
宗
立
学
寮
に
関
す
る
覚
え
書
き

菅

野

龍

清

平
成
十
六
年
度
か
ら
宗
立
学
寮
の
寮
監
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
れ
以
前
に
は
併
設
の
浄
延
院
の
副
住
職
と
し
て
、
ま
た

副
寮
監
と
し
て
十
一
年
間
宗
立
学
寮
の
寮
生
を
間
近
に
見
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
生
活
の
中
か
ら
思
う
と
こ
ろ
を
雑
感
と
し
て
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
く
機
会
を
得
た
。
雑
感
で
あ
り
、
覚
え
書
き
で
あ
る
か
ら
、
何
か
大
層
な
事
を
言
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
建
設
的
な
提
言
が

で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
ず
は
そ
の
こ
と
を
お
詫
び
し
お
許
し
頂
き
た
い
と
思
う
。

一

日
蓮
宗
に
お
け
る
宗
立
学
寮
は
宗
憲
第
六
条
に
お
け
る
「
本
宗
の
行
学
は
、
不
断
に
修
す
る
ほ
か
、
立
正
大
学
、
身
延
山
大
学
そ
の
他

の
教
育
機
関
、
特
に
信
行
道
場
、
日
蓮
宗
布
教
研
修
所
、
布
教
院
、
僧
風
林
、
宗
立
学
寮
、
加
行
所
及
び
声
明
養
成
講
習
所
に
お
い
て
行

う
」
に
基
づ
き
、
日
蓮
宗
宗
立
学
寮
規
定
に
お
い
て
「
立
正
大
学
生
に
し
て
本
宗
の
僧
籍
を
有
す
る
者
を
寮
生
と
し
て
収
容
し
、
僧
風
教

育
と
団
体
生
活
を
通
じ
て
道
念
の
涵
養
と
智
徳
の
発
揚
を
は
か
り
、
有
為
な
法
器
を
育
成
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
学
寮
内
に
お
い
て
は
堀
之
内
学
寮
に
お
い
て
は
「
学
寮
三
誓
」、
谷
中
学
寮
に
お
い
て
は
「
寮
則
三
章
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ほ

と
ん
ど
同
様
の
文
章
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

「
学
寮
三
誓
」

一
、
法
華
経
の
行
者
た
る
誇
り
を
堅
持
し
、
品
性
、
人
格
の
向
上
に
つ
と
め
る
こ
と

一
、
異
体
同
心
の
祖
訓
を
体
し
、
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
て
行
学
二
道
に
精
進
す
る
こ
と
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一
、
秩
序
と
規
律
を
守
り
、
寮
友
あ
い
助
け
、
共
同
生
活
の
意
義
を
高
ら
し
め
る
こ
と

「
寮
則
三
章
」

一
、
法
華
経
の
行
者
た
る
誇
り
を
高
く
保
ち
、
自
他
の
人
格
を
尊
重
し
言
動
を
慎
む
こ
と

一
、
異
体
同
心
の
祖
訓
を
体
し
、
互
い
に
励
ま
し
て
独
立
の
精
神
を
養
い
行
学
二
道
に
精
進
す
る
こ
と

一
、
日
常
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
寮
監
の
指
導
の
も
と
に
、
寮
生
の
自
主
的
協
議
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と

す
な
わ
ち
、
宗
立
学
寮
に
お
い
て
は
上
記
の
寮
則
を
基
本
に
い
わ
ゆ
る
僧
風
生
活
が
営
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
日
蓮
宗
僧
侶

と
し
て
基
礎
を
涵
養
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
目
的
を
成
就
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
規
律
あ
る
日
々
の
生
活
で

あ
り
、
そ
の
生
活
の
基
本
と
な
る
の
は
日
々
の
勤
行
と
掃
除
と
食
事
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
は
寮
生
活
が
続
く
限
り
存
在
す
る
。
こ
の
三
つ

が
充
実
し
な
け
れ
ば
学
寮
生
活
は
成
立
し
な
い
。

二

宗
立
学
寮
に
在
籍
す
る
寮
生
の
人
数
は
年
代
に
よ
っ
て
多
生
の
推
移
は
あ
る
も
の
の
、
両
学
寮
に
そ
れ
ぞ
れ
三
十
名
か
ら
四
十
名
前
後

