
－83－

一
横
光
利
一
に
よ
る
数
多
く
の
問
題
作
の
中
で
、『
紋
章
』（「
改
造
」

昭
九
・
一
〜
九
）
が
と
り
わ
け
注
目
を
集
め
て
い
る
原
因
は
「
私
」

と
い
う
設
定
に
あ
り
、
先
行
研
究
も
ま
た
こ
の
「
私
」
を
め
ぐ
っ
て

展
開
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
一
方
で
、
例
え
ば

「「
純
粋
小
説
論
」
の
「
自
意
識
」
や
「
第
四
人
称
」
な
ど
の
、
よ
く

分
か
ら
な
い
用
語
を
用
い
て
実
作
品
を
論
じ
る
の
は
、
小
説
の
読
解

に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
何
も
寄
与
せ
ず
、
混
乱
に
輪
を
か
け
る
ば
か
り

で
生
産
的
と
は
言
え
な
い
」
（
１
）と
い
う
中
村
三
春
氏
の
主
張
の
よ
う
に
、

「
純
粋
小
説
論
」（「
改
造
」
昭
十
・
四
）
の
内
容
か
ら
逆
算
し
て
作
品

を
分
析
す
る
従
来
の
論
法
を
い
か
に
打
破
す
る
か
、
と
い
う
観
点
か

ら
、『
紋
章
』
論
の
新
た
な
可
能
性
を
問
い
直
す
と
い
っ
た
動
向
が
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
本
論
も
基
本
的
に
こ
う
し
た
立

場
に
基
づ
い
て
、「
純
粋
小
説
論
」
と
の
関
係
を
云
々
す
る
前
に
、
ま

ず
は
作
品
そ
の
も
の
に
戻
っ
て
「
私
」
と
い
う
設
定
の
意
義
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

『
紋
章
』
の
同
時
代
評
を
見
渡
す
と
、
他
の
章
に
比
べ
て
、
連
載

第
一
回
（
単
行
本
の
「
一
」
と
「
二
」
の
一
部
に
相
当
）
は
特
に
低
く
評

価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
広
津
和
郎
は
、「
四
月
の
分

は
一
月
の
分
よ
り
も
読
み
易
い
。
な
だ
ら
か
に
書
い
て
あ
る
。
一
月

の
分
の
や
う
に
力
い
っ
ぱ
い
緊
張
し
て
ゐ
る
と
云
つ
た
窮
屈
さ
が
な

く
、
平
易
で
而
も
印
象
が
鮮
か
で
あ
る
」（
２
）
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、

青
野
季
吉
も
「「
紋
章
」
は
こ
れ
ま
で
の
横
光
氏
の
実
験
室
的
の
小

説
の
連
続
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
最
初
の
一
二
回
は
私
も
そ

の
要
素
が
眼
に
つ
い
て
、
こ
の
作
品
の
観
賞
が
妨
げ
ら
れ
た
」（
３
）

と
、

横
光
利
一
『
紋
章
』
論

│
│
〈
破
綻
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解
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広
津
と
似
た
よ
う
な
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
小
説
の
実
験
性
と
緊

張
感
が
「
三
」、「
四
」
あ
た
り
か
ら
次
第
に
弱
ま
っ
て
い
っ
た
た
め
、

小
説
の
前
二
回
と
そ
れ
以
後
の
部
分
と
の
間
に
叙
法
上
の
亀
裂
が
生

じ
た
、
と
い
う
点
が
こ
の
二
つ
の
同
時
代
評
の
中
に
共
通
し
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
人
の
評
は
決
し
て
実
験
性
の
価
値
を
直

接
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
賛
否
を
保
留
し

て
い
る
の
だ
が
、
実
験
性
が
顕
著
に
感
じ
ら
れ
る
部
分
よ
り
、
そ
う

で
な
い
部
分
の
ほ
う
が
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

出
だ
し
の
章
が
ほ
か
の
章
よ
り
「
力
い
っ
ぱ
い
緊
張
し
て
ゐ
る
」

と
い
う
よ
う
な
事
態
は
決
し
て
『
紋
章
』
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、

程
度
の
差
は
多
少
あ
っ
て
も
、
横
光
の
小
説
と
く
に
長
編
小
説
に
し

ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
事
象
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
作
品
の
始
ま
り

方
を
い
か
に
工
夫
す
る
か
は
あ
る
意
味
で
は
、
小
説
家
で
あ
る
な
ら

誰
で
も
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

特
に
「
書
き
出
し
が
悪
け
れ
ば
、
ま
た
此
の
書
き
出
し
が
気
に
入
ら

な
け
れ
ば
、
筆
は
幾
日
た
つ
て
も
進
ま
な
い
の
が
癖
で
あ
る
」（「
先

づ
長
さ
を
」、「
文
章
倶
楽
部
」
昭
四
・
二
）、「
書
き
出
し
に
良
い
句
が
来

な
け
れ
ば
、
そ
の
作
は
大
抵
の
場
合
失
敗
し
て
ゐ
る
と
見
て
も
さ
う

大
き
な
間
違
ひ
で
は
な
い
。
何
ぜ
な
ら
最
初
の
一
行
の
と
き
、
も
う

忽
ち
そ
の
作
の
形
式
が
決
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（「
書
き
出

し
に
つ
い
て
」、「
創
作
時
代
」
昭
二
・
八
）
な
ど
と
、
書
き
出
し
が
担
う

役
割
の
重
み
を
繰
り
返
し
強
調
し
、
常
に
尋
常
な
ら
ぬ
緊
張
感
を
持

っ
て
そ
れ
に
臨
ん
で
い
た
横
光
に
と
っ
て
は
、
小
説
の
最
初
の
部
分

は
作
品
全
体
の
世
界
観
や
成
り
行
き
を
左
右
す
る
極
め
て
重
要
な
部

分
で
あ
り
、
物
語
の
内
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
エ
ン
ジ
ン
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
小
説
の
序
章
に
作
中
人
物
の
ほ
と
ん
ど
を
一
気
に
登

場
さ
せ
な
い
と
気
が
済
ま
な
い
と
い
う
よ
う
な
現
象
が
彼
の
長
編
作

品
に
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。

書
き
出
し
の
問
題
は
、
作
品
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
よ
っ
て
様
々
な

様
相
を
呈
し
て
い
る
。『
紋
章
』
の
場
合
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
こ
の

作
品
に
お
け
る
人
称
の
問
題
に
直
結
す
る
形
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
実
験
性
が
強
く
読
み
づ
ら
い
と
さ

れ
る
「
一
」、「
二
」
の
内
容
は
、
基
本
的
に
「
私
」
の
語
り
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
お
り
、そ
し
て
「
私
」
の
存
在
感
が
次
第
に
衰
弱
し
、

一
人
称
の
語
り
の
視
点
が
三
人
称
に
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
見
ら
れ

る
小
説
の
後
半
部
分
の
ほ
う
が
逆
に
よ
り
平
易
で
読
み
や
す
い
印
象

を
読
者
に
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
、「
私
」
の

存
在
は
、
読
者
の
読
み
の
方
向
に
制
御
を
か
け
、
さ
ら
に
は
作
品
内

容
の
全
体
的
な
基
調
及
び
規
模
を
決
す
る
重
要
な
装
置
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

一
人
称
と
三
人
称
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

い
か
に
も
中
途
半
端
に
見
え
る
「
私
」
語
り
の
ス
タ
イ
ル
を
い
か
に
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し
て
評
価
す
べ
き
か
は
、『
紋
章
』
論
に
お
い
て
最
も
重
要
な
課
題
の

一
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考

え
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
土
台
と
し
て
、「
私
」
と
い
う
設
定
の
必
然
性

と
内
容
論
的
効
果
、言
い
換
え
れ
ば
、作
者
横
光
は
い
か
に
し
て「
私
」

の
語
り
を
利
用
し
て
物
語
の
主
題
を
深
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
そ
し
て
そ
の
実
際
の
結
果
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
改
め
て

考
察
し
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
作
品
の
冒
頭
に
は
、「
夜
の
大
川
端
に
沿
つ
て
走
る
自
動
車
の
窓
に

