
者
が
親
密
圏
を
構
築
す
る
と
い
う
や
り
方
に
お
い
て
触
れ
あ
え
な
い
も
の
の
、
触
れ
あ

う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
と
い
う
不
可
能
性
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
今
を
生
き
て
い
る
自
分
と
関
わ

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
関
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
死
者
が
、
時
間
と
空
間
を
越
え
て
、
思
い
も
か
け
な
い
人
や
出
来

事
と
つ
な
が
る
可
能
性
、
瞬
間
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
死
者
と
の
親
密
な
、
関
係
と
も
言
え
な

い
関
係
を
切
り
結
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
生
き
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
亡
霊
〉
論
の
視
座
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
読
む
か
と
い
う
実
践
が
本
書
で
あ
る
。

も
っ
と
も
入
門
編
と
は
言
っ
て
も
、
多
く
の
方
に
と
っ
て
な
じ
み
深
い
テ
ク
ス
ト
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
第
Ⅲ

部
の
Ｊ
‐
Ｐ
Ｏ
Ｐ
分
析
で
あ
ろ
う
。
テ
ク
ス
ト
分
析
の
方
法
の
い
く
つ
か
―
―
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
脱
構
築
：
二

項
対
立
の
発
生
を
破
砕
す
る
）・
話
型
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
分
析
・
精
神
分
析
（
本
書
で
は
お
も
に
「
喪
の
作
業
」
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
）

―
―
が
示
し
て
あ
る
。
ま
ず
こ
こ
か
ら
読
ん
で
も
ら
う
の
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
次
が
放
射
性
物
質
を
〈
亡
霊
〉
と
し
て

分
析
し
た
第
Ⅳ
部
が
読
み
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
Ⅰ
・
Ⅱ
部
は
高
校
の
国
語
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
小
説
の
分
析
な
の
で
、
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
も
い
く
つ

か
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
ら
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
本
書
は
〝
常
識
〞
的

な
読
解
に
対
し
て
、
ち
が
う
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
〝
常
識
〞
を
批
判
し
、
テ
ク
ス
ト
の
〝
そ
こ
〞
に
書
い
て

あ
る
の
に
見
落
と
さ
れ
て
い
る
断
片
に
着
目
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
ひ
ね
っ
た
分
析
が
多
い
。「
ひ
ね
り
」
の
必

要
性
を
以
下
述
べ
て
い
こ
う
と
思
う
。

２　

な
ぜ
国
語
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
小
説
な
の
か

最
初
か
ら
配
列
を
変
え
て
本
を
作
れ
ば
い
い
の
に
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
本
書
は
「
教
室
で
教
科
書
の
小

説
が
い
か
に
読
ま
れ
て
い
る
か
」、
そ
し
て
「
読
み
方
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
示
す
る
」
こ
と
、
そ
の
と
き
に
「
い
か
に

読
む
か
」
と
い
う
〈
方
法
〉
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
編
ん
だ
。
第
Ⅲ
・
Ⅳ
部
は
国
語
の
授
業
で
は
扱
わ
れ
な
い

テ
ク
ス
ト
を
分
析
対
象
と
し
て
い
る
（
中
島
み
ゆ
き
の
歌
詞
は
国
語
の
教
材
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
）。「
総
合
的
学
習
の
時

間
」
や
「
土
曜
講
座
」
な
ど
で
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
授
業
中
の
余
談

と
し
て
使
用
で
き
る
テ
ク
ス
ト
群
と
テ
ク
ス
ト
分
析
の
提
示
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
本
書

の
構
成
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
国
語
教
科
書
」
な
の
か
。

日
本
人
が
一
番
読
ん
で
い
る
小
説
は
、
た
ぶ
ん
芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
毎
年
高
校
生
約
百
万

人
が
教
室
で
読
ま
さ
れ
て
い
る
「
定
番
教
材
」
だ
か
ら
だ
。
人
生
で
文
学
を
否
応
な
し
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、

教
室
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
、
非
常
に
「
道
徳
的
」
な
読
み
方
や
、「
こ
れ
が
正
し
い
読
み
方
＝
解
釈
だ
」
と
一
方
的
に

