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表
象
す
べ
き
か
と
い
う
問
い

―
へ
の
応
答
可
能
性
を
ど
こ
ま
で
読
む
こ
と
が

で
き
る
の
か
を
問
い
直
す
。

一　

通
説
的
批
判
と
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て  

研
究
史
の
確
認

ま
ず
最
初
に
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
と
の
関
係
に
関
す

る
小
林
批
判
を
見
て
い
き
た
い
。
特
に
、『
本
居
宣
長
』
以
降
の
小
林
に
対
す

る
通
説
的
批
判
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「「
日
本
語
」（
や

ま
と
こ
と
ば
）
を
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
け
が
さ
れ
て
い
な
い
い
わ
ば
無
媒
介

の
原
初
の
言
葉
と
し
て
想
定
し
、
そ
れ
が
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
元
凶
・
温

床
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
小
林
は
無
自
覚
で
あ
る
」
と
い
っ
た
タ

イ
プ
の
批
判
で
あ
る
。
酒
井
直
樹
・
子
安
宣
邦
の
研
究　１
に
立
脚
し
て
そ
れ
を
小

林
に
投
げ
つ
け
る
タ
イ
プ
の
こ
う
し
た
批
判
に
対
し
、
小
泉
義
之
、
山
城
む
つ

み
、
島
弘
之
は
以
下
の
様
な
反
論
を
提
出
し
て
い
る
。

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
以
下
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
①
小
林
秀
雄
の
近
年
の
研
究
史

を
概
観
し
な
が
ら
、
そ
の
主
体
の
仮
構
性
と
書
記
行
為
の
問
題

―
島
弘
之
の

言
う
「『
感
想
』と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
」

―
に
着
目
し
、そ
う
し
た
書
記
行
為
が
、

小
林
の
戦
争
体
験
と
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
」
研
究
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
お
け
る
「
死
」
及
び
「
キ
リ
ス
ト
」
の
表
象
不
可
能
性
の
問

題
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
②
次
に
、
小
林
は
小
説
に
つ

い
て
物
理
学
と
連
動
し
た
斬
新
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て
い
た
こ
と
、『
感
想
』

『
常
識
に
つ
い
て
』『
本
居
宣
長
』
に
〈
経
験
〉
を
「
分
裂
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」

と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
、そ
こ
に
小
林
の「
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
で
の
極
限
的
な
死
を
巡
る
認
識
を
重
ね
合
わ
せ
る
必
要

が
あ
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
③
そ
の
う
え
で
、
小
林
の
仕
事
に
、
二
十
一
世
紀

＝
三
・
一
一
以
後
の
文
学
へ
の
問
い

―
未
来
の
死
者
＝
他
者
を
ど
の
よ
う
に

「
二
十
一
世
紀
の
小
林
秀
雄
」
に
む
け
て

︱ 

近
年
の
研
究
史
を
概
観
し
な
が
ら 

︱
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験
の
多
様
性
を
覆
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
言
語
構
造
に
は
い

た
る
と
こ
ろ
に
、裂
け
目
が
あ
る
だ
ろ
う
、暗
所
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」（『
本

居
宣
長
』（
十
九
））「
日
本
語
を
漢
字
で
書
く
と
い
う
、
で
き
な
い
相
談
」、
漢

字
と
訓
と
の
間
の
「
一
種
の
対
抗
関
係
」「
そ
の
働
き
、
ま
こ
と
に
不
安
定
な

働
き
」「
漢
字
に
よ
っ
て
わ
が
身
が
実
験
さ
れ
る
」
と
書
き
、
宣
長
の
『
古
事

記
伝
』
の
訓
は
「
自
分
の
直
感
と
想
像
力
と
の
力
」
で
行
っ
た
と
記
し
て
い
る

（『
本
居
宣
長
』（
二
十
八
）―（
三
十
））
か
ら
で
あ
る５

。

次
に
、
小
林
の
評
論
に
お
け
る
「
僕
」「
私
」
と
い
う
人
称
の
仮
構
性
に
関

し
て
検
討
を
し
て
み
た
い
。
し
ば
し
ば
、
小
林
の
評
論
、
こ
と
に
歴
史
を
扱
っ

た
評
論
に
対
し
、
そ
こ
で
の
「
僕
」「
私
」
を
小
林
本
人
と
同
一
視
し
て
、
そ

の
歴
史
記
述
の
恣
意
性
を
論
難
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て

は
既
に
研
究
史
的
に
明
快
な
反
論
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。

『
無
常
と
い
ふ
事
』
の
連
作
全
体
を
通
し
て
頻
出
す
る
言
葉
に
、〈
僕
〉

と
い
う
語
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
書
き
手
で
あ
る
小
林
秀
雄
の
、

い
わ
ば
無
色
の
代
名
詞
と
し
て
読
み
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、

こ
れ
は
か
な
り
目
方
の
か
か
っ
た
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
。（
略
）
小
林
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
い
わ
ば
〈
僕
〉
を
仮
構
す
る
こ
と
で
、
対
象
と
し
て
の

中
世
と
と
も
に
、
そ
れ
を
見
る
視
線
の
有
り
様
を
示
す
の
で
あ
る６

。

批
判
者
た
ち
は
こ
う
論
ず
る
。
宣
長
と
小
林
は
、
文
字
に
侵
さ
れ
て
い
な

い
言
葉
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
、
互
い
に
顔
を
向

け
互
い
に
声
を
届
か
せ
互
い
に
心
を
響
か
せ
る
話
し
言
葉
、
そ
ん
な
始
原

的
な
言
葉
を
懐
古
し
な
が
ら
、そ
の
原
生
言
語
共
同
体
を
「
皇
国
」
や
「
日

本
」
の
起
源
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
＝
国
民
＝
国
語
共
同
体
の

幻
想
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。（
略
）
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
。
デ
リ
ダ
の
『
グ
ラ
マ
ト
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
』
と
『
声
と
現
象
』
を

初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
そ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
論
は
実
質
的
に
は
宣
長

や
小
林
が
論
ず
る
と
こ
ろ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
だ
ろ
う
と
感
じ
て