雨
が
流
れ
つ
づ
け
て
や
ま
な
い
」
と
い
う
現
在
形
の
情
景
描
写
が
な

さ
れ
て
お
り
、「
語
る
現
在
」
と
「
語
ら
れ
る
現
在
」
が
完
全
に
一
致

す
る
よ
う
な
語
り
か
ら
小
説
は
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に

仔
細
に
見
て
い
く
と
、
語
り
手
「
私
」
は
実
況
中
継
的
な
雰
囲
気
を

意
図
的
に
作
り
、
信
頼
で
き
る
語
り
手
を
う
ま
く
演
出
す
る
一
方
、

「
い
よ
い
よ
芝
の
杉
生
家
の
玄
関
へ
自
動
車
が
着
い
た
と
き
、
あ
れ

ほ
ど
私
が
心
配
し
て
ゐ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
く
意
外
な
事
件
が
持

ち
上
が
つ
て
し
ま
つ
た
」
な
ど
、
過
去
形
の
回
顧
的
な
語
り
を
も
さ

り
げ
な
く
行
っ
て
み
せ
て
い
る
。

現
在
形
と
過
去
形
の
混
ざ
っ
た
文
体
は
、
臨
場
感
を
読
者
に
感
じ

さ
せ
つ
つ
、
話
を
円
滑
に
進
め
て
い
く
た
め
の
工
夫
と
し
て
、
日
本

語
小
説
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か

し
、『
紋
章
』
の
場
合
の
、「
語
る
現
在
」
と
「
語
ら
れ
る
現
在
」
を
一

致
さ
せ
た
り
ず
ら
し
た
り
す
る
と
い
う
操
作
は
、
作
品
の
意
味
に
対

す
る
読
者
の
理
解
を
大
き
く
左
右
す
る
内
容
論
的
レ
ベ
ル
の
布
置
と

し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
い
う
と
、
例
え
ば
「
私
」
は
、
雁
金
が
「
今
夜
」
ま
で

経
験
し
て
き
た
起
伏
を
読
者
に
伝
え
る
一
方
で
、「
彼
の
不
幸
と
狂
気

に
近
い
研
究
心
と
は
、
そ
の
と
き
か
ら
雁
金
を
引
き
摺
り
廻
し
て
や

め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
観
的
な
意
見
を
打
ち
出
し
、
雁

金
の
研
究
心
を
彼
の
不
幸
の
源
と
し
て
断
定
的
に
主
張
し
て
い
る
の

だ
が
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
判
断
が
一
体
い
か
な
る
根
拠
に

基
づ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、「
私
」
は
雁

金
の
友
人
と
し
て
、
彼
に
ま
つ
わ
る
過
去
に
つ
い
て
す
で
に
あ
る
程

度
の
情
報
を
把
握
し
て
お
り
、
し
か
も
三
人
称
全
知
視
点
を
装
っ
て

雁
金
が
騙
さ
れ
た
経
緯
を
物
語
の
一
挿
話
と
し
て
「
再
現
」
し
て
み

せ
て
は
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
挿
話
に
お
い
て
、「
今
夜
」
ま
で
に

雁
金
の
身
に
起
き
た
「
不
幸
」
は
主
に
、「
彼
は
若
す
ぎ
て
無
我
夢
中

で
あ
り
す
ぎ
た
」
と
い
う
こ
と
と
、「
自
然
」
が
常
に
「
幾
重
か
の
計

る
べ
か
ら
ざ
る
偶
然
を
選
び
よ
せ
て
来
る
」
と
い
う
こ
と
の
、
二
つ

の
原
因
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
し
か
説
明
さ
れ
て
お
ら

ず
、
少
な
く
と
も
挿
話
の
内
容
だ
け
を
見
る
限
り
で
は
、「
研
究
心
」



－86－

＝
「
不
幸
」
と
い
う
結
論
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、「
今
夜
」
の
「
私
」
が
把
握
し
て
い
る
雁
金
情
報
だ

け
か
ら
で
は
と
て
も
導
き
出
せ
な
い
よ
う
な
主
観
的
な
判
断
が
語
ら

れ
て
お
り
、
物
語
開
始
早
々
に
先
入
観
と
し
て
こ
れ
が
読
者
の
意
識

の
中
に
植
え
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
の
一
文
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
彼
に
は
一
つ
見
逃
す
こ
と
の
出
来
ぬ
ま
た

別
個
の
精
神
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
名
門
の
産
だ

と
い
ふ
こ
と
だ
。（
中
略
）
雁
金
に
は
常
常
か
ら
も
家
系
が
代

代
勤
王
を
も
つ
て
鳴
つ
て
ゐ
た
た
め
に
、
彼
の
行
為
に
は
、
国

家
と
い
ふ
観
念
が
大
海
の
や
う
に
押
し
迫
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
私

は
見
受
け
た
が
、
し
か
し
、
彼
の
国
家
に
対
す
る
観
念
は
、
ま

だ
民
衆
か
ら
独
立
し
た
巨
大
な
別
個
の
存
在
の
も
の
の
ご
と
く

映
つ
て
ゐ
た
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
つ
た
。

先
に
挙
げ
た
例
と
同
様
に
、「
今
夜
」
の
「
私
」
が
こ
れ
ら
の
結
論

を
出
す
こ
と
に
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
三
人
称

視
点
で
再
現
さ
れ
た
雁
金
の
「
今
夜
」
ま
で
の
経
歴
に
よ
る
と
、
雁

金
が
ひ
た
す
ら
追
求
し
て
き
た
目
標
は
所
詮
「
家
系
の
挽
回
」
程
度

の
世
俗
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、「
今
夜
」
ま
で
の
彼
の
行
状
か
ら
、

「
国
家
」
の
た
め
と
か
「
民
衆
」
の
た
め
と
か
と
い
っ
た
態
度
を
見

出
す
の
は
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
か
ら
だ（
４
）。
そ
し
て
、
特
に
注
意
す

べ
き
な
の
は
、
傍
線
部
の
「
ま
だ
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。
こ
の

一
語
か
ら
、
語
り
手
が
、
雁
金
が
次
第
に
思
想
的
変
貌
を
遂
げ
て
い

っ
た
こ
と
を
す
で
に
知
っ
た
上
で
、
そ
れ
を
読
者
に
対
し
て
事
前
に

予
告
し
て
い
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
伝
わ
っ
て
来
る
の
だ
が
、

こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
も
や
は
り
「
今
夜
」
の
「
私
」
で
は
な
く
、「
今

夜
」
以
後
の
時
点
に
存
在
し
て
い
る
「
私
」
な
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
例
文
も
見
て
み
よ
う
。

も
し
日
本
精
神
と
い
ふ
も
の
の
実
物
が
あ
る
も
の
な
ら
、
私
の

知
つ
て
ゐ
る
か
ぎ
り
に
於
て
は
、
先
づ
雁
金
の
相
貌
と
行
為
と

を
考
へ
ず
し
て
は
容
易
に
考
へ
得
ら
れ
る
こ
と
だ
と
は
思
へ
な

い
。
他
の
人
々
の
顔
に
は
、
西
欧
か
ら
流
れ
て
来
て
ゐ
る
智
識

の
副
産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
疑
い
の
片
影
が
、
ど
こ
か
に
必

ず
つ
き
ま
と
つ
て
ゐ
る
の
を
私
た
ち
は
感
じ
る
。
こ
の
意
味
で

は
、
今
ほ
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
日
本
精
神
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る

時
代
は
な
い
で
あ
ら
う
。│
│
雁
金
の
そ
の
後
の
悪
戦
苦
闘
も
、

根
元
は
こ
と
ご
と
く
こ
の
世
人
の
軽
蔑
か
ら
始
つ
て
ゐ
る
と
い

つ
て
も
良
か
つ
た
。（
傍
線
引
用
者
）

「
そ
の
後
の
悪
戦
苦
闘
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
容
易
に
察
せ
ら
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
一
文
の
内
容
も
「
今
夜
」
の
「
私
」
に
よ
る
語
り

と
は
考
え
に
く
い
。「
そ
の
後
」
に
お
け
る
「
そ
の
」
と
い
う
指
示
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語
の
指
す
対
象
が
「
今
夜
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
今
夜
」
以
前
の