で
あ
る
。
堀
之
内
学
寮
に
は
一
・
二
年
生
、
谷
中
学
寮
に
は
三
・
四
年
生
が
在
籍
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
棲
み
分
け
を
し
て
い
る
理
由

は
宗
門
子
弟
に
対
す
る
教
育
的
配
慮
か
ら
で
は
な
く
、
立
正
大
学
に
お
け
る
過
去
の
授
業
の
履
修
に
基
づ
い
た
結
果
で
あ
る
。
簡
単
に
い

え
ば
仏
教
学
部
の
一
・
二
年
生
は
熊
谷
校
舎
、
三
・
四
年
生
は
大
崎
校
舎
に
分
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
仏
教
学
部
は
四
年
間
大

崎
一
貫
教
育
に
推
移
し
た
の
で
、
先
に
述
べ
た
棲
み
分
け
を
解
消
し
て
学
寮
も
四
年
一
貫
の
教
育
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
現
に
仏
教
学
部
の
大
崎
一
貫
教
育
へ
の
転
換
に
際
し
新
学
寮
建
設
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
際
、「
四
年
一
貫
の
学
寮
を
建
設
す

べ
き
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
四
年
間
一
貫
の
僧
風
教
育
・
団
体
生
活
が
も
た
ら
す
教
育
効
果
を
熟
知
さ
れ
た
傾
聴
す
べ
き
意
見

で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
現
在
ま
で
二
十
八
年
間
に
及
ぶ
二
学
年
ず
つ
棲
み
分
け
た
二
つ
の
学
寮
と
い
う
在
り
方
は
、
当
初
は
教
育
的
配
慮
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か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
に
し
ろ
、
結
果
的
に
予
期
し
な
い
教
育
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
一
・
二
年
と
三
・
四

年
と
が
場
所
を
変
え
て
生
活
す
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
指
導
方
法
を
明
確
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば

読
経
に
つ
い
て
言
え
ば
、
入
寮
直
後
の
一
年
生
に
は
全
く
お
経
が
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
た
上
で
指
導
を
始
め
、
二
年
時
終
了

ま
で
に
要
品
読
誦
を
可
能
と
さ
せ
る
。
谷
中
移
行
の
後
に
初
め
て
一
部
経
の
指
導
を
行
い
、
宗
定
法
要
式
の
内
容
も
学
習
す
る
。
ま
た
勤

行
導
師
に
つ
い
て
も
堀
之
内
で
は
二
年
時
に
夕
勤
導
師
を
勤
め
、
谷
中
に
移
行
し
て
か
ら
朝
夕
勤
そ
れ
ぞ
れ
の
導
師
を
勤
め
る
等
々
が
挙

げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
今
ひ
と
つ
教
育
的
効
果
と
思
え
る
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
上
級
生
の
有
無
と
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。
全
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た

わ
け
で
は
な
い
が
多
く
の
卒
寮
生
に
対
し
て
「
ど
の
学
年
の
時
が
一
番
楽
し
か
っ
た
か
」
と
聞
く
と
大
方
は
「
二
年
生
の
時
」
と
答
え
る
。

逆
に
「
一
番
辛
か
っ
た
学
年
は
？
」
と
聞
く
と
「
一
年
生
の
時
」
と
答
え
る
こ
と
が
大
半
か
と
思
う
と
そ
う
で
も
な
く
「
三
年
生
の
時
」

と
答
え
る
者
が
か
な
り
存
在
す
る
。
熊
谷
（
あ
る
い
は
堀
之
内
）
の
二
年
生
時
が
一
番
楽
し
い
と
感
じ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
、
そ
れ

ま
で
の
辛
い
一
年
時
を
終
え
て
後
輩
が
で
き
る
、
し
か
も
煩
い
上
級
生
先
輩
は
谷
中
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
精
神
的
に
楽
に

な
る
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
一
方
、
二
年
時
に
そ
の
よ
う
な
寮
生
活
を
送
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
に
な
る
と
不
慣
れ
な
谷