い
た２

。
山
城
　
彼
（
小
林
―
引
用
者
注
）
は
『
古
事
記
伝
』
の
訓
は
宣
長
の
創

作
で
あ
り
、
上
代
に
あ
あ
読
ま
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
、
と
は
っ
き
り

認
識
す
る
と
こ
ろ
か
ら
宣
長
の
こ
と
を
か
ん
が
え
て
い
る
の
だ
か
ら３

。

小
林
は
言
語
構
造
に
組
み
込
ま
れ
る
裂
け
目
や
暗
所
を
当
然
視
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
示
差
性
や
デ
リ
ダ
流
の
脱
構
築
な
ど
も
、

単
な
る
自
明
の
理
と
し
て
小
林
の
視
野
に
収
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る４

。

私
は
小
泉
ら
の
見
解
の
方
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。実
際
、小
林
は『
本
居
宣
長
』

の
な
か
で
、「
こ
の
種
の
言
語
像
が
、
ど
ん
な
に
豊
か
に
な
っ
て
も
、
生
活
経
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が
ら
詳
細
に
検
討
し
、
そ
こ
で
の
他
者
性
の
消
去
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。小

林
は
た
し
か
に
中
国
で
民
衆
と
じ
か
に
接
し
、
か
つ
て
な
い
強
度
で

観
察
し
た
が
、
彼
が
そ
の
体
験
か
ら
批
評
に
持
ち
帰
っ
て
き
た
も
の
は
、

決
し
て
本
来
的
な
意
味
の
「
他
者
」
概
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
略
）

小
林
は
た
し
か
に
民
衆
と
接
し
た
が
、
彼
の
批
評
は
民
衆
を
、「
表
現
」

の
問
題
の
一
契
機
へ
と
還
元
し
て
い
る
の
で
あ
る９

。

森
本
は
、
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
戦
時
中
の
小
林
が
「
表
象
」
の
余
剰

を
回
避
し
て
、
十
全
な
「
表
現
」
の
域
に
退
行
し
た
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
小
林
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
と
の
関
係
で
戦
争
へ
の

微
妙
な
抵
抗
と
戦
後
へ
の
持
続
を
見
る
立
場
も
あ
り
、
近
年
の
研
究
で
そ
の
代

表
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
山
城
む
つ
み
の
一
連
の
小
林
秀
雄
研
究
で
あ
る
。

山
城
は
小
林
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
と
戦
争
と
の
か
か
わ
り
を
以
下
の

よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

小
林
は
、
一
連
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
考
の
執
筆
に
お
い
て
、
同
時

に
並
行
し
て
持
続
し
て
い
た
戦
争
に
深
く
食
い
入
っ
て
い
き
、
そ
の
内
部

に
或
る
リ
ミ
ッ
ト
を
垣
間
見
た
。（
略
）『
文
学
』
の
成
否
は
、
戦
争
の
内

部
か
ら
、
こ
の
「
戦
争
の
時
」
を
超
え
て
ゆ
く
或
る
絶
対
的
な
も
の
を
、

こ
の
「
私
」
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
場
所
か
ら
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
作
中
人
物
を
許
容
し
得
る
現
代
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
何

だ
ろ
う
か
。〈
感
想
〉
以
外
に
は
な
い
。（
略
）
つ
ま
り
、
何
で
も
な
い
よ

う
な
、
無
色
透
明
で
あ
る
か
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
零
度
と
も
い
う
べ
き

場
に
「
私
」
を
立
た
せ
て
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
徐
々
に
創
作
的
感
想
の
森

の
奥
へ
と
読
者
を
案
内
し
よ
う
と
い
う
の
が
小
林
秀
雄
の
手
つ
き
な
の
で

あ
る７

。

こ
の
樫
原
修
と
島
弘
之
の
見
解
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、小
林
の
評
論
の
「
僕
」

「
私
」
は
、
歴
史
や
物
語
の
た
だ
な
か
に
、
一
気
に
読
者
を
連
れ
込
む
た
め
に

し
つ
ら
え
ら
れ
た
、
高
度
に
仮
構
さ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る８

。
こ
こ
か
ら
考
え

て
、『
本
居
宣
長
』
で
描
か
れ
た
〈
宣
長
〉
も
ま
た
、
そ
う
し
た
「
仮
構
す
る

こ
と
で
、
対
象
と
し
て
の
「
古
代
」
と
と
も
に
、
そ
れ
を
見
る
視
線
の
有
り
様

を
示
す
」
た
め
の
主
体
と
し
て
小
林
が
提
出
し
た
一
種
の
虚
構
の
主
体
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
。

二　

小
林
秀
雄
と
戦
争 

―〈
表
象
の
余
剰
〉と〈
文
〉
―

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、小
林
秀
雄
と
戦
争
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
の
中
の
有
力
な
見
解
と
し
て
、
森
本
淳
生
の
浩
瀚
な
『
小
林
秀
雄
の
論
理  

美
と
戦
争
』
が
あ
る
。
森
本
は
戦
時
中
の
小
林
の
発
言
を
初
出
誌
に
当
た
り
な
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に
つ
い
て
Ⅱ
」）
と
「
他
者
の
到
来
と
そ
の
疑
わ
し
さ
の
物
語
」「
歴
史
＝
物
語

的
な
解
決
を
」「
で
き
る
限
り
遅
延
さ
せ
る
こ
と
」（「『
罪
と
罰
』に
つ
い
て
Ⅱ
」）

を
評
価
し
て
い
る12

。

先
の
山
城
の
問
い
に
戻
れ
ば
、
山
城
は
宇
野
邦
一
と
の
対
話
の
中
で
「
小
林

秀
雄
に
、書
こ
う
と
し
て
書
け
な
い
あ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「『
白

痴
』
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
の
中
心
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
出

て
く
る
と
ど
う
し
て
も
小
林
は
書
け
な
く
な
る13

。」
と
し
、
小
林
の
「
彼
が
最

終
的
に
書
け
な
い
、
不
可
能
な
も
の
と
は
、「
死
」
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
福
田
拓
也
は
小
林
の
作
品
で
は
初
期
習
作
の
『
蛸
の
自
殺
』、