あ
る
時
点
な
の
か
は
全
く
不
明
な
の
だ
が
、
こ
の
一
文
の
語
り
手

「
私
」
の
「
語
る
現
在
」
が
、「
今
夜
」
か
ら
か
な
り
経
っ
た
時
点
に

あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

「
他
の
人
々
の
顔
に
は
、
西
欧
か
ら
流
れ
て
来
て
ゐ
る
智
識
の
副

産
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
疑
い
の
片
影
が
、
ど
こ
か
に
必
ず
つ
き
ま

と
つ
て
ゐ
る
の
を
私
た
ち
は
感
じ
る
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
、
語

り
手
は
一
人
称
複
数
形
の
「
私
た
ち
」
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

明
ら
か
に
読
者
を
巻
き
込
み
、
共
感
と
同
調
を
高
め
る
た
め
の
レ
ト

リ
ッ
ク
で
あ
る
。
語
り
手
は
こ
こ
で
、「
日
本
精
神
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精

神
」（
あ
る
い
は
「
前
近
代
／
近
代
」）
と
い
う
二
項
対
立
の
図
式
を
提

起
し
、
雁
金
の
こ
と
を
「
日
本
精
神
」
の
体
現
者
と
決
め
つ
け
、「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
日
本
精
神
を
軽
蔑
し
て
い
る
」
と
い
う
時
代
の
歪

み
こ
そ
が
雁
金
に
不
遇
を
も
た
ら
し
た
の
だ
と
露
骨
に
「
予
告
」
し

て
み
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
の
立
場
は
中
立
的
な
も
の
な
の

で
は
な
く
、
雁
金
に
同
情
し
て
寄
り
添
う
よ
う
な
態
度
が
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
紋
章
』
は
従
来
か
ら
「
日
本
主
義
」

を
鼓
吹
す
る
性
質
の
作
品
と
し
て
読
ま
れ
が
ち
だ
が
、
そ
の
一
因
は

こ
う
し
た
記
述
に
あ
る
と
も
言
え
る
。

以
上
み
て
き
た
通
り
、
一
見
し
て
「
今
夜
」
と
い
う
時
間
帯
の
範

囲
内
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
私
」
の
実
況
中
継
的
な
語

り
に
、「
今
夜
」
以
後
の
様
々
な
「
語
る
現
在
」
に
立
っ
て
い
る
、
複

数
の
「
私
」
の
見
解
が
混
じ
り
込
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

語
り
手
「
私
」
は
、「
国
家
」「
民
衆
」「
日
本
精
神
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精

神
」「
名
門
」
と
い
っ
た
名
詞
を
さ
り
げ
な
く
持
ち
出
し
、
こ
れ
を

読
者
に
飲
み
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

三
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
横
光
は
な
ぜ
小
説
の
発
端
に
お
い
て
「
今

夜
」
と
い
う
〈
時
間
〉
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か（
５
）。

例
え
ば
狩
野
恭
子
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
臨

場
感
を
も
た
ら
す
効
果
的
状
況
設
定
」（
６
）と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と

も
で
き
る
。
し
か
し
、『
紋
章
』
は
長
編
小
説
で
あ
る
以
上
、
物
語
内

容
の
す
べ
て
を
「
今
夜
」
と
い
う
時
間
帯
に
収
束
さ
せ
る
意
図
が
な

い
限
り
、「
今
夜
」
と
い
う
設
定
は
甚
だ
不
便
で
あ
る
、と
い
う
よ
り
、

必
然
的
に
語
り
の
破
綻
を
き
た
す
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

横
光
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
あ
え
て

こ
う
し
た
設
定
を
選
ん
だ
の
に
は
彼
な
り
の
意
図
が
あ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
事
件
の
発
端
か
ら
で
は
な
く
事
件
の
途

中
に
当
た
る
「
今
夜
」
か
ら
語
り
始
め
る
と
い
う
時
間
構
成
は
、
読

者
の
疑
問
と
謎
解
き
の
衝
動
を
喚
起
す
る
上
で
か
な
り
効
果
的
な
の
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で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
小
説
の
冒
頭
部
を
見
れ
ば
、
悪

臭
が
す
る
バ
ナ
ナ
の
皮
を
腹
部
に
巻
き
つ
け
て
体
温
で
発
酵
さ
せ
た

り
、
問
答
無
用
で
人
の
車
に
飛
び
つ
い
た
り
す
る
雁
金
の
奇
抜
な
行

動
を
、
物
語
開
始
早
々
に
い
き
な
り
読
者
に
突
き
つ
け
て
疑
問
を
抱

か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
好
奇
心
を
掻
き
立
て
よ
う
と
す
る
作

者
の
戦
略
を
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
、
前
章
の

考
察
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
読
者
の
疑
問
が
小
説
の
筋
の
展
開

と
と
も
に
徐
々
に
解
か
れ
て
行
く
以
前
に
、
語
り
手
「
私
」
は
す
で

に
、「
国
家
」
や
「
民
衆
」、「
日
本
精
神
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
」
な
ど

の
命
題
を
性
急
に
前
面
に
打
ち
出
し
て
お
り
、
読
者
を
自
然
に
物
語

の
世
界
へ
誘
い
込
む
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
自
分

の
主
観
的
な
見
解
や
傾
向
性
を
読
者
に
押
し
付
け
、
彼
ら
の
読
み
を

決
ま
っ
た
方
向
へ
強
引
に
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
雁
金
の
過
去
や
そ
の
発
明
を
め
ぐ
る
複
数
の
謎
が

一
気
に
浮
上
す
る
「
今
夜
」
の
混
乱
し
た
状
況
に
よ
っ
て
、
語
り
手

「
私
」
は
現
在
進
行
形
の
実
況
中
継
的
な
語
り
を
も
っ
て
読
者
の
信

頼
を
獲
得
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
、「
今
夜
」
の
出
来
事
に
関
連
の
あ

る
雁
金
情
報
を
適
宜
補
足
す
る
語
り
の
中
に
、「
民
衆
」、「
日
本
精
神
」

云
々
と
い
う
主
観
的
な
意
見
を
も
さ
り
げ
な
く
混
入
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
異
な
る
角
度
か
ら
言
え
ば
、

作
者
横
光
に
と
っ
て
、
読
者
の
読
み
を
誘
導
す
る
観
点
を
打
ち
出
す

こ
と
こ
そ
、
小
説
の
出
だ
し
の
部
分
の
最
優
先
の
取
り
組
む
べ
き
課

題
で
あ
り
、「
今
夜
」
と
い
う
〈
時
間
〉
や
、
現
在
形
（
実
況
中
継
的

な
語
り
）
と
過
去
形
（
回
顧
的
な
語
り
）
を
溶
か
し
合
わ
せ
る
文
体
な

ど
は
す
べ
て
、
こ
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
設
定
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
語
り
手
「
私
」
が
あ
る
出
来
事
の
一
部
始
終
を
語
り

始
め
る
前
に
、
ま
ず
そ
の
出
来
事
に
対
す
る
自
分
自
身
の
個
人
的
な

感
想
を
明
確
に
示
し
、
読
者
の
読
み
を
一
定
の
方
向
へ
誘
導
し
て
い

く
、と
い
う
よ
う
な
仕
組
み
は
『
紋
章
』
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

回
顧
的
な
一
人
称
小
説
に
よ
く
見
ら
れ
る
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ

る
。
こ
う
し
た
場
合
、
語
り
手
が
予
め
開
示
し
た
自
己
の
主
張
が
そ

の
ま
ま
語
り
の
目
的
、
あ
る
い
は
物
語
の
基
調
と
し
て
読
者
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
読
者
は
自
然
と
そ
れ
に
従
い
つ
つ
物
語

を
読
み
進
め
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
読
者
側
の
素
朴
な
気
持

ち
と
し
て
、
語
り
に
首
尾
一
貫
し
た
論
理
的
整
合
性
を
求
め
た
く
な

る
に
相
違
な
い
の
だ
が
、
語
り
手
が
常
に
読
者
の
そ
う
い
っ
た
願
望

を
満
た
す
の
か
と
い
う
と
、
一
概
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
こ
の
場