中
に
移
っ
て
新
た
に
覚
え
る
こ
と
が
多
い
上
に
、
上
級
生
が
再
び
登
場
し
下
級
生
は
い
な
く
な
る
。
一
年
生
に
戻
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
三
年
生
と
い
う
の
は
宗
立
学
寮
の
中
心
と
な
っ
て
行
事
を
企
画
運
営
す
る
最
も
重
要
か
つ
多
忙
な
学
年
で
あ
る
。
寮
監
、
副

寮
監
か
ら
の
諸
注
意
も
こ
と
に
う
る
さ
く
、
四
年
生
か
ら
の
チ
ェ
ッ
ク
も
厳
し
い
。
加
え
て
履
修
す
る
授
業
が
最
も
多
い
の
で
自
由
時
間

も
少
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
精
神
的
に
も
体
力
的
に
も
厳
し
い
と
感
じ
て
し
ま
う
の
も
宜
な
る
か
な
、
と
思
う
。
し
か
し
谷
中
移
行
時
に

強
制
的
に
初
心
に
戻
し
て
し
ま
う
と
い
う
や
り
方
は
上
級
生
に
あ
り
が
ち
な
増
上
漫
や
怠
惰
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
一
定
の

教
育
的
効
果
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
、
寮
監
・
副
寮
監
が
心
を
砕
く
べ
き
事
は
一
年
生
が
早
く
寮
生
活
に
慣
れ
る
こ
と
、
二

年
生
が
一
年
生
の
模
範
と
し
て
、
ま
た
適
切
に
一
年
生
に
接
し
て
る
か
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
、
三
年
生
が
精
神
的
な
面
で
心
が
折
れ
な
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い
よ
う
に
、
ま
た
四
年
生
が
名
目
上
で
な
く
真
実
の
意
味
で
最
上
級
生
と
し
て
寮
生
の
模
範
と
な
る
べ
く
手
助
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
余
談
で
は
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
こ
と
は
卒
寮
生
、
つ
ま
り
四
年
間
を
学
寮
で
生
活
し
た
者
が
卒
寮
後
に
述
懐
す
る
こ
と
で
あ
り
、
在

寮
生
に
聞
い
て
も
こ
の
よ
う
な
答
え
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
在
寮
生
の
本
音
は
「
今
が
一
番
辛
い
」
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
の
で
は
な

い
か
）

右
に
述
べ
た
こ
と
は
二
つ
の
学
寮
が
学
年
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
る
こ
と
よ
っ
て
生
じ
る
教
育
的
効
果
、
メ
リ
ッ
ト
の
一
端
で
あ
る

が
、
当
然
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
わ
け
で
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
曖
昧
な
言
葉
で
あ
る
が
一
体
感
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
年
生
や
二
年

生
は
四
年
生
と
会
話
を
す
る
こ
と
は
滅
多
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
四
年
一
貫
の
学
寮
で
あ
れ
ば
、
ま
た
違
っ
た
接
し
方
、
つ
き
あ
い

方
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
在
の
学
寮
で
は
ほ
と
ん
ど
交
渉
の
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
今
後
、
共
に
大
崎
校
舎
に
通
う

中
で
、
す
な
わ
ち
学
寮
の
外
で
、
個
人
的
に
或
い
は
、
学
寮
生
が
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
「
御
遺
文
研
究
会
」「
布
教
会
」「
プ
ン
ダ
リ
ー

カ
」
等
の
サ
ー
ク
ル
活
動
等
で
密
接
な
交
流
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
宗
立
学
寮
全
体
の
一
体
感
と
し
て
成
熟
し
て
く
れ
る
こ
と
を
切
に
望
ん

で
い
る
。

三

毎
年
三
年
生
が
熊
谷
学
寮
（
現
在
は
堀
之
内
学
寮
）
か
ら
移
行
し
、
最
初
の
朝
勤
導
師
を
勤
め
た
際
に
自
己
紹
介
を
し
て
も
ら
っ
て
い

る
が
、
そ
の
中
で
ほ
と
ん
ど
の
寮
生
が
口
に
す
る
こ
と
は
、
寺
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
苦
悩
で
あ
る
。
自
ら
の

人
生
が
、
寺
に
生
ま
れ
た
め
跡
継
ぎ
と
な
る
こ
と
に
の
み
定
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
、
あ
る
い
は
思
い
こ
み
の
中
で
十
代