若
き
日
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
論
『
惡
の
華
一
面
』

―
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
フ
ラ

ン
ス
文
学
者
で
あ
る
福
田
は
詳
細
に
分
析
し
て
い
る

―
、
最
後
の
『
本
居
宣

長
』
に
い
た
る
ま
で
、
死
の
主
題
の
反
復
が
な
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る14

。

こ
こ
で
、
番
場
と
福
田
が
と
も
に
言
及
す
る
一
種
異
様
な
テ
ク
ス
ト
、「「
死

体
写
真
或
い
は
死
体
に
つ
い
て
」
を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い

て
は
、「
死
」
の
問
題
の
忌
避
と
「
弛
緩
」
を
み
る
番
場
と
「
死
骸
」
へ
の
問

い
の
反
復
と
深
化
を
見
る
福
田
と
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
は
先
に
触
れ
た
小
林
に
お
け
る
「
戦
争
と
死
」
の
問
題
を
語
る
の
に
重
要
で

あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
鎌
倉
八
幡
の
参
道
を
ぶ
ら
つ
い
て
い
る
」「
私
」が
、「
犯

罪
実
相
展
覧
会
」
に
入
り
、「
胸
が
悪
く
な
り
」、「
死
体
」
に
つ
い
て
の
「
感
想
」

一
般
論
と
し
て
で
は
な
く
、
小
林
一
個
の
実
存
に
、
し
た
が
っ
て
文
学
者

の
場
合
、〈
文
〉
に
析
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て

い
た
。 （
略
）『
文
学
』の
終
結
は
、し
た
が
っ
て
、小
林
の
内
部
に
お
け
る
、

い
わ
ゆ
る
戦
後
と
い
う
形
で
持
続
す
る
「
戦
争
の
時
」
の
終
結
を
意
味
し

て
い
た
。『
文
学
』
の
小
林
に
と
っ
て
、
こ
の
真
の
意
味
で
の
戦
後
を
も

た
ら
す
そ
の
絶
対
的
な
も
の
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
形
で
問
わ
れ
た
。
し
か

し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
同
時
代
に
反
復
す
る
「
一
八
七
〇
年
代
」
の
内
側
に

キ
リ
ス
ト
を
析
出
さ
せ
る
書
記
運
動
の
創
出
が
『
文
学
』
に
と
っ
て
最
大

の
困
難
と
し
て
現
れ
た10

。

山
城
は
、
戦
後
の
小
林
の
文
業
に
も
、「
戦
争
の
時
」
の
反
響
を
聞
き
と
り
、

キ
リ
ス
ト
と
い
う
形
で
問
わ
れ
た
「
こ
の
「
戦
争
の
時
」
を
超
え
て
ゆ
く
或
る

絶
対
的
な
も
の
」を
彼
の〈
文
〉（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）に
い
か
に
析
出
す
る
か
が
、

小
林
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
こ

の
山
城
の
前
提
を
共
有
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
、
小

林
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
く
。

ロ
シ
ア
文
学
研
究
者
で
あ
り
、
彼
自
身
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
優
れ
た
研
究

書
を
書
い
て
い
る11

　

番
場
俊
は
小
林
の「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」に
つ
い
て
、「
と

り
わ
け
戦
後
の『
罪
と
罰
』と『
白
痴
』の
ノ
ー
ト
は
紛
う
方
な
き
傑
作
で
あ
り
、

こ
れ
を
越
え
る
水
準
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
は
そ
の
後
書
か
れ
て
い
な
い
。」

と
し
、そ
の
「
再
読
」と
い
う
〈
方
法
〉
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
分
裂
（「『
白
痴
』
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こ
こ
で
は
、
戦
争
と
死
体
へ
の
こ
だ
わ
り
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、「
表
現
」

E
xpression

か
ら
の
余
剰
が
語
ら
れ
て
お
り
、
は
っ
き
り
と
森
本
論
文
の
図

式
か
ら
の
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
山
城
論
文
で
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン

―
「
こ
の
「
戦
争
の
時
」
を
超
え
て
ゆ
く
或
る
絶
対
的
な
も
の
」
を
彼
の

〈
文
〉
に
い
か
に
析
出
す
る
か
」

―
の
方
が
小
林
の
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
い

る
と
言
え
る
。ま
た
、こ
の
時
期
は「
罪
と
罰
に
つ
い
て
Ⅱ
」を
書
き
終
え
、「
ゴ
ッ

ホ
の
手
紙
」

―
こ
こ
で
の
「
ゴ
ッ
ホ
の
絵
の
前
で
し
ゃ
が
み
込
む
」
場
面
も

や
は
り
「『
感
想
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
」
と
同
様
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
構
造
を
持
っ

て
い
る
ー
「
中
原
中
也
の
思
い
出
」
に
取
り
掛
か
り
、
ま
た
帰
還
兵
＝
大
岡
昇

平
の
『
野
火
』
が
連
載
中
の
時
期
で
も
あ
っ
た
（
こ
の
大
岡
の
『
野
火
』
と
の

複
雑
な
関
係
を
山
城
は
『
小
林
秀
雄
と
そ
の
戦
争
の
時
』
で
詳
細
に
分
析
し
て

い
る
）
事
を
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

三　
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」

　

  

―
「
キ
リ
ス
ト
」
を
析
出
す
る
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー

で
は
、
こ
こ
で
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
に
戻
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、

山
城
の
言
う
、「
小
林
批
評
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
」
で
も
あ
る
地
点
、

具
体
的
に
は
小
林
の
最
後
の
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
で
あ
る
「『
白
痴
』

に
つ
い
て
Ⅱ
」
が
中
絶
し
た
地
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
で
も
小
林
秀
雄
で
も
な
い
何
か
中
間
的
な
無
人
称

を
つ
づ
る
と
い
う
も
の
だ
が
、
ち
な
み
に
こ
の
冒
頭
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
、〈
突