合
、
語
り
手
が
途
中
で
止
む
を
得
ず
自
己
の
論
理
を
破
棄
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
、
い
わ
ゆ
る
単
純
な
破
綻
な
の
か
、
そ
れ
と
も
語
り
手

が
意
図
的
に
自
ら
の
語
り
の
流
れ
の
中
で
論
理
的
矛
盾
を
内
包
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
作
品
の
評
価
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
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が
、『
紋
章
』
の
場
合
は
明
ら
か
に
後
者
に
あ
た
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。こ

の
点
に
関
連
し
て
触
れ
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
こ
の
時
期
に
お

け
る
横
光
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
に
触
発
さ
れ
、
物
語

の
表
現
形
式
の
外
見
上
の
合
理
性
や
一
貫
性
よ
り
も
、
む
し
ろ
逆
に

破
綻
的
な
構
造
を
意
図
的
に
作
品
に
導
入
す
る
よ
う
な
叙
述
の
仕
方

に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
、と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

小
説
の
奥
行
き
を
作
る
対
策
と
し
て
、
作
者
は
作
中
に
お
い
て
読
者

の
謎
解
き
を
最
後
ま
で
邪
魔
し
続
け
る
よ
う
な
操
作
を
設
定
す
べ
き

な
の
で
あ
る
と
い
う
。
昭
和
八
年
十
二
月
、
ま
さ
に
紋
章
連
載
開
始

の
直
前
に
雑
誌
「
文
芸
」
に
発
表
さ
れ
た
「
悪
霊
に
つ
い
て
」
と
い

う
文
章
に
お
い
て
横
光
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
る

の
だ
が
、
特
に
左
の
一
文
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
横
光
が
い
う

「
不
必
要
な
動
作
」
と
通
常
の
い
わ
ゆ
る
「
破
綻
」
と
は
ま
さ
に
紙

一
重
の
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

作
者
は
し
ば
し
ば
不
意
に
作
中
で
早
す
ぎ
る
王
手
を
や
る
が
、

う
つ
か
り
し
て
ゐ
る
と
何
が
王
手
だ
つ
た
か
分
ら
ず
に
飛
車
を

取
ら
れ
る
こ
と
に
読
者
が
は
ら
は
ら
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
王

手
だ
と
思
ひ
込
ん
で
し
ま
ふ
。（
中
略
）
一
番
わ
れ
わ
れ
の
悩

ま
さ
れ
る
こ
と
は
、
作
者
が
王
手
を
し
な
が
ら
何
ぜ
逃
げ
た
の

で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
詰
め
手
が
あ
る
の
に
作
者
は

い
つ
ま
で
た
つ
て
も
詰
め
な
い
と
い
ふ
将
棋
は
、
こ
の
作
で
初

め
て
私
の
接
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
今
後
の
わ
れ
わ

れ
の
小
説
の
新
し
い
発
展
の
あ
る
の
を
私
は
感
じ
た
。

「
不
必
要
な
動
作
」
と
は
、
要
す
る
に
、「
王
手
」、
す
な
わ
ち
作
品

の
主
題
、
あ
る
い
は
物
語
の
要
と
思
し
き
内
容
を
読
者
に
対
し
て
提

示
し
、
読
者
の
理
解
を
あ
る
一
定
の
方
向
に
誘
導
し
な
が
ら
も
、
途

中
で
そ
れ
を
放
り
出
す
よ
う
な
叙
述
ト
リ
ッ
ク
を
指
し
て
お
り
、
横

光
自
身
の
比
喩
で
換
言
す
れ
ば
、「
作
者
は
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
詰
め

な
い
と
い
う
将
棋
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
作
者
の
仕
込
ん
だ
偽

の
手
が
か
り
に
惑
わ
さ
れ
、
振
り
回
さ
れ
続
け
る
中
で
、
読
者
は
多

数
の
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
疑
問
が
何
時
ま
で
も
解
決

さ
れ
ず
、
た
だ
「
疑
問
の
ま
ま
に
将
棋
の
駒
と
な
つ
て
独
自
に
発
展

し
て
衝
突
し
合
ひ
、
か
ら
ま
り
合
」
う
と
い
う
局
面
が
生
じ
る
、
と

い
う
構
造
こ
そ
が
「
小
説
の
新
し
い
発
展
」
の
可
能
性
を
切
り
開
く

小
説
の
新
手
法
と
な
る
だ
ろ
う
、と
横
光
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
文
章
に
お
い
て
、
横
光
は
ま
た
、「
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
し
て
も
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
に
し
て
も
、
言
葉
で
表
現
し
得
ら
れ
る
明
確
な
も
の
が

基
本
と
な
つ
て
活
躍
し
て
い
く
に
反
し
て
、
悪
霊
に
は
言
葉
で
は
不

分
明
な
、
わ
れ
わ
れ
に
は
「
分
ら
ぬ
こ
と
」
が
基
本
と
な
つ
て
活
躍

す
る
の
だ
。
こ
の
分
ら
な
い
こ
と
と
い
ふ
も
の
は
、
す
で
に
早
や
す

べ
て
の
作
者
の
血
眼
に
な
つ
て
捜
し
求
め
て
ゐ
た
王
手
な
の
で
あ
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る
」
と
述
べ
て
い
る
。
彼
が
こ
こ
に
い
う
「
分
か
ら
ぬ
こ
と
」
と
は
、

や
く
た
い
も
な
い
物
語
を
好
き
勝
手
に
非
論
理
的
に
綴
る
こ
と
な
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い
か
に
し
て
読
者
を
ミ
ス
リ
ー
ド
し
て
「
早

す
ぎ
る
王
手
」
の
罠
に
誘
い
込
ん
で
い
く
の
か
、
い
か
な
る
時
点
で

読
者
の
期
待
を
裏
切
り
突
き
放
す
の
か
な
ど
と
い
っ
た
、
精
密
な
計

算
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

話
を
『
紋
章
』
に
戻
す
と
、
こ
の
作
品
で
は
、
小
説
の
後
の
展
開

を
示
唆
す
る
た
め
の
伏
線
で
あ
る
か
の
ご
と
く
見
え
る「
私
」の「
事

前
告
知
」は
事
実
上「
早
す
ぎ
る
王
手
」の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、「
私
」

が
小
説
の
発
端
部
に
お
い
て
提
起
し
た
「
民
衆
」「
国
家
」「
日
本
精

神
」
と
い
っ
た
観
念
の
貴
重
さ
を
裏
付
け
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
た
か
も

そ
れ
を
否
定
し
相
対
化
し
て
い
く
か
の
よ
う
に
物
語
の
内
容
が
展
開

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
雁
金
は
世
に
た
ぐ
い
ま
れ
な
る
素
直
さ
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
れ

が
原
因
で
彼
は
思
わ
ぬ
挫
折
を
味
わ
う
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
こ
の

小
説
か
ら
、
雁
金
の
純
粋
さ
に
対
す
る
「
世
人
の
軽
蔑
」
と
か
、「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
精
神
が
日
本
精
神
を
軽
蔑
し
て
ゐ
る
」
な
ど
と
い
っ
た

「
私
」
の
「
事
前
告
知
」
を
読
み
取
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。「
雁

金
物
語
」
に
お
い
て
、
彼
と
多
多
羅
と
の
確
執
の
一
部
始
終
が
も
っ

と
も
重
要
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
部
分
の

内
容
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
多
多
羅
の

立
場
に
理
解
を
示
し
、
そ
の
気
持
ち
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
な
語
り

が
見
ら
れ
、
そ
の
都
度
、
雁
金
と
彼
の
「
日
本
精
神
」
が
相
対
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