意
味
を
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
、「
自
由
に
読
ん
で
い
い
か
ら
好
き
な
こ
と
を
言
っ
て
ご
ら
ん
」
と
教
師
に
言
わ
れ
て
、
本
当

に
好
き
勝
手
言
っ
た
ら
「
そ
れ
は
ど
う
か
な
〜
」
と
言
わ
れ
た
り
、「
そ
れ
も
い
い
ね
、
こ
れ
も
い
い
ね
」
と
授
業
が
進
み
、

し
か
し
テ
ス
ト
で
は
○
×
が
付
け
ら
れ
て
、
じ
つ
は
「
正
答
」
が
あ
っ
た
と
い
う
体
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

テ
ス
ト
に
正
答
が
な
け
れ
ば
採
点
で
き
な
い
の
だ
か
ら
し
か
た
な
い
し
、
そ
れ
が
教
室
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
文
脈
＝

場
）
に
お
け
る
ル
ー
ル
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
「
読
み
方
」
も
あ
る
は
ず
だ
。「
そ
う
で
は
な
い
」
読
み
方

を
提
示
し
た
か
っ
た
ら
、
論
理
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
学
校
で
は
そ
の
よ
う
な
〈
方
法
＝
理
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論
〉
は
教
え
て
く
れ
な
い
。

本
書
は
「
そ
う
で
は
な
い
読
み
方
」
を
論
理
的
に
説
明
す
る
た
め
の
〈
方
法
＝
理
論
〉
を
提
示
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
目

標
と
し
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
最
近
の
教
科
書
に
は
「
死
者
が
現
世
に
回
帰
し
て
く
る
小
説
」
が
多
い
、
あ
る
い
は
怪
奇
現
象
の
よ
う

な
も
の
を
描
い
た
小
説
が
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
こ
と
に
理
由
が
あ
る
。

核
家
族
化
し
て
近
親
者
の
死
に
触
れ
る
機
会
が
減
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
も
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
災
害
に
よ
っ
て
、
死

者
が
多
く
出
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
身
近
な
人
を
喪
っ
た
体
験
を
持
つ
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
安
っ
ぽ
い

〈
悲
し
み
か
ら
の
回
復
の
物
語
〉
に
回
収
で
き
な
い
〈
悲
し
み
〉
が
あ
る
は
ず
だ
。

絶
対
に
触
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
な
い
「
死
者
」
に
対
し
て
、
生
き
て
い
る
〝
わ
れ
わ
れ
〞
は
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
え
ば

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
紋
切
り
型
の
「
道
徳
的
」
な
仕
方
で
は
な
く
。「
死
」
や
「
幽
霊
」
を
多
く
登
場
さ
せ
て
い
る
教
科
書

の
国
語
教
材
（
小
説
）
を
通
し
て
、「
死
者
」（
あ
る
い
は
も
う
少
し
広
げ
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
存
在
）
と
の
倫
理
的
な
結
び
つ

き
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
も
う
ひ
と
つ
の
目
標
で
あ
る
。

「
文
学
国
語
」
と
呼
ば
れ
る
な
か
の
小
説
を
対
象
と
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
本
書
で
は
定
番
中
の
定
番
と
さ
れ
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
は
分
析
対
象
と
し
て
は
い
な
い
。「
羅

生
門
」『
富
嶽
百
景
』「
山
月
記
」「
舞
姫
」『
こ
こ
ろ
』
な
ど
の
分
析
は
、
今
後
行
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

３　
〈
真
実
〉
な
ん
て
あ
る
の
か

高
校
で
教
え
て
い
て
も
、
大
学
で
教
え
て
い
て
も
、
ふ
と
学
生
が
も
ら
す
一
言
が
あ
る
。

①
「
作
者
は
そ
ん
な
こ
と
ま
で
考
え
て
書
い
て
い
る
ん
で
す
か
？
」

②
「
作
者
に
聞
い
て
み
な
い
と
、
な
に
が
言
い
た
い
の
か
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
！
」

し
か
し
、
た
と
え
ば
実
際
に
作
者
の
自
作
解
説
を
聞
い
て
、
そ
の
と
き
に
作
者
が
「
言
っ
た
こ
と
」
が
は
た
し
て
「
わ
か