然
絶
対
的
な
も
の
に
不
意
打
ち
さ
れ
る
〉
と
い
う
同
時
期
の
『
ラ
ン
ボ
オ
Ⅲ
』

『
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
』
と
同
じ
で
あ
り
、こ
の
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、島
の
言
う
「『
感

想
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
」
に
属
す
る
こ
と
を

―
そ
し
て
ど
ち
ら
も
戦
後
に
書

か
れ
た
「
戦
争
の
時
」
を
引
き
ず
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と

―
を
示
し
て

い
る
。

子
供
を
お
ぶ
っ
た
女
の
人
が
、
写
真
を
見
な
が
ら
、
ホ
ー
ラ
、
絞し
め
こ
ろ殺

さ

れ
た
ん
だ
よ
、
絞し
め
こ
ろ殺
さ
れ
た
ん
だ
よ
、
と
背
中
の
子
供
の
尻
を
叩
い
て
い

る
。
彼
女
の
顔
に
は
何
ん
の
表
情
も
現
れ
て
お
ら
ず
、
目
は
う
つ
ろ
の
様

で
あ
っ
た
。（
略
）
犯
行
者
は
死
体
を
見
な
い
。
犯
行
と
い
う
行
為
が
、

死
体
の
異
形
を
か
く
す
。
戦
争
と
い
う
大
き
な
行
為
の
陰
に
何
と
沢
山
の

死
体
が
隠
れ
て
し
ま
っ
た
か
。
帰
還
兵
は
、
一
人
と
し
て
死
体
の
印
象
を

正
確
に
語
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。（
略
）
死
体
の
無
意
味
さ
が
、
私
の

心
を
無
意
味
に
し
た
。
私
の
記
憶
は
、
あ
れ
は
た
し
か
に
死
体
で
あ
っ
た

と
い
う
言
葉
の
周
り
を
う
ろ
つ
く
。
そ
し
て
其
処
に
何
か
し
ら
感
情
が
生

ま
れ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
。
あ
の
時
、私
の
心
が
乾
板
で
あ
っ
た
な
ら
、

死
体
写
真
が
撮
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
写
真
と
い
う
も
の
は
そ
う
い

う
こ
と
を
す
る
。（
略
）
写
真
は
何
も
表
現
し
な
い
。E

xpression

と
い

う
言
葉
を
、
そ
の
本
来
の
意
味
、
物
を
押
し
つ
ぶ
し
て
中
身
を
出
す
と
い

う
意
味
に
と
る
な
ら
ば15

。
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ま
た
、
小
林
が
現
代
小
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
も
彼
な
り
の
斬
新
な

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
研
究
史
的
に
周
知
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改

め
て
確
認
す
る
。

性
格
と
は
人
と
人
と
の
交
渉
の
上
に
明
滅
す
る
一
種
の
文
学
的
仮
定
と

な
っ
た
（
略
）
こ
の
人
間
の
性
格
に
関
す
る
文
学
的
仮
定
の
変
動
、
言
葉

を
変
え
て
言
え
ば
、
一
つ
の
視
点
か
ら
多
数
の
人
間
を
眺
め
る
の
で
は
も

は
や
足
り
ず
、
互
い
に
眺
め
合
う
人
々
の
多
数
の
視
点
を
作
者
は
一
人
で

持
た
ね
ば
な
ら
ぬ19

。

フ
ァ
ラ
デ
ィ
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
天
才
以
来
、
実
体
的
な
「
物
」
に

代
っ
て
、
機
械
的
な
『
電
磁
的
場
』
が
物
理
的
世
界
像
の
根
底
を
な
す
に

至
っ
た
の
は
周
知
の
事
だ
が
、
こ
の
物
理
学
者
等
の
認
識
に
何
等
神
秘
的

な
も
の
が
含
ま
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
が
、
人
間
の

あ
ら
ゆ
る
実
体
的
属
性
を
仮
構
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
主
客
物
心
の

対
立
の
消
え
た
生
活
の
「
場
」
の
中
心
に
、
新
し
い
人
間
像
を
立
て
た
こ

と
に
、
何
等
空
想
的
な
も
の
は
な
い
の
で
あ
る20

。

こ
の
理
論
（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論

―
引
用
者
注
）
の

独
創
性
は
、
座
標
軸
の
数
だ
け
、
物
を
見
る
視
点
と
い
う
も
の
が
現
実
に

あ
る
な
ら
、
そ
の
う
え
に
唯
一
つ
の
視
点
を
立
て
る
と
い
う
事
は
空
想
に

が
、
ま
る
で
一
種
の
中
空
に
向
け
て
、
た
だ
ひ
と
つ
の
聖
句
を
自
動
的
に

反
響
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る16

。

小
林
の
関
心
は
、（
略
）
自
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
創
作
の
動
機
と

方
法
を
会
得
し
、
そ
の
会
得
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
実
験
し
て
み
る
こ
と
、
つ

ま
り
、
自
分
自
身
が
『
白
痴
』
を
書
く
こ
と
に
あ
っ
た17

。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
記
述
の
混
乱
で
は
な
い
。
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
、

一
人
称
の
批
評
言
語
が
と
り
う
る
最
高
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
形
態
が
こ

こ
に
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
小
林
は
、
説
明
さ
え
加
え
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
書
く
と
こ
ろ
を
、
自
由
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
だ
け
で
あ
る18

。

こ
の
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
で
も
小
林
秀
雄
で
も
な
い
何
か
中
間
的
な
無

人
称
」
を
仮
構
し
て
、「
自
分
自
身
が
『
白
痴
』
を
書
く
」
と
い
う
、
創
作
と

も
批
評
と
も
言
え
な
い
異
様
な
書
記
行
為
は
、山
城
の
言
う「「
一
八
七
〇
年
代
」

の
内
側
に
キ
リ
ス
ト
を
析
出
さ
せ
る
書
記
運
動
の
創
出
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

樫
原
の
言
う
「
一
人
称
の
批
評
言
語
が
と
り
う
る
最
高
に
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な