多
多
羅
に
し
て
も
、赤
の
他
人
を
自
分
の
研
究
所
へ
引
き
入
れ
、

さ
う
し
て
自
分
の
恩
師
を
転
覆
さ
せ
る
が
ご
と
き
発
明
を
完
成

さ
せ
よ
う
と
試
み
た
と
い
ふ
気
持
ち
に
は
、
身
を
殺
し
て
福
と

な
す
一
大
決
心
が
必
要
で
あ
つ
た
の
だ
。
も
し
雁
金
の
特
許
の

名
義
に
自
分
の
名
を
も
加
へ
ら
れ
れ
ば
、
自
分
を
救
ふ
と
同
時

に
恩
師
の
山
下
博
士
を
も
救
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
時
は
自
分
に
向
け
ら
れ
る
疑
ひ
の
視
線
も
、
間
も
な
く
晴
れ

る
と
き
が
来
る
に
ち
が
ひ
な
い
の
だ
。（
中
略
）
雁
金
は
こ
れ

以
上
多
多
羅
の
ど
う
し
や
う
も
な
い
こ
の
苦
心
の
画
策
な
ど
、

理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。 

（「
九
」）

醸
造
業
界
か
ら
雁
金
を
追
放
す
る
た
め
な
ら
手
段
を
選
ば
ず
、
山

下
博
士
門
下
や
関
係
者
を
フ
ル
動
員
し
て
ま
で
雁
金
と
い
う
民
間
醸

造
家
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
多
多
羅
の
激
し
い
復
讐
は
、
個
人
的
な

経
済
的
利
益
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
恩
師
の
名
誉
挽
回
、
そ
し
て

自
分
自
身
の
立
場
表
明
を
目
的
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。ま
た
、

多
々
羅
本
人
が
ど
れ
だ
け
自
覚
し
て
い
る
か
は
と
も
か
く
、
彼
の
復
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讐
は
、
同
時
に
、
業
界
の
固
有
の
秩
序
を
守
る
行
為
で
も
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
彼
の
指
図
に
従
っ
て
特
許
権
に
か
か
わ
る
各
部
署
が
結

託
し
て
悪
質
な
癒
着
シ
ス
テ
ム
に
変
身
し
て
し
ま
い
、
雁
金
の
発
明

活
動
を
妨
げ
始
め
る
、
と
い
う
収
拾
の
つ
か
な
い
事
態
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。
雁
金
の
「
日
本
精
神
」
の
反
対
側
に
あ
る
の
は
、「
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
精
神
」
で
も
な
け
れ
ば
多
多
羅
の
私
欲
で
も
な
く
、
人
情
社
会

と
い
う
日
本
の
固
有
の
現
実
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
三

人
称
全
知
視
点
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
、
こ
う
し
た
観
点
は
例
え
ば
次
の
一
文
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。

事
実
多
多
羅
か
ら
云
は
せ
る
と
、
こ
れ
は
正
当
な
云
い
分
で
な

く
も
な
か
つ
た
。
雁
金
に
は
損
一
つ
も
さ
せ
ず
、
月
給
ま
で
与

へ
て
研
究
さ
せ
、
さ
う
し
て
自
分
ば
か
り
が
一
人
一
切
の
損
を

引
き
受
け
て
さ
せ
ら
れ
て
来
た
今
ま
で
の
彼
の
寛
大
さ
に
は
、

た
し
か
に
雁
金
と
て
思
へ
ば
頭
を
下
げ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
と
こ

ろ
が
充
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。
雁
金
も
そ
れ
を
感
じ
る
と
、
あ

く
ま
で
抗
争
な
ど
と
い
ふ
勇
気
も
失
せ
て
た
じ
た
じ
と
引
き
下

ら
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
何
に
せ
よ
、
雁
金
は
発
明
と

な
れ
ば
も
う
狂
人
同
様
で
、
義
理
人
情
は
一
瞬
の
間
彼
か
ら
か

き
消
え
て
し
ま
ふ
の
で
あ
つ
た
。 

（「
九
」）

雁
金
に
は
、
他
人
へ
の
共
感
能
力
や
「
義
理
人
情
」
へ
の
配
慮
が

決
定
的
に
欠
如
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
と
多
多
羅
と
の
間
に
不

和
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
明
確
に
示
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
三
人
称
の
語
り
手
が
こ
こ
で
開
示
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
雁
金
の
「
日
本
精
神
」
が
屈
託
の
な
い
楽
天
的
な
も
の

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、そ
の
極
度
の
楽
天
性
に
よ
っ
て
、本
物
の
〈
日

本
〉、
す
な
わ
ち
日
本
の
土
着
的
な
現
実
の
複
雑
な
様
相
が
隠
蔽
さ

れ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
矛
盾
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
次
の
一
文
が
示
す
よ
う
に
、
雁

金
の
楽
天
的
な
発
明
行
動
は
必
然
的
に
、
多
多
羅
一
人
に
限
ら
ず
、

更
な
る
敵
対
者
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
ら
の
話
を
聞
い
た
と
き
に
思
つ
た
の
で
あ
る
が
、
庶

民
の
福
利
を
増
進
さ
せ
る
点
に
於
て
、
僅
少
な
ら
ざ
る
力
を
持

つ
て
ゐ
る
雁
金
の
魚
醤
油
の
発
明
に
し
て
も
、
も
し
こ
れ
が
実

行
に
移
さ
れ
て
着
着
世
の
中
に
侵
入
し
始
め
た
と
な
れ
ば
、
そ

の
た
め
に
駆
逐
せ
ら
れ
る
古
い
醤
油
の
醸
造
業
者
た
ち
は
、
金

権
を
も
つ
て
ど
の
や
う
な
反
動
的
な
活
動
を
始
め
ぬ
と
も
限
ら

ぬ
か
ら
、
雁
金
の
魚
醤
油
も
そ
の
前
に
粉
砕
せ
ら
れ
、
た
う
て

い
実
行
は
お
ぼ
つ
か
な
い
で
あ
ら
う
と
心
配
さ
れ
た
。

 

（「
十
五
」）

醤
油
の
発
明
、
特
許
取
得
、
そ
し
て
多
多
羅
と
の
戦
い
な
ど
の
雁

金
の
す
べ
て
の
行
動
の
原
理
と
し
て
、「
民
衆
」
と
い
う
表
現
が
小
説
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の
中
で
何
度
も
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
民

衆
」
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
は
一
切
語
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
古
い
醤
油
の
醸
造
業
者
た
ち
」も「
民
衆
」

に
含
ま
れ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
雁
金
の
発
明
活
動
で
彼
ら
の
生
計
が

ま
す
ま
す
難
し
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
光
景
が
あ
り
あ
り
と
想
像
で

き
る
。
雁
金
の
魚
醤
油
の
発
明
が
将
来
的
に
古
い
醤
油
の
醸
造
業
者

に
打
撃
を
与
え
、
金
権
腐
敗
の
増
加
を
促
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
予

想
し
て
い
る
「
私
」
の
語
り
は
、
事
実
上
、「
民
衆
」
と
い
う
概
念
の

内
実
の
曖
昧
さ
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
民
衆
」

と
い
う
雁
金
の
行
動
原
理
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
完
結
し
た
価
値
に

す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
不
正
を
招
来
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
暴
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
こ
れ
ま
で
の
分
析
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い

て
、雁
金
と
い
う
人
物
は
決
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
「
正
義
」
と
「
純
粋
」
が
、
最
終
的
に
「
国

家
」「
戦
争
」
の
論
理
に
無
批
判
的
に
加
担
す
る
危
険
な
も
の
に
な

っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
な
内

容
も
小
説
の
中
で
確
実
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
へ
の
醤

油
乾
燥
技
術
の
投
入
と
い
う
久
内
の
話
に
雁
金
が
尋
常
な
ら
ぬ
興
味

を
そ
そ
ら
れ
た
と
い
う
場
面
（「
二
」）
も
そ
れ
に
該
当
す
る
一
例
と

言
え
る
。

ま
た
、
久
内
に
感
化
を
与
え
、
彼
を
「
自
意
識
過
剰
」
の
地
獄
か

ら
解
放
さ
せ
る
救
い
手
と
し
て
雁
金
を
見
る
の
も
適
切
で
は
な
い（
７
）。

厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
二
人
の
間
に
相
手
を
感
化
し
た
り
さ
れ
た
り

す
る
よ
う
な
関
係
は
事
実
上
成
り
立
っ
て
お
ら
ず
、
相
互
の
優
劣
と

差
異
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
同
質
性
が
最
終
的
に
作
品
の
内
容
か
ら
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