る
」
の
か
ど
う
か
。
そ
う
し
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
出
来
事
は
思
考
の
埒
外
に
あ
る
。

そ
の
対
極
に
あ
る
の
は
、

③
「
私
が
そ
う
感
じ
た
ん
だ
か
ら
、
と
や
か
く
言
わ
れ
た
く
な
い
！
」

④
「
あ
の
先
生
は
自
分
の
考
え
を
押
し
つ
け
る
だ
け
じ
ゃ
ん
！
」

と
い
う
発
言
で
あ
る
。

し
か
し
①
②
と
③
④
は
、
じ
つ
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
発
話
主
体
の
絶
対
化
で
あ
る
。
ケ
ー
ス
①
②

③
は
と
も
に
発
話
主
体
で
あ
る
〈
私
〉
の
み
が
「
真
実
」
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
対
し
て
④
は
す
こ
し
歪

ん
だ
発
想
と
な
っ
て
い
る
。

ケ
ー
ス
②
③
の
立
場
か
ら
な
ら
ば
、
ケ
ー
ス
④
の
「
あ
の
先
生
」
の
発
話
は
絶
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
し
か

し
、
テ
ク
ス
ト
の
作
者
の
意
図
に
対
し
て
、「
あ
の
先
生
」
は
一
種
類
の
読
み
方
を
抑
圧
的
に
〈
私
〉
に
押
し
つ
け
て
く
る

の
で
、
自
身
の
読
み
方
の
発
話
主
体
で
あ
る
〈
私
〉
や
テ
ク
ス
ト
の
発
話
主
体
で
あ
る
〈
作
者
〉
の
〈
私
〉
を
疎
外
し
て
い

る
と
い
う
発
想
な
の
で
あ
ろ
う
。

今
さ
ら
バ
ル
ト
﹇1968

﹈
の
「
作
者
の
死
」
で
も
あ
る
ま
い
が
、
作
者
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
背
後
に
あ
る
〈
真
実
〉
は

け
っ
し
て
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
読
者
が
テ
ク
ス
ト
の
〈
意
味
〉
を
生
成
す
る
。
こ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
放
棄

で
は
な
い
。
言
説
が
お
か
れ
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
コ
ー
ド
（
文
法
＝
ル
ー
ル
）
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
享
受
者
が
読
み
え

た
の
か
、
そ
の
当
否
は
ま
た
別
の
享
受
者
の
読
み
方
と
つ
ね
に
す
り
合
わ
さ
れ
、
批
評
に
さ
ら
さ
れ
、
変
化
し
て
い
く
も
の

で
あ
る
。
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さ
て
、
作
者
の
真
実
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
の
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。
名
曲
と
言
わ
れ
、
昭
和
日
本
を
代
表
す
る
曲

の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
、
フ
ォ
ー
ク
グ
ル
ー
プ
・
か
ぐ
や
姫
の
「
神
田
川
」
で
あ
る
。

「
貴
方
は
　
も
う
忘
れ
た
か
し
ら
」
で
は
じ
ま
る
こ
の
楽
曲
は
、
三
畳
一
間
の
下
宿
で
同
棲
し
て
い
る
カ
ッ
プ
ル
が
銭
湯
へ

行
っ
た
と
き
の
記
憶
を
語
っ
て
い
る
。「
一
緒
に
出
よ
う
ね
っ
て
」
約
束
し
た
の
に
、
な
ぜ
か
い
つ
も
女
性
が
「
待
た
さ
れ

た
」
と
あ
る
。

こ
の
曲
の
謎
は
、
な
ぜ
「
私
」（
語
り
手
で
あ
る
女
性
）
が
「
い
つ
も
」「
待
た
さ
れ
た
」
の
か
と
い
う
点
だ
。
一
九
七
三

年
と
い
う
時
代
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
考
え
る
と
、
ひ
と
つ
し
か
な
い
石
け
ん
と
い
う
状
況
が
思
い
浮
か
ぶ
。
し
か
し
当