形
態
」
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
〈
再
記
述
〉
は
先

に
触
れ
た
、
番
場
の
言
う
「
再
読
」
で
も
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
者
の
中
村
昇
の
言
う
「
反
覆
可
能
性
」
と
差
異
の
産
出
と
も

密
接
に
関
わ
る
。
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が
い
ま
す
。
こ
の
画
家
た
ち
は
、
光
と
そ
の
光
に
さ
ら
さ
れ
変
容
し
て
い

く
物
質
を
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
課
題
に
憑
か
れ
た
人
々
で
す
。
そ

こ
に
は
光
の
屈
折
と
形
態
の
デ
フ
ォ
ル
メ
と
い
っ
た
ひ
と
つ
に
固
定
さ
れ

な
い
流
動
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
『
感
想
』
の
粒
子
で
あ

り
波
動
で
あ
る
物
質
。
そ
し
て
『
本
居
宣
長
』
の
膨
大
な
過
去
の
時
間
と

古
代
の
人
々
の
叫
び
が
結
晶
し
た
古
語22

。

こ
の
宣
長
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
結
び
付
け
る
視
点
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
小
林
自
身

が
提
出
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
江
藤
淳
と
の
対
談
で
の
小
林
秀
雄
の
発
言
を

見
れ
ば
、
そ
の
点
が
は
っ
き
り
す
る
。

『
古
事
記
伝
』
に
な
る
と
、
訳
は
も
っ
と
正
確
に
な
り
ま
す
。
性
質
情

状
と
書
い
て
、「
ア
ル
カ
タ
チ
」
と
か
な
を
振
っ
て
い
る
。「
物
」
に
「
性

質
情
状
」
で
す
。
こ
れ
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
正
訳
で
す
。（
略
）
こ
の

純
粋
な
知
覚
経
験
の
上
に
払
わ
れ
た
、
無
私
な
、
芸
術
家
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
努
力
を
、
宣
長
は
、
神
話
の
世
界
に
見
て
い
た
。
私
は
そ
う
思
っ
た
。

『
古
事
記
伝
』
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
行
っ
た
哲
学
の
革
新
を
思
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
の
で
す
よ23

。

こ
こ
で
少
し
別
の
補
助
線
を
引
い
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
小
林
の
ベ
ル
グ

ソ
ン
論
と
宣
長
論
を
繋
ぐ
別
の
線
、
し
か
も
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
と

過
ぎ
な
い
、
と
す
る
徹
底
的
な
レ
ア
リ
ス
ム
に
あ
る21

。

小
林
は
一
九
三
四
年
の
段
階
で
、
複
数
の
視
点
か
ら
登
場
人
物
の
性
格
を

「
明
滅
す
る
一
種
の
文
学
的
仮
定
」
と
し
て
眺
め
、「
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
実
体
的

属
性
を
仮
構
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
主
客
物
心
の
対
立
の
消
え
た
生
活
の

「
場
」
を
表
象
す
る
小
説
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
視
座

は
遠
く
『
感
想
』
の
段
階
ま
で
反
響
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
『
感
想
』

の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
も
、
ま
た
、『
白
痴
』
の
再
記
述
も
、
そ
う
し
た
「
主
客
物
心

の
対
立
の
消
え
た
生
活
の「
場
」」の
創
出
へ
の
試
み

―「
キ
リ
ス
ト
」或
は「
戦

争
の
死
」
の
主
題
を
描
く
方
法
と
し
て
の
〈
感
想
〉

―
と
密
接
に
か
か
わ
っ

て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

四　

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
言
語
・
「
秩
序
の
ジ
レ
ン
マ
」

―
『
感
想
』
か
ら
『
本
居
宣
長
』
へ
―

小
林
が
生
涯
を
か
け
て
追
及
し
た
テ
ー
マ
と
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
言
語
と
情

動
と
の
関
係
が
あ
る
。
こ
の
問
題
を
追
及
し
た
研
究
と
し
て
、前
田
英
樹
の『
小

林
秀
雄
』
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
田
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
的
確
に

戦
後
の
小
林
の
イ
メ
ー
ジ
の
探
求
の
歩
み
を
ま
と
め
た
安
藤
礼
二
の
コ
メ
ン
ト

を
提
示
し
て
お
く
。

ま
ず
『
近
代
絵
画
』
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
モ
ネ
や
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
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と
は
出
来
ぬ
。
出
来
な
い
な
ら
私
た
ち
の
こ
の
分
裂
し
た
不
完
全
な
あ
る

が
ま
ま
の
状
態
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
受
納
れ
る
が
よ
い25

。

さ
ら
に
、
小
林
は
こ
の
の
ち
、
伊
藤
仁
斎
の
『
中
庸
』
解
釈
に
注
目
し
、
そ

の
中
庸
解
釈
の
、「
権は
か

る
力
を
、
不
断
に
更
新
す
る
」、「
事
物
の
両
端
」
を
経

験
し
た
う
え
で
の
「
智
慧
の
働
き
」
と
い
う
過
激
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
重
視
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
デ
カ
ル
ト
＝
ベ
ル
グ
ソ
ン
解
釈
の
延
長
線

上
で
、
そ
の
後
の
『
本
居
宣
長
』
が
準
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

先
に
触
れ
た
安
藤
礼
二
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
前
田
英
樹
は
「『
感
想
』

は
、
宣
長
論
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
で
す
。『
近
代
絵
画
』
と
『
本
居
宣
長
』
を
つ

な
ぐ
ブ
リ
ッ
ジ
で
も
あ
る26

。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
真
の
ブ
リ
ッ
ジ
は
む
し
ろ

そ
の
直
前
に
書
か
れ
た「
常
識
に
つ
い
て
」で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。こ
の「
常

識
に
つ
い
て
」
は
、
そ
の
直
前
（『
新
潮
』
一
九
六
三
年
六
月
号
　
第
五
十
六

回
を
も
っ
て
中
絶
）
の
『
感
想
』
で
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
理
解
を
受
け
、
か
つ
、
そ