久
内
の
人
物
像
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
、

彼
は
い
わ
ゆ
る
「
自
意
識
過
剰
」
の
近
代
知
識
人
の
典
型
と
し
て
造

形
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
手
の
人
物
は
、『
紋
章
』
に
限
ら
ず
、

『
鳥
』、『
寝
園
』、『
花
花
』
な
ど
の
〈
自
意
識
〉
の
動
き
を
描
写
す
る

作
品
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
系
統
の
作
品
の
共

通
点
を
河
上
徹
太
郎
の
『
花
花
』
評
（「
文
芸
」
昭
八
・
十
二
）
を
借

り
て
言
え
ば
、
作
中
の
男
女
た
ち
は
「
恋
愛
し
な
い
で
、
恋
愛
の
掛

け
引
き
を
恋
愛
し
て
お
り
」、
彼
ら
の
〈
恋
愛
〉
は
本
物
の
恋
愛
で

は
な
く
、「
恋
愛
葛
藤
の
戯
画
」
で
あ
り
、「
恋
愛
に
よ
る
対
人
優
越
感

の
闘
争
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
く
だ
い
て
い
う
と
、〈
恋
愛
〉
が
小
説
の

中
心
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
恋
愛
〉
に
熱
中

し
て
い
る
当
の
本
人
た
ち
に
と
っ
て
、
恋
愛
が
成
就
で
き
る
か
ど
う

か
な
ど
は
も
は
や
重
要
な
こ
と
で
は
な
く
な
り
、
彼
ら
は
た
だ
ひ
た
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す
ら
他
人
の
心
理
を
仮
想
し
、
そ
の
仮
想
の
競
争
の
中
で
一
喜
一
憂

す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
の
〈
自
意
識
〉
は
、
自
己

そ
の
も
の
の
有
様
を
繰
り
返
し
問
い
直
し
続
け
る
と
い
う
従
来
の
自

意
識
の
意
味
合
い
と
は
大
き
く
異
な
り
、
自
他
の
真
実
を
不
問
に
付

し
た
ま
ま
の
心
理
ゲ
ー
ム
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
。

単
に
相
手
の
心
理
の
裏
を
か
く
だ
け
で
は
勝
ち
目
が
な
く
、
そ
の

裏
の
裏
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
ま
で
深
読
み
し
な
い
と
、
相
手
を
出

し
抜
き
、「
対
人
優
越
感
」
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
、と
い
う
の
が
、

こ
う
し
た
恋
愛
ゲ
ー
ム
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
な
の
だ
が
、
仮
想
と
し

て
の
優
劣
関
係
の
状
態
は
い
つ
で
も
い
く
ら
で
も
逆
転
可
能
で
あ
る

た
め
、
そ
れ
に
伴
っ
て
恋
愛
関
係
の
ド
ラ
マ
も
原
理
的
に
は
き
り
が

な
い
ほ
ど
膨
大
化
し
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
小
説
は

こ
れ
以
上
ま
だ
い
く
ら
で
も
続
け
ら
れ
ま
す
が
、
私
も
幾
た
り
か
の

人
物
と
一
緒
に
あ
つ
ち
へ
い
つ
た
り
こ
つ
ち
へ
い
つ
た
り
す
る
の
に

は
も
う
こ
り
こ
り
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
」
（
８
）と

い
う
、横
光
自
身
の
『
花

花
』
解
説
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
さ
え
書
き

続
け
る
気
な
ら
、
登
場
人
物
た
ち
の
恋
愛
ゲ
ー
ム
は
永
遠
に
続
く
は

ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
小
説
が
長
編
化
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

も
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
恋
愛
〉
の
仕
組
み
が
動
き
出
す
た
め
の
基
礎
的
な
条

件
は
、『
紋
章
』
に
お
い
て
も
一
応
整
っ
て
い
る
。「
今
夜
」
の
出
来

事
を
き
っ
か
け
に
、
事
業
の
失
敗
で
こ
れ
ま
で
人
々
に
疎
外
さ
れ
て

き
た
雁
金
は
再
び
昔
の
人
間
関
係
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に

つ
れ
て
、彼
の
過
去
の
恋
愛
事
情
も
次
第
に
浮
上
し
て
く
る
の
だ
が
、

そ
ん
な
中
で
、「
私
」
は
雁
金
と
久
内
夫
婦
の
三
角
関
係
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
も
う
一
人
の
重
要
な
人
物
、
す
な
わ
ち
、
か

つ
て
雁
金
と
は
縁
談
話
が
あ
っ
た
初
子
と
い
う
女
性
の
存
在
を
も
敦

子
か
ら
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
特
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
は
、〈
恋
愛
〉

に
物
語
内
容
の
重
心
を
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
傾
向
が
「
私
」
の
語

り
に
お
い
て
は
か
な
り
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、「
私
」
は
、
雁
金
と
敦
子
の
関
係
に
つ

い
て
「
二
人
の
間
に
は
、
私
や
久
内
の
ま
だ
ま
だ
知
ら
ぬ
何
事
か
が

隠
さ
れ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
と
思
は
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
」

（「
二
」）
と
推
し
量
っ
て
み
た
り
、「
敦
子
を
彼
が
愛
し
て
ゐ
る
よ
り

以
上
に
、
初
子
を
よ
り
多
く
愛
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

（「
三
」）
と
雁
金
の
心
中
を
推
測
し
た
り
し
て
、
一
人
で
勝
手
に
想

像
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、「
善
作
と
押
坂
自
動

車
店
の
娘
の
春
子
と
の
間
に
縁
談
ま
で
あ
つ
た
の
だ
が
、
春
子
と
雁

金
と
の
間
に
も
一
度
は
同
様
な
話
も
あ
つ
た
」（「
二
」）
と
の
情
報

を
雁
金
か
ら
得
た
途
端
に
、「
私
」
は
「
も
し
か
し
た
ら
雁
金
の
知
ら

ぬ
間
に
、
初
子
と
善
作
と
の
縁
談
も
当
然
に
一
度
は
持
ち
上
つ
た
こ
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と
に
ち
が
ひ
あ
る
ま
い
」
と
断
言
し
、
根
拠
の
な
い
憶
測
を
事
実
で

あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

雁
金
、
久
内
、
善
作
、
敦
子
、
初
子
、
そ
し
て
噂
の
春
子
も
含
め

た
六
人
の
青
年
の
間
に
、（
も
ち
ろ
ん
、
善
作
と
敦
子
と
は
親
戚
関
係
な
の

で
話
は
別
な
の
だ
が
、）
男
女
の
任
意
の
組
み
合
わ
せ
が
す
べ
て
恋
人

同
士
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、と
い
う〈
恋
愛
〉の
か
ら
く
り
が「
私
」

の
語
り
に
お
い
て
す
で
に
成
り
立
っ
て
お
り
、〈
恋
愛
〉
ゲ
ー
ム
と
似

た
よ
う
な
物
語
の
展
開
を
読
者
に
予
期
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ

ろ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
て
語
り
手
「
私
」
は
積
極
的
に

〈
恋
愛
〉
の
関
係
性
を
提
示
し
、
男
女
が
複
雑
に
絡
み
合
う
恋
愛
模

様
を
物
語
内
容
の
重
点
と
し
て
語
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
作
品
の
内
容
が
事
実
上
、
そ
う
い
っ
た
「
私
」
の
語
り

を
差
し
置
く
形
で
進
ん
で
い
く
、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

小
説
に
お
い
て
、
久
内
と
初
子
の
情
事
（「
十
二
」）、
そ
し
て
雁
金

と
敦
子
が
二
人
き
り
で
親
密
に
話
し
合
う
場
面
（「
十
五
」）
が
書
か

れ
て
い
る
が
、
唐
草
模
様
の
よ
う
な
「
恋
愛
葛
藤
の
戯
画
」
は
事
実

上
、
こ
の
作
品
で
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
久
内
は
雁
金
に
対
し
て
敵

対
心
を
押
し
隠
し
、
過
剰
な
謙
虚
や
自
己
卑
下
を
し
た
り
、
女
を
譲

ろ
う
と
し
た
り
し
て
、「
負
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
つ
」
と
い
う
〈
自