時
は
男
性
の
髪
も
女
性
の
髪
も
長
か
っ
た
（
短
髪
の
人
も
い
た
が
）。
シ
ャ
ン
プ
ー
に
掛
か
る
時
間
に
男
女
差
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
言
っ
て
い
い
。
ま
た
ひ
と
つ
の
石
け
ん
を
二
人
で
使
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
今
「
私
」
の
手
元
で
石
け
ん
が
カ
タ
カ
タ

鳴
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
あ
な
た
」
が
ま
だ
石
け
ん
で
身
体
を
洗
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
銭
湯
の
構
造
は
、
現

在
（
二
十
世
紀
末
か
ら
二
十
一
世
紀
初
頭
）
の
ス
ー
パ
ー
銭
湯
と
ち
が
い
、
男
女
の
浴
室
の
あ
い
だ
を
仕
切
る
壁
の
上
部
に
は

隙
間
が
あ
り
、
会
話
が
で
き
た
の
で
あ
る
。「
一
緒
に
出
よ
う
ね
」
と
い
う
約
束
は
、
入
浴
前
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
風
呂
を
上
が
る
と
き
に
も
、
二
人
は
声
を
掛
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

相
模
女
子
大
学
の
学
生
に
、「
な
ぜ
「
私
」
は
「
い
つ
も
」「
待
た
さ
れ
た
」
の
か
？
　
理
由
を
考
え
て
み
よ
う
」
と
言
っ

て
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
に
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
を
書
い
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

・
男
が
銭
湯
で
浮
気
相
手
の
別
の
人
（
男
／
女
）
と
密
会
し
て
い
た
。

・
女
が
男
の
気
を
惹
き
た
く
て
、
わ
ざ
と
早
め
に
出
て
、
冷
え
た
身
体
を
「
冷
た
い
ね
」
っ
て
言
っ
て
「
抱
い
て
」
も
ら

い
た
か
っ
た
。

・
男
が
も
う
女
を
好
き
で
な
く
な
っ
て
い
た
。

と
い
う
も
の
と
、
先
ほ
ど
の
よ
う
な
身
体
を
洗
う
時
間
の
長
さ
、
石
け
ん
の
共
有
、
出
る
時
間
を
決
め
て
い
な
か
っ
た
な

ど
と
い
う
「
解
答
」
が
寄
せ
ら
れ
た
。
男
性
が
「
浮
気
」
し
て
い
る
説
、
女
性
の
「
気
を
惹
く
」
説
が
け
っ
こ
う
多
く
て
驚

い
た
。

し
か
し
、
こ
の
歌
詞
の
ど
こ
に
も
、
こ
れ
ら
の
「
解
答
」
が
「
ま
ち
が
い
で
あ
る
」、
あ
る
い
は
逆
に
「
正
し
い
」
と
す

る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
は
存
在
し
な
い
。
存
在
し
な
い
か
ら
「
好
き
に
解
釈
し
て
い
い
」
と
い
う
の
は
、
高
木
﹇2000

﹈
で
批
判

し
た
、
日
本
流
テ
ク
ス
ト
論
的
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
に
よ
り
そ
っ
て
、
読
者
は
意
味
を
生
成
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
九
五
年
二
月
十
二
日
（
日
）
放
送
の
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
『
ク
イ
ズ  

日
本
人
の
質
問
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
な

ク
イ
ズ
が
あ
っ
た
。
こ
の
楽
曲
に
つ
い
て
「
な
ぜ
、
い
つ
も
女
性
で
あ
る
私
が
待
た
さ
れ
た
の
か
」
と
い
う
出
題
が
な
さ
れ

た
。
正
解
は
「
男
が
い
つ
も
風
呂
屋
の
裏
に
あ
る
池
の
鯉
に
餌
を
や
っ
て
い
た
か
ら
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
理
由
は
、

作
詞
者
が
自
分
の
実
体
験
を
元
に
こ
の
詩
を
作
り
、
実
際
の
生
活
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
司
会

者
も
ゲ
ス
ト
も
「
な
る
ほ
ど
こ
れ
が
真
相
だ
っ
た
の
か
」
と
納
得
し
て
い
た
。
創
っ
た
本
人
が
言
う
の
だ
か
ら
ま
ち
が
い
は