の
後
の
『
本
居
宣
長
』を
も
予
告
す
る
だ
け
で
な
く
、さ
ら
に
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
デ
カ
ル
ト
像
は
柄
谷
行
人
の
『
探
求
Ⅰ
』
を
（
或
い
は
樫
原
の
解
釈
を
敷

衍
す
れ
ば
『
マ
ル
ク
ス
そ
の
可
能
性
の
中
心
』
の
脱
中
心
的
な
マ
ル
ク
ス
像
す

ら
）
予
言
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
島
弘
之
が
注
意
を
施
し
て
い
る
よ
う
に27

、『
本
居
宣
長
』
完
結
後

に
書
か
れ
た
「「
本
居
宣
長
」
補
記
」
で
は
、『
感
想
』
の
終
結
部
で
論
じ
ら
れ

て
い
た
物
理
学
の
観
測
問
題
（
こ
れ
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
を
接
続
し
た
部
分
で

し
て
の
側
面
を
照
ら
し
出
す
線
分
と
な
る
。
樫
原
修
は
、
余
り
着
目
さ
れ
な
い

小
林
の
テ
ク
ス
ト
、「
常
識
に
つ
い
て
」
で
の
デ
カ
ル
ト
論
に
、
人
間
が
避
け

て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
〈
秩
序
の
ヂ
レ
ン
マ
〉〈
こ
の
分
裂
し
た
不
完
全
な

在
る
が
ま
ま
の
状
態
〉
を
見
て
取
っ
て
い
る
。

小
林
は
、
精
神
と
自
由
、
自
由
と
必
然
と
言
っ
た
二
元
論
を
、
人
間
が

避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
〈
秩
序
の
ヂ
レ
ン
マ
〉
と
呼
び
、〈
こ
の

分
裂
し
た
不
完
全
な
在
る
が
ま
ま
の
状
態
〉
こ
そ
が
人
間
に
与
え
ら
れ
た

現
実
だ
と
述
べ
て
い
る
。（
略
）
自
然
と
の
ジ
レ
ン
マ
の
う
ち
に
あ
る
精

神
が
、
世
界
観
と
い
う
名
で
世
界
を
覆
う
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
の
だ
か
ら
、
抽
象
化
さ
れ
た
二
元
論
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
世
界
観
な

ど
は
真
理
で
も
な
ん
で
も
な
く
、〈
人
間
精
神
が
生
産
し
た
〉
観
念
形
態

に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
、
デ
カ
ル
ト
は
マ
ル
ク
ス
と
と
も
に
言
う
こ
と
が
で

き
る
と
、
小
林
な
ら
答
え
る
で
あ
ろ
う24

。

こ
れ
に
対
応
す
る
小
林
自
身
の
論
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
は
二
元
論
を
思
い
つ
い
た
の
で
は
な
い
。
対
立
は
、
私
た
ち

に
与
え
ら
れ
た
彼
の
言
う
「
実
在
上
の
区
分
」
な
の
で
あ
り
、
彼
は
、
こ

れ
を
徹
底
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
だ
け
だ
。
思
想
と
延
長
、
自
由

と
必
然
、
魂
と
肉
体
、
こ
れ
ら
の
秩
序
の
ジ
レ
ン
マ
を
人
間
は
避
け
る
こ
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く
と
い
う
こ
と
（im

ag
in

er

）
と
思
い
出
す
と
い
う
事
（se sou

ven
ir

）

と
は
全
く
違
う
と
彼
は
言
う
。
私
の
意
識
に
描
き
出
さ
れ
た
心
像
は
、
す

べ
て
私
の
純
粋
記
憶
と
は
手
を
切
っ
た
私
の
現
在
の
状
態
で
あ
る
。私
が
、

こ
れ
を
過
去
の
心
像
と
呼
ぶ
為
に
は
、
私
は
、
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

過
去
が
現
在
に
実
現
し
た
、
そ
の
進
行
の
う
ち
に
、
私
自
身
が
再
び
立
ち

還
っ
て
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。
記
憶
は
、
現
在
か
ら
過
去
に
遡
る
こ
と
に
成
立

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
で
あ
る
。
過
去
か
ら
現
在
へ
の
進
行
が

問
題
な
の
だ
。
思
い
出
す
と
は
、
先
ず
一
挙
に
身
を
過
去
に
置
き
、
こ
の

意
識
の
潜
在
状
態
か
ら
出
発
し
、
そ
の
進
行
を
現
在
の
意
識
状
態
と
い
う

極
点
ま
で
、
辿
り
直
し
て
み
る
こ
と
だ29

。

こ
の
『
感
想
』
の
「
思
い
出
す
」
こ
と
の
説
明
は
、「
歴
史
や
物
語
の
た
だ

な
か
に
、
一
気
に
読
者
を
連
れ
込
む
た
め
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
、
高
度
に
仮
構

さ
れ
た
存
在
」
と
し
て
の
「
感
想
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
」
の
主
体
、
そ
の
理
論

的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。「
私
」
の
「
視
線
の
あ
り
方
」
に

随
伴
し
た
読
者
は
「
先
ず
一
挙
に
身
を
過
去
に
置
き
、
こ
の
意
識
の
潜
在
状
態

か
ら
出
発
し
、
そ
の
進
行
を
現
在
の
意
識
状
態
と
い
う
極
点
ま
で
、
辿
り
直
」

す
事
が
可
能
と
な
る
。
そ
し
て
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
本
居
宣
長
』
の
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
も
ま
た
、
宣
長
の
見
た
「
古
代
」
の
在
り
よ
う
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
る

た
め
の
「
装
置
」
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
感
想
』
に
お
い
て
は
、
現
在
の
「
経
験
」
も
、「
常
識
に
つ
い
て
」

中
絶
し
た
）
を
再
度
論
じ
な
お
そ
う
と
し
て
お
り
、『
本
居
宣
長
』
は
、
決
し

て
閉
じ
ら
れ
た
書
物
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
が
〈
こ
の
分
裂
し
た
不
完
全

な
在
る
が
ま
ま
の
状
態
〉
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
。
単
行
本
の
『
本
居
宣
長
』