後
半
に
な
る
に
つ
れ
、
多
く
は
高
校
在
学
中
に
有
り
体
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
「
僧
侶
に
な
り
た
く
な
い
、
で
も
そ
う
も
い
か
な
い
」
と
思

い
悩
む
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
僧
侶
に
な
る
こ
と
は
決
意
し
て
い
る
も
の
の
「
師
父
の
よ
う
な
僧
侶
に
な
る
自
信
が
な
い
」
と
悩
む
の
で

あ
る
。
誰
で
も
一
度
は
通
る
道
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
の
人
生
の
行
く
末
が
希
望
に
満
ち
、
あ
ら
ゆ
る
選
択
肢
に
溢
れ
て
い
る
よ
う
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に
見
え
る
十
代
に
は
当
然
の
悩
み
で
あ
る
。
ま
た
自
ら
の
未
熟
さ
を
自
覚
し
て
将
来
へ
の
不
安
が
か
き
立
て
ら
れ
る
こ
と
も
、
僧
侶
に
限

ら
ず
実
社
会
で
も
多
く
見
ら
れ
る
若
者
の
悩
み
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
事
を
言
っ
て
は
大
変
不
遜
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
私
は
悩
む
彼
ら

の
姿
を
出
家
以
前
の
釈
尊
と
重
ね
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
勿
論
、
釈
尊
の
悩
み
は
自
分
の
将
来
に
対
す
る
悩
み
な
ど
と
い
っ
た
小
さ
な

こ
と
で
は
な
く
、
人
間
存
在
に
対
す
る
根
源
的
な
深
い
悩
み
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
結
局
そ
の
苦
悩
を
解
決
す
る
た

め
父
母
を
妻
子
を
捨
て
て
出
家
し
た
釈
尊
と
、
そ
の
釈
尊
の
弟
子
た
る
僧
侶
の
子
弟
が
寺
院
と
い
う
「
家
」
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

あ
る
い
は
で
き
る
な
ら
ば
出
な
い
方
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
日
本
の
仏
教
界
の
現
状
は
皮
肉
で
あ
る
。
私
は
こ
の
現
状
を
否
定
し
て
仏
教

者
は
す
べ
か
ら
く
本
来
の
出
家
を
目
指
す
べ
き
だ
と
か
、
南
方
上
座
部
仏
教
を
模
範
と
し
て
行
く
べ
き
だ
な
ど
と
は
全
く
考
え
て
い
な

い
。
現
状
の
中
で
新
た
な
僧
侶
像
を
確
立
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
で
は
具
体
的
に
そ
れ
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
甚
だ
曖
昧

で
あ
り
き
た
り
の
意
見
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
や
は
り
世
俗
に
ま
み
れ
て
、
社
会
と
深
く
関
わ
り
合
い
な
が
ら
生
き
る
べ
き
と
考
え
る
。

例
え
ば
次
の
よ
う
な
意
見
も
あ
る
。
現
代
の
仏
教
者
は
寺
院
と
い
う
存
在
な
く
し
て
は
そ
の
存
在
意
義
す
ら
見
い
だ
せ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
寺
院
が
あ
っ
て
こ
そ
の
僧
侶
、
寺
院
＝
僧
侶
と
い
う
の
が
社
会
に
お
け
る
仏
教
者
、
僧
侶
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
我
々

自
身
が
そ
れ
を
充
分
に
納
得
し
て
お
り
、
か
つ
明
治
以
後
、
結
婚
し
て
子
供
を
も
う
け
、
そ
の
子
を
寺
院
の
後
継
者
と
し
て
跡
を
継
が
せ

る
こ
と
が
、
住
職
の
あ
る
い
は
檀
信
徒
の
一
つ
の
大
き
な
目
的
と
な
っ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
に
納
得
し
、
そ
う
な
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
出
家
者
」
と
名
乗
っ
て
い
な
が
ら
最
も
「
出
家
」
に
遠
い
存
在
に
甘
ん
じ
る
こ
と
を
妥

協
と
し
て
い
る
。
も
は
や
我
々
は
出
家
以
後
遊
行
の
生
涯
を
送
ら
れ
た
釈
尊
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り

我
々
は
釈
尊
の
弟
子
、
日
蓮
聖
人
の
弟
子
と
し
て
の
自
覚
が
あ
る
限
り
、「
仏
教
者
」「
仏
教
徒
」
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
「
出
家
者
」
と