な
い
、
創
っ
た
人
に
し
か
真
相
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
知
っ
て
い
る
者
」
だ
け
が
「
わ
か
る
」
と

い
う
の
だ
。
し
か
し
こ
れ
が
本
当
に
「
正
解
」
な
の
だ
ろ
う
か
。「
神
田
川
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
正

解
」
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
は
、
鯉
に
餌
を
や
っ
て
い
た
こ
と
を
保
証
す

る
も
の
が
な
に
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
正
解
」
に
は
文
化
史
や
社
会
史
の
コ
ー
ド
を
導
入
し
て
も
た
ど
り
つ
け
な
い
の

で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
曲
に
関
し
て
い
え
ば
、「
な
ぜ
待
た
さ
れ
た
の
か
？
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て
も
生
産
的
で
は
な
い
の
で
あ

る
。「
待
た
さ
れ
た
」
こ
と
、
あ
る
い
は
「
待
た
せ
た
こ
と
」
を
ど
の
よ
う
に
、
誰
が
語
っ
て
い
る
か
を
前
景
化
さ
せ
ね
ば
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な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

学
生
も
こ
の
話
を
す
る
と
、「
そ
れ
は
わ
か
る
は
ず
が
な
い
！
」
と
応
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
第
Ⅲ
部

の
よ
う
な
Ｊ
‐
Ｐ
Ｏ
Ｐ
分
析
や
マ
ン
ガ
分
析
を
授
業
で
す
る
と
、「
作
者
は
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
た
の
か
気
に
な
る
」
と
い

う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
ペ
ー
パ
ー
が
多
く
寄
せ
ら
れ
る
（
こ
れ
は
相
模
女
子
大
学
だ
け
で
な
く
、
他
大
学
の
授
業
で
も
多
く
の
学
生
が

言
っ
て
く
る
）。

ど
こ
ま
で
「
作
者
」
が
「
真
実
」
を
占
有
し
て
い
る
こ
と
に
屈
服
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が

歴
史
好
き
な
の
も
同
根
で
あ
ろ
う
。
歴
史
に
は
「
真
実
」
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。「
本
当
の
×
×
」
が
日
本
人
は
と
て
も

好
き
だ
。
し
か
し
、
じ
つ
は
歴
史
学
も
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
歴
史
学
者
の
解
釈
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、

複
数
の
真
実
の
歴
史
が
併
存
し
て
い
る
の
が
現
実
な
の
だ
が
、
多
く
の
人
は
「
歴
史
に
は
真
実
が
あ
る
」
と
信
じ
て
い
る
。

本
書
は
そ
の
よ
う
な
「
学
校
教
育
の
悪
弊
」
で
あ
る
「
作
者
の
意
図
＝
真
実
絶
対
主
義
」
に
抗
う
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
で
あ

る
。４　

〈
学
ぶ
〉
と
は
な
に
か

少
し
回
り
道
を
し
よ
う
と
思
う
。

二
〇
一
九
年
に
ラ
グ
ビ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
行
わ
れ
て
い
た
。「
ワ
ー
ル
ド
な
ん
ち
ゃ
ら
」
や
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」

や
ら
、「
国
」
対
抗
の
催
し
に
は
ま
っ
た
く
興
味
が
な
い
の
だ
が
（
ま
た
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
を
か
ら
め
て
莫

大
な
税
金
を
使
用
し
て
競
技
場
を
作
る
こ
と
に
は
は
な
は
だ
し
く
疑
問
を
持
つ
。
二
〇
二
〇
〜
二
一
年
に
か
け
て
、
コ
ロ
ナ
禍
と
相

ま
っ
て
、
も
め
に
も
め
て
い
た
）、
ラ
グ
ビ
ー
は
国
籍
が
日
本
で
な
く
て
も
日
本
代
表
に
な
れ
る
（
条
件
は
あ
る
よ
う
だ
が
）
と

い
う
の
が
、
よ
い
。

と
く
に
ラ
グ
ビ
ー
は
得
点
を
取
る
（
タ
ッ
チ
ダ
ウ
ン
す
る
）
た
め
に
、
ボ
ー
ル
を
前
方
へ
運
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、