で
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
部
分
（
連
載
時
の
番
号
で
は
（
四
十
五
））
で
の
、

心
理
学
の
「
言
語
を
侮
蔑
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
語
の
復
讐
を
受
け
る
と
い
う

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
フ
ロ
イ
ト
の
「
死
の
本
能
」
と
「
戦
争
」
と
の
関
係
を
論

じ
た
記
述
こ
そ
が
、
ま
さ
に
死
と
戦
争
の
問
い
が
、〈
こ
の
分
裂
し
た
不
完
全

な
在
る
が
ま
ま
の
状
態
〉
と
し
て
テ
ク
ス
ト
上
に
露
呈
し
た
瞬
間
だ
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

天
文
学
と
の
今
日
の
進
歩
を
、
も
し
宣
長
が
知
っ
た
ら
と
い
う
考
え
、

こ
れ
は
あ
な
が
ち
空
想
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
何
故
か
と
い
う
と
、
人

間
の
都
合
な
ど
に
は
、一
顧
も
与
え
ぬ
「
天
地
の
あ
り
か
た
」と
い
う
、「
真

暦
」
の
観
念
を
裏
側
か
ら
支
え
て
い
た
宣
長
の
考
え
に
、現
代
天
文
学
は
、

決
定
的
な
表
現
を
与
え
た
か
ら
だ
。（
略
）
天
地
の
あ
り
か
た
は
，
何
処

か
ら
何
処
ま
で
一
様
で
、
純
粋
な
計
量
関
係
に
解
体
さ
れ
、
物
理
学
が
要

請
す
る
客
観
性
と
同
義
の
言
葉
と
な
る28

。

五　

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
つ
な
ぐ
も
の

―
「
分
裂
し
た
」「
不
可
解
」
な
「
経
験
」
―

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
分
析
は
、
記
憶
と
記
憶
心
像
と
を
峻
別
す
る
。
思
い
描
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し
て
も
、自
己
に
対
し
て
も
、覚
め
切
っ
た
こ
と
は
嘗
て
な
か
っ
た
と
知
っ

た
。
と
同
時
に
、
世
界
や
自
己
が
、
こ
の
時
ほ
ど
不
可
解
な
姿
を
現
じ
た

あ
の
最
後
の
二
分
間
の
意
識
の
明
度
に
堪
え
る
た
め
に
は
、
用
箋
紙
の
様

な
顔
色
で
沈
黙
し
て
い
る
他
は
な
か
っ
た31

。

こ
れ
を
島
弘
之
は
「
キ
リ
ス
ト
の
ま
ね
び
」「
全
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
が
「
不

可
解
」
極
ま
る
も
の
と
見
え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
見
て
い
る
当
人
は
究
極
の

無
表
情
の
如
き
も
の
し
か
体
現
し
て
い
な
い
」
と
す
る32

。
こ
こ
で
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
日
常
の
「
経
験
」
と
い
う
、「
全
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
が
「
不
可
解
」

極
ま
る
も
の
と
見
え
る
」
瞬
間
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
「
戦
争
の
時
」

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
小
林
が
、〈
天
才
た
ち
の
劇
に
の
み
同
一
化
を
図
っ
て
い
る
〉
と
い

う
、
よ
く
言
わ
れ
る
批
判
に
つ
い
て
も
、
島
弘
之
が
注
意
を
施
し
て
い
る
よ
う

に
、『
白
痴
』
の
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
は
、
い
わ
ば
〈
画
才
が
な
い
ゴ
ッ
ホ
〉、『
カ

ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
ド
ミ
ト
リ
ー
は
、〈
文
才
の
な
い
ラ
ン
ボ
ー
〉
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と33

　

を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
無
表
情
」
は

「
死
体
写
真
或
い
は
死
体
に
つ
い
て
」
で
の
女
の
「
う
つ
ろ
な
表
情
」
と
重
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、山
城
む
つ
み
も
、「『
無
常
と
い
ふ
こ
と
』
連
作
は
、そ
の
前
半
は
、

「
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
」
と
の
連
載
と
交
互
に
書
か
れ
て
お
り
、『
西
行
』
と
『
実

朝
』
は
そ
の
連
載
を
中
断
し
た
断
面
に
、
い
わ
ば
続
編
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

で
描
か
れ
た
デ
カ
ル
ト
像
の
よ
う
に
、
絶
え
ず
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
分
裂
し
て
い

る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

私
た
ち
の
現
在
の
意
識
は
、
前
に
書
い
た
よ
う
に
、
時
間
線
と
空
間
線

と
の
交
点
に
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
意
識
が

経
験
し
て
い
る
具
体
的
な
現
在
に
お
い
て
、
私
た
ち
の
知
覚
と
は
ど
う
い

う
も
の
か
。
例
え
ば
、
ど
ん
な
に
瞬
間
的
な
光
線
知
覚
に
し
て
も
、
無
数

の
振
動
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
筈
だ
。
初
め
の
振
動
と
最
後
の
振
動
と
の

間
隔
は
、
驚
く
ほ
ど
多
数
に
分
裂
し
て
い
る
筈
だ
。
そ
れ
な
ら
、
ど
ん
な

瞬
間
的
な
知
覚
で
も
、
計
算
で
き
ぬ
程
の
記
憶
要
素
か
ら
成
立
し
て
い
る

筈
だ30

。

こ
う
し
た
分
裂
の
在
り
よ
う
こ
そ
が
、
小
林
の
言
う
「
経
験
」
＝
「
秩
序
の

ジ
レ
ン
マ
」
の
中
に
生
き
る
人
間
存
在
を
支
え
て
い
る
。
前
田
英
樹
が
『
小
林

秀
雄
』で
強
調
す
る
よ
う
に
、小
林
は「
日
常
」の「
経
験
」を
決
し
て
離
れ
な
か
っ

た
思
想
家
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
観
点
か
ら
小
林
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
宣
長
を

評
価
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
「
経
験
」
の
裏
側
に
は
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
世
界