し
て
の
資
格
は
無
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。

こ
う
い
う
釈
尊
在
世
の
時
代
を
含
め
た
大
乗
仏
教
成
立
以
前
の
仏
教
に
あ
た
か
も
憧
憬
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
「
出
家
者
」

の
全
て
を
頭
陀
行
に
精
進
す
る
全
き
聖
人
と
見
な
し
て
理
想
化
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
と
思
う
が
、
我
々
は
、
現
代
の
日
本
仏
教
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に
お
け
る
僧
侶
は
そ
う
い
う
「
出
家
者
」
を
目
指
す
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
積
極
的
に
社
会
に
関
わ
り
合
っ
て
い
く
、
貢
献

し
て
い
く
こ
と
に
現
代
の
仏
教
僧
侶
の
一
つ
の
形
が
あ
る
。
過
去
に
も
現
在
に
も
様
々
な
形
、
役
職
で
社
会
に
貢
献
し
て
い
る
方
々
が
宗

門
の
中
で
も
大
勢
お
ら
れ
る
。
さ
て
、
先
ほ
ど
の
寮
生
の
自
己
紹
介
で
は
次
の
よ
う
な
定
型
句
で
終
わ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
「
立

派
な
僧
侶
と
な
る
よ
う
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
。
学
寮
生
と
し
て
こ
れ
に
過
ぎ
る
誓
い
の
文
言
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
お
決
ま
り

の
文
句
、
う
わ
べ
だ
け
取
り
繕
っ
た
文
言
だ
と
人
は
い
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
仮
に
言
っ
た
本
人
が
法
話
の
最
後
の

帳
尻
合
わ
せ
の
つ
も
り
で
言
っ
た
と
し
て
も
私
は
そ
の
よ
う
に
は
受
け
取
ら
な
い
。
言
葉
通
り
に
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
。
様
々
に
悩
ん
だ

末
に
僧
侶
と
し
て
出
発
点
に
立
っ
た
彼
ら
が
そ
れ
で
も
日
蓮
聖
人
の
末
弟
と
し
て
在
ろ
う
と
し
て
い
る
以
上
、
素
直
に
受
け
止
め
る
、
そ

れ
が
寮
監
と
し
て
の
最
低
の
礼
儀
で
あ
る
、
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
卒
寮
の
後
に
は
御
師
範
や
先
輩
諸
師
、
或
い
は
檀
信
徒
か
ら
の

様
々
な
薫
陶
を
受
け
、
宗
門
僧
侶
と
し
て
適
切
に
社
会
に
貢
献
す
べ
き
道
を
模
索
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

四

学
寮
生
活
団
体
生
活
で
は
個
人
行
動
は
あ
る
程
度
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
全
体
、
例
え
ば
学
寮
の
生
活
を
円
滑
に
す
る
た
め

に
必
要
な
軌
範
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
い
っ
た
生
活
規
範
に
慣
れ
る
慣
れ
な
い
に
は
個
人
差
が
あ
る
。
な
じ
め
な
い
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

慣
れ
ず
苦
痛
に
感
じ
て
し
ま
う
と
い
う
人
も
い
る
。
例
え
ば
寮
生
活
に
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
が
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
お
そ
ら
く
は
「
自
分
一
人
が
放
置
さ
れ
干
渉
を
受
け
な
い
時
間
を
有
す
る
権
利
」
あ
る
い

は
「
他
の
者
と
隔
絶
し
た
空
間
・
時
間
を
所
有
す
る
権
利
」
ま
た
は
「
個
人
的
行
動
に
融
通
が
き
く
時
間
を
所
有
で
き
る
権
利
」
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
な
い
」
と
は
上
記
の
よ
う
な
空
間
・
時
間
を
個
人
が
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
意
味
に
な
る
。
少
な
く
と
も
今
ま
で
私
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
確
か
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
ほ
と
ん
ど
な

い
と
い
え
る
。
同
じ
釜
の
飯
を
食
い
、
間
仕
切
り
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
く
机
を
な
ら
べ
、
他
人
の
寝
顔
を
間
近
に
見
な
が
ら
就
寝
し
、
ト
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イ
レ
に
入
れ
ば
壁
一
つ
隔
て
た
相
手
の
腹
具
合
ま
で
も
わ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
生
活
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
あ
る
は
ず
も
な
い
。
た
だ