け
っ
し
て
前
に
ボ
ー
ル
を
投
げ
て
は
な
ら
な
い
（
ボ
ー
ル
を
持
っ
て
走
る
こ
と
と
キ
ッ
ク
で
は
前
に
ボ
ー
ル
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
）
と
い
う
逆
説
的
な
あ
り
方
が
、
他
の
ス
ポ
ー
ツ
と
決
定
的
に
ち
が
っ
て
い
る
。
ゴ
ー
ル
ラ
イ
ン
を
目
指
し
て
走
る
主
体

は
、
ボ
ー
ル
を
前
に
運
ぶ
た
め
に
、
あ
え
て
自
分
に
と
っ
て
は
未
知
の
（
自
分
に
は
見
え
な
い
）
後
ろ
へ
と
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
。

後
ろ
を
走
っ
て
い
る
主
体
は
（
サ
イ
ン
で
決
ま
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
）、
前
を
走
る
他
者
の
行
動
を
予
測
し
、
ボ
ー
ル

を
待
ち
な
が
ら
走
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ボ
ー
ル
を
受
け
取
る
と
、
ボ
ー
ル
を
持
ち
ゴ
ー
ル
へ
向
か
っ
て
走
る
主
体
へ
と
変
容

す
る
。
ボ
ー
ル
を
前
に
進
め
る
た
め
に
背
後
へ
ボ
ー
ル
を
投
擲
す
る
主
体
と
、
前
か
ら
来
る
ボ
ー
ル
を
受
け
止
め
る
こ
と
で

主
体
と
化
す
選
手
。
主
体
の
英
語
はsubject

〈
な
に
か
の
前
に
放
り
出
さ
れ
た
存
在
〉
で
あ
る
。
投
げ
ら
れ
た
ボ
ー
ル
を

受
け
止
め
る
と
い
う
受
動
的
な
行
為
が
、
次
に
ボ
ー
ル
を
持
っ
て
走
る
主
体
と
な
る
と
い
う
能
動
的
な
行
為
に
な
る
わ
け
だ
。

た
だ
し
、
主
体
の
成
立
と
他
者
と
の
関
係
に
は
前
後
関
係
は
な
く
、
そ
の
成
立
は
同
時
で
あ
る
。

さ
て
、「
学
ぶ
」
と
い
う
語
は
「
ま
ね
ぶ
」〈
ま
ね
を
す
る
〉
を
語
源
と
す
る
と
さ
れ
る
。「
学
ぶ
」
と
は
受
動
的
な
行
為

の
よ
う
で
あ
る
が
（
し
か
し
、
前
か
ら
や
っ
て
く
る
「
な
に
か
」
＝
「
ど
の
よ
う
に
転
が
る
か
わ
か
ら
な
い
、
ス
ク
リ
ュ
ー
の
よ
う

に
回
転
し
な
が
ら
飛
ん
で
く
る
ボ
ー
ル
」
を
受
け
止
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
受
け
止
め
ず
に
ス
ル
ー
し
、
別
の
誰
か
へ
の
パ
ス
と
す

る
こ
と
で
ボ
ー
ル
を
つ
な
ぐ
こ
と
を
選
び
取
り
）、
前
か
ら
到
来
す
る
も
の
を
受
け
止
め
る
（
あ
る
い
は
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
選

択
を
す
る
）
主
体
と
な
る
能
動
的
な
行
為
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
十
数
年
、
毎
年
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
外
国
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
前
は
飛
行
機
が
怖
す
ぎ
て
、
海
外
へ

行
く
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
乗
る
と
（
怖
さ
が
少
し
減
っ
た
だ
け
だ
が
）、
外
国
へ
行
く
た
め
な
ら

ま
た
乗
る
し
か
な
い
か
な
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
海
外
を
好
き
に
な
っ
た
の
は
、（
１
）
湿
気
の
少
な
さ
（
欧
米
限
定
だ
が
）。

（
２
）
外
国
語
が
で
き
な
い
か
ら
、
街
行
く
人
が
な
に
を
話
し
て
い
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
ず
、
他
者
の
言
葉
を
ま
る
で