意
識
〉
の
心
理
戦
に
熱
中
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
久
内

の
「
自
意
識
過
剰
」
の
演
出
は
、
彼
の
独
り
相
撲
に
終
始
し
て
し
ま

い
、
雁
金
ら
ほ
か
の
登
場
人
物
を
恋
愛
ゲ
ー
ム
の
中
に
巻
き
込
む
こ

と
は
な
か
っ
た
。つ
ま
り
、小
説
の
全
体
的
な
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、〈
恋

愛
〉
に
関
す
る
「
私
」
の
あ
ら
ゆ
る
連
想
や
推
測
は
不
必
要
な
叙
述

に
し
か
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
恋
愛
ゲ
ー
ム
始
動
の
予
兆
を
一
人
称

の
語
り
手
「
私
」
に
語
ら
せ
な
が
ら
、
最
終
的
に
そ
の
方
向
に
沿
っ

て
作
中
人
物
た
ち
の
関
係
性
を
構
築
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ

そ
、
こ
の
作
品
の
独
自
性
と
真
意
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

雁
金
の
と
こ
ろ
に
行
け
と
い
う
久
内
の
勝
手
な
提
案
に
抵
抗
を
感

じ
て
「
不
機
嫌
」
な
態
度
を
示
す
初
子
、
久
内
が
家
出
し
た
後
も
家

に
居
残
り
続
け
る
敦
子
、
そ
し
て
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
別
に
衰
へ
も
見
せ
ず
に
柔
ら
か
な
常
の
様
子
」
で
い
ら
れ
る

父
親
。
久
内
と
は
反
対
に
、彼
の
周
囲
に
い
る
こ
れ
ら
の
人
た
ち
は
、

何
が
起
こ
っ
て
も
、
各
自
の
固
有
の
心
の
状
態
と
立
ち
位
置
を
保
ち

続
け
て
お
り
、
彼
ら
の
生
活
態
度
と
心
構
え
は
決
し
て
容
易
に
動
揺

し
た
り
、
変
わ
っ
た
り
し
は
な
い
。

例
え
ば
、「
私
」
は
敦
子
と
初
子
と
い
う
二
人
の
女
性
に
つ
い
て
の

第
一
印
象
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

私
は
夫
人
の
ひ
ど
く
魅
力
の
あ
る
若
若
し
い
、
一
点
ど
こ
か
に

い
く
ら
か
軽
は
ず
み
な
と
こ
ろ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
な
智
的

な
馴
れ
慣
れ
し
さ
を
浴
び
な
が
ら
、
こ
の
夫
人
と
な
ら
昨
日
結

婚
し
や
う
と
も
五
年
前
に
結
婚
し
や
う
と
も
、
別
に
主
人
に
と
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つ
て
は
何
の
変
り
も
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
た
。 

（「
二
」）

そ
れ
に
反
し
て
初
子
は
慎
し
や
か
と
い
ふ
よ
り
も
、
い
た
つ
て

無
造
作
に
、
巧
み
に
箸
を
動
か
し
て
ゐ
た
。
私
は
こ
の
婦
人
は

何
を
さ
し
て
も
ま
ご
ま
ご
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
つ
た
。

し
か
し
、
ま
た
何
を
し
て
も
こ
の
や
う
な
婦
人
は
初
め
の
所
よ

り
進
歩
は
し
な
い
に
ち
が
ひ
な
い
。
あ
る
一
定
量
の
単
純
さ
の

た
め
に
、
身
の
処
理
が
板
に
つ
い
て
定
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。 

（「
四
」）

初
対
面
に
も
か
か
わ
ら
ず
、二
人
に
対
す
る
「
私
」
の
人
物
評
は
、

人
格
や
性
格
と
い
っ
た
か
な
り
深
い
と
こ
ろ
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、

「
何
の
変
り
も
な
い
」、「
進
歩
は
し
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
が
示
す
よ

う
に
、
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
あ
る
種
の
一
定
不
変
の
状
態
を
保

っ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を
、「
私
」
は
二
人
の
言
動
か
ら
感
じ
取
っ

て
い
る
。
こ
う
し
た
一
見
何
気
な
い
「
私
」
の
語
り
は
、
事
実
上
、

右
に
述
べ
て
き
た
こ
の
作
品
に
お
け
る
現
実
の
固
有
性
の
問
題
と
密

接
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〈
恋
愛
〉
に
関
す
る
「
私
」
の
不
必
要
な
叙
述
の
効
果
に
話
を
戻

す
と
、
わ
ざ
わ
ざ
〈
恋
愛
〉
を
話
題
に
あ
げ
た
「
私
」
の
語
り
が
中

途
半
端
な
ま
ま
放
置
さ
れ
る
「
破
綻
」
に
よ
っ
て
、
恋
愛
関
係
の
遊

戯
化
が
実
際
に
は
成
立
し
な
い
と
い
う
現
実
的
な
状
況
、
あ
る
い
は

言
い
換
え
れ
ば
、
不
安
定
な
心
理
や
関
係
性
に
強
く
抗
す
る
固
有
の

世
界
の
存
在
が
逆
に
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
れ
ば
、
雁
金
の
「
日
本
精
神
」
の
代
わ
り

に
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
父
親
の
柔
軟
な
姿
が
最
終
的
に
、
久
内
を

「
自
意
識
過
剰
」
の
精
神
状
態
か
ら
目
覚
め
さ
せ
、
彼
に
人
並
み
の

素
直
な
生
き
方
を
取
り
戻
さ
せ
た
、
と
い
う
「
久
内
物
語
」
の
終
わ

り
方
は
む
し
ろ
必
然
的
な
帰
結
と
も
言
え
る
。
目
ま
ぐ
る
し
い
恋
愛

模
様
が
紡
が
れ
る
群
像
の
劇
を
増
殖
し
、
作
品
を
長
編
化
す
る
機
能

的
な
形
式
と
し
て
〈
自
意
識
〉
を
扱
う
路
線
を
変
更
し
、
内
容
論
的

な
レ
ベ
ル
か
ら
〈
自
意
識
〉
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
作

者
の
態
度
が
こ
こ
か
ら
汲
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

久
内
と
雁
金
は
全
く
相
違
す
る
思
考
ス
タ
イ
ル
を
持
っ
て
お
り
、

両
者
の
行
動
も
自
ず
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品

を
一
通
り
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
久
内
物
語
」
と
「
雁
金
物
語
」

と
い
う
二
つ
の
部
分
は
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
ず
、
互
い
に
ほ
と

ん
ど
無
関
係
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
二
人
の
間
に
実
質
的

な
相
互
変
革
の
作
用
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る（
９
）。
こ
れ
は
一
見

し
て
、
語
り
手
「
私
」
の
統
御
力
の
欠
如
が
関
連
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
断
裂
構
造
に
よ
っ
て
、
逆

に
久
内
と
雁
金
に
共
通
す
る
問
題
点
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。「
義
理
人
情
」、
在
来
の
社
会
的
経
済
的
秩
序
な
ど
を
こ
と

ご
と
く
無
視
し
て
ひ
た
す
ら
に
行
動
す
る
雁
金
も
、
本
当
の
意
味
で

の
〈
自
意
識
〉
と
い
う
よ
り
も
た
だ
の
「
対
人
優
越
感
」
を
保
つ
た

め
の
心
理
ゲ
ー
ム
に
熱
中
す
る
久
内
も
、
実
際
の
「
日
本
」
の
現
実

と
い
う
固
有
の
世
界
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
小
説
の

価
値
は
か
な
ら
ず
し
も
語
り
の
整
合
性
・
一
貫
性
に
よ
っ
て
担
保
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
見
中
途
半
端
な
語
り
が
、
作
品
の

思
想
的
批
評
性
を
生
み
出
す
効
果
的
な
構
造
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

が
あ
る
、
と
い
う
点
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
独
自
性
と
到
達
点
が
あ

っ
た
の
で
あ
る）
10
（

。

た
だ
し
、
改
め
て
断
っ
て
お
く
が
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
主