こ
の
こ
と
を
苦
痛
と
感
じ
、
な
か
な
か
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
悩
む
寮
生
が
多
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の

例
で
あ
っ
て
こ
の
他
に
も
各
人
様
々
な
悩
み
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
結
局
の
と
こ
ろ
個
人
の
努
力
に
依
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
寮
監
・
副
寮
監
も
寮
生
一
人
一
人
に
対
し
て
精
一
杯
誠
意
あ
る
対
応
を
し
て
い
き
た
い
と
常
に
考
え
て
い
る
。

如
何
せ
ん
寮
生
に
限
ら
ず
昨
今
は
悩
み
を
他
者
に
打
ち
明
け
る
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
、
ま
し
て
寮
監
な
ど

と
い
う
年
上
の
人
間
に
直
截
に
悩
み
を
打
ち
明
け
る
な
ど
と
い
う
と
は
残
念
な
が
ら
ま
ず
あ
り
得
な
い
。
寮
監
は
年
を
取
り
、
寮
生
と
の

年
齢
的
な
隔
た
り
は
開
く
一
方
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
が
、
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
副
寮
監
の
存
在
が
あ

る
。
彼
ら
は
比
較
的
若
く
、
寮
生
と
の
年
齢
的
隔
た
り
も
小
さ
い
だ
け
で
な
く
、
学
寮
出
身
者
で
あ
る
た
め
生
活
面
で
も
寮
生
の
本
音
を

察
す
る
こ
と
が
多
い
。
彼
ら
の
存
在
が
寮
監
と
寮
生
と
を
繋
ぎ
、
学
寮
運
営
に
大
き
な
効
果
を
上
げ
て
き
た
事
は
確
か
で
あ
り
、
今
後
も

そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
副
寮
監
に
さ
え
も
本
心
を
打
ち
明
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
寮
生
も
あ
り
、
ま
た
同
級
生
に

も
打
ち
分
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
。
今
後
は
学
寮
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
原
則
を
違
え
ず
に
、
し
か
も
個
人
個
人
の
性
格
を
よ

り
熟
知
し
、
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
人
に
悩
み
を
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
人
と
深
く
関
わ
り
合

う
の
を
避
け
て
い
る
こ
と
の
表
れ
と
も
言
え
る
。
特
に
明
ら
か
に
上
下
関
係
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
上
か
ら
の
歩
み
寄
り
が
却
っ
て
逆
効

果
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
り
、
そ
こ
に
教
育
の
難
し
さ
が
あ
る
。
そ
こ
で
上
下
関
係
の
な
い
第
三
者
に
よ
っ
て
心
の
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
行
う
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
堀
之
内
学
寮
で
は
対
象
が
一
・
二
年
生
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
す
で
に
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
導
入
し
て
い

る（
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
寮
監
に
対
し
て
も
原
則
的
に
は
秘
匿
）。
谷
中
学
寮
で
は
二
十
歳
以
上
の
成
人
と
い
う
こ
と
で
今
ま
で
は
導
入

し
て
い
な
か
っ
た
が
今
後
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
教
育
上
、
様
々
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
や
困
難
な
事
が
あ
る
も
の
の
（
私
の
よ
う
な
直
接
関
わ
る
人
間
が

言
う
の
も
如
何
な
も
の
か
と
も
思
う
が
）
宗
立
学
寮
と
い
う
宗
門
設
立
の
僧
風
団
体
生
活
が
可
能
な
施
設
が
あ
る
こ
と
は
子
弟
教
育
上
、
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大
変
有
益
で
あ
り
、
今
後
も
将
来
有
望
な
宗
門
子
弟
が
僧
侶
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
弟
子
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
胸
に
秘
め
た
志
を
現
実
と

す
る
た
め
の
手
助
け
を
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
雑
ぱ
く
な
思
い
つ
き
を
綴
っ
た
稚
拙
な
一
文
で
あ
り
、
紙
面
を
汚
す
こ
と
に
忸
怩
た
る

思
い
に
耐
え
な
い
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
覚
え
書
き
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
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