題
が
先
行
す
る
よ
う
な
創
作
と
し
て
横
光
の
『
紋
章
』
を
捉
え
る
の

は
、
お
そ
ら
く
見
当
違
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
こ

の
小
説
は
、「
詰
め
手
が
あ
る
の
に
作
者
は
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
詰
め

な
い
と
い
ふ
将
棋
」、
す
な
わ
ち
、
あ
え
て
一
貫
性
を
も
っ
て
主
題

を
主
題
と
し
て
語
ら
な
い
と
い
う
方
針
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

特
定
の
思
想
や
立
場
を
読
者
に
飲
み
込
ま
せ
る
た
め
の
作
品
と
は
根

本
的
に
異
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ゆ
え
に
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
物

語
の
世
界
か
ら
何
ら
か
の
意
味
を
汲
み
取
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
語
り
の
破
綻
と
い
う
〈
方
法
〉
そ
の

も
の
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、『
紋
章
』
以
後
の
横
光
の
歩
み
を
考
え
る
上
で
も
重

要
な
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
上
述
し
た
「
義
理

人
情
」
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、こ
の
言
葉
は
「
厨
房
日
記
」（『
欧

洲
紀
行
』
創
元
社
、
昭
十
二
・
四
）
に
お
い
て
も
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
一
般
的
に
日
本
主
義
的
、
国
粋
主
義
的
な
言
説
と
し
て
み
な

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
で
に
論
じ
た
通
り
、『
紋
章
』
を
見
る

限
り
で
は
、
こ
の
作
品
で
は
、「
義
理
人
情
」
と
い
う
表
現
は
一
回
し

か
出
て
お
ら
ず
、
決
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と

い
う
よ
り
も
、
作
者
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
色
合
い
を
帯
び
る
抽
象

的
な
概
念
と
し
て
の
「
国
家
」
や
「
日
本
精
神
」
を
相
対
化
す
る
〈
方

法
〉
を
探
る
過
程
の
中
で
、「
義
理
人
情
」
と
い
う
価
値
の
存
在
が
、

本
物
の
「
日
本
」
の
現
実
の
固
有
性
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
、
結

果
的
に
浮
上
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
言
え
る
。「
私
」
語
り

の
自
壊
と
い
う
〈
方
法
〉
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
「
日
本
」
の

像
は
、
日
本
主
義
・
国
粋
主
義
的
な
意
味
で
の
「
日
本
」
と
い
か
に

異
な
り
得
る
の
か
、
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
、
横
光
の
後
期
作
品
全
般

の
評
価
と
解
釈
が
大
き
く
左
右
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
に
し
た

い
。
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【
注
】

（
１
）
中
村
三
春
「
横
光
利
一
『
紋
章
』
│
非
晶
質
な
テ
ク
ス
ト
」（「
国
文

学　

解
釈
と
鑑
賞
」
平
二
十
二
・
六
）

（
２
）
広
津
和
郎
「『
紋
章
』
評
」（「
改
造
」
昭
九
・
五
）

（
３
）
青
野
季
吉
「『
紋
章
』
の
世
界
に
つ
い
て
」（「
改
造
」
昭
九
・
十
）

（
４
）
鳥
居
邦
朗
は
「
横
光
利
一
『
紋
章
』
│
山
下
久
内
の
自
意
識
│
」（「
国

語
と
国
文
学
」昭
六
十
一
・
三
）に
お
い
て
、雁
金
の「
日
本
精
神
」は
、

名
門
の
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
自
然
に
出
て
く
る
と
は
い
う
も

の
の
」、
そ
れ
は
本
質
的
に
言
え
ば
、
彼
が
「
詐
欺
に
よ
っ
て
全
財
産

を
失
」
い
、「
絶
望
の
果
て
」
に
つ
か
ま
っ
て
し
ま
っ
た
「
ア
プ
リ
・

オ
リ
な
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
５
）
金
季
杍
は
「
横
光
利
一
『
紋
章
』
論
│
長
篇
小
説
の
「
構
成
」
│
」（「
国

語
と
国
文
学
」
平
二
十
・
八
）
に
お
い
て
、「
出
来
事
が
終
わ
っ
た
後

に
過
去
を
振
り
返
り
な
が
ら
語
る
形
や
、
局
外
者
と
し
て
作
中
人
物

を
描
い
て
い
く
よ
う
な
方
法
と
は
根
本
的
に
異
な
」
り
、『
紋
章
』
に

お
け
る
「
私
」
の
語
り
は
、「
出
来
事
の
〈
時
間
〉
を
「
今
夜
」
を
軸

に
相
関
的
に
位
置
づ
け
な
が
ら
再
構
成
し
」、「
物
語
が
つ
く
ら
れ
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
こ
と
で
、
あ
え
て
物
語
内
容
を
読
み
手
に
対
し

て
構
成
し
て
み
せ
て
い
る
」、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
６
）
狩
野
恭
子
「
横
光
利
一
「
紋
章
」
序
説
│
小
説
家
「
私
」
の
機
能
を

め
ぐ
っ
て
│
」（「
語
文
」
平
八
・
七
）

（
７
）
鳥
居
邦
朗
は
「
雁
金
の
「
日
本
精
神
」
が
、「
近
代
の
智
識
人
」
で
あ

る
久
内
の
苦
悩
を
救
う
も
の
と
し
て
も
、あ
る
い
は
「
近
代
の
智
識
人
」

久
内
を
徹
底
的
に
敗
北
さ
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
。

た
だ
自
意
識
家
久
内
を
裏
返
し
た
形
で
の
行
動
家
と
し
て
描
か
れ
て

お
り
、
極
言
す
れ
ば
、
自
意
識
過
剰
に
悩
む
「
近
代
の
智
識
人
」
久

内
を
照
ら
し
出
す
合
せ
鏡
の
役
割
し
か
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
。（
前
掲
注
（
４
））

（
８
）
横
光
利
一
「
書
翰
」（「
文
芸
」
昭
八
・
十
一
）

（
９
）
松
村
良
も
「
横
光
利
一
『
紋
章
』
│
「
近
代
日
本
」
と
「
ポ
ス
ト
近
代
」

の
「
並
立
」
│
」（「
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
」
平
七
・
三
）

に
お
い
て
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
。

（
10
）
鳥
居
邦
朗
は
、「
私
」
と
い
う
相
対
的
な
語
り
手
の
設
定
は
中
途
半
端

な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
を
保
ち
な
が
ら
、〈
自
意
識
〉
と
い
っ
た
よ
う
な
、
作
者
自
身
が
未

だ
確
信
的
か
つ
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
を
作
品

世
界
の
内
部
に
お
い
て
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
と

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
氏
の
考
え
に
よ
る
と
、〈
自
意
識
〉
の
あ
り

よ
う
が
徹
底
的
に
解
剖
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
「
未
整
理
未
解
決
」

の
問
題
が
残
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、〈
自
意
識
〉
は
ど
こ
を
目
指
し
て

い
く
べ
き
な
の
か
を
突
き
止
め
ら
れ
な
い
ま
ま
、
超
越
的
な
論
理
に

す
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
近
代
を
後
向
き
に
越
え
て
し
ま
い
か
ね
な
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い
」
と
い
う
当
時
の
知
識
人
の
精
神
的
危
機
が
逆
に
浮
き
彫
り
に
な

る
の
だ
が
、「
作
中
に
中
途
半
端
に
存
在
す
る
「
私
」
は
、
そ
の
よ
う

な
未
整
理
未
解
決
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
す
る
た
め
に
一
応
は
有
効
に

働
い
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
」
る
と
い
う
。（
前
掲
注
（
４
））

＊ 

小
説
『
紋
章
』
か
ら
の
引
用
は
、
初
刊
単
行
本
『
紋
章
』（
改
造
社　

昭

九
・
九
）
を
底
本
と
す
る
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
第
五
巻
（
河
出
書
房

新
社　

昭
五
十
六
・
十
一
）
に
拠
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
横
光
の
テ
ク
ス
ト

の
引
用
も
す
べ
て
、こ
の
『
全
集
』
に
拠
っ
た
。
な
お
、引
用
に
際
し
て
は
、

旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。