―
山
城
の
言
う
「
戦
争
の
時
」

―
が
絶
え
ず
反
響

し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

会
堂
の
屋
根
に
輝
く
朝
日
の
光
を
見
つ
め
て
い
た
時
ほ
ど
、
世
界
に
対
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こ
の
問
い
は
、
江
藤
や
橋
川
の
持
ち
え
な
か
っ
た
巨
大
な
問
題
、
三
・

一
一
以
後
の
地
平
で
初
め
て
浮
上
し
た
問
題
へ
と
我
々
を
押
し
開
く
。
そ

れ
は
「
過
去
に
持
続
し
、
他
者
と
社
会
に
開
か
れ
た
も
の
」
を
求
め
る
だ

け
で
は
済
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
未
来
の
他
者
に
開
か
れ

る
こ
と
、「
生
ま
れ
な
か
っ
た
子
供
＝
未
来
の
死
者
と
の
共
生
」、
そ
れ

を
可
能
に
す
る
表
象
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る37

。

こ
の
論
文
で
、
私
は
、「
三
・
一
一
以
後
の
地
平
で
初
め
て
浮
上
し
た
問
題
」

と
し
て
「「
生
ま
れ
な
か
っ
た
子
供
＝
未
来
の
死
者
と
の
共
生
」、
そ
れ
を
可

能
に
す
る
表
象
と
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
を
提
出
し
た
の
だ
が
、
こ
の
問
い

を
、
小
林
秀
雄
に
差
し
向
け
た
時
、
小
林
の
仕
事
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
未
来
の

死
者
と
の
共
生
と
い
う
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
。そ
れ
は
、

小
林
の
仕
事
は
、『
感
想
』『
本
居
宣
長
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
膨
大
な
過

去
の
時
間
と
古
代
の
人
々
の
叫
び
」「
ひ
と
つ
に
固
定
さ
れ
な
い
流
動
す
る
イ

メ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で

は
「
未
来
の
他
者
＝
死
者
の
問
題
」
が
問
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
、
小
林
の
追
求
し
た
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
、
複
数
の
時
間
の
重
ね
合
わ

せ
を
可
能
と
す
る
媒
質
で
あ
る
以
上
、
ま
た
、「
キ
リ
ス
ト
」
が
文
字
通
り
時

間
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
以
上
、
小
林
の
仕
事
は
「
未
来
の
他
者
」
の
表
象

可
能
性
を
必
然
的
に
内
包
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
小

る
か
ら
で
あ
る34

。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
粟
津
則
雄
も
、
戦
時
中
に
『
カ

ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
』論
の
中
断
の
の
ち
に
書
き
進
め
ら
れ
た
『
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
』

に
、『
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
の
反
響
を
読
み
取
っ
て
い
る35

。

い
わ
ば
戦
時
中
の
歴
史
記
述
と
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
書
き
続
け
ら
れ
た
「
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
は
一
本
の
線
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
全
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
が
「
不
可
解
」
極
ま
る
も
の
」

―
平
凡
な
も
の

と
無
限
が
一
体
化
し
た
も
の
こ
そ
が
す
な
わ
ち
「
キ
リ
ス
ト
」
に
他
な
る
ま
い36 

―
に
変
貌
す
る
瞬
間
、
そ
の
瞬
間
を
、「
反
復
」
に
お
け
る
「
差
異
」、
書
記

行
為
に
お
け
る
〈
空
隙
〉
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
小
林
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
的
世
界
の
〈
再
記
述
〉
と
い
う
奇
怪
な
書
記
行
為
と
、『
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
』

や「
死
体
写
真
或
い
は
死
体
に
つ
い
て
」で
追
及
さ
れ
た
方
法
で
あ
る『
感
想
』、

絶
対
で
あ
る
と
同
時
に
絶
え
ず
分
裂
し
続
け
る
過
去
の
「
経
験
」
の
中
に
一
挙

に
読
者
を
誘
い
込
む
『
感
想
』
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
と
を
、
重
ね
合
わ
せ
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六　

結
論
に
変
え
て

―
「
三
・
一
一
以
後
の
小
林
秀
雄
」
は
可
能
か 
―

こ
こ
で
、
暫
定
的
な
提
言
的
結
論
を
述
べ
て
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
閉
じ
た
い

と
思
う
。
そ
れ
は
最
初
に
述
べ
た
「
三
・
一
一
以
後
の
小
林
秀
雄
」
は
可
能
か

と
い
う
問
い
へ
の
仮
の
答
え
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
昨
年
発
表
し
た
江

藤
淳
論
で
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
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こ
の
よ
う
に
過
剰
露
出
さ
れ
、
剥
き
出
し
に
な
っ
た
生
を
ど
う
扱
っ
た

ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
そ
の
傷
つ
き
や
す
さ
、
剥
き

出
し
さ
を
基
礎
に
し
て
政
治
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。（
略
）
つ
ま
り
、

魂
の
自
分
自
身
の
働
き
に
対
す
る
感
覚
の
問
題
と
重
な
っ
て
い
く
。
さ
ま

ざ
ま
な
感
覚
の
対
象
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
、
魂
の
可
塑
性
に
も
つ

な
が
っ
て
い
る40

。

「
世
界
や
自
己
が
、
こ
の
時
ほ
ど
不
可
解
な
姿
を
現
じ
た
」
な
か
で
「
む
き

出
し
に
さ
れ
た
表
面
を
私
に
向
け
て
く
る
他
者
」、
そ
れ
を
、「
さ
ま
ざ
ま
な

感
覚
の
対
象
」
と
し
て
「
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
魂
の
可
塑
性
」、
こ
れ
を

小
林
秀
雄
の
言
う
「
経
験
」、
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
で
あ
る
と
同
時
に
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
的
で
も
あ
る
「
経
験
」
の
質
と
そ
の
イ
メ
ー
ジ
化
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
絶
え
ず
分
裂
を
繰
り
返
す
「
イ
メ
ー
ジ
」＝
「
魂
の
可
塑
性
」

が
、「
有
限
な
も
の
＝
無
能
な
も
の
た
ち
の
共
同
体
（
田
崎
英
明
）」

―
画
才

が
な
い
ゴ
ッ
ホ
、文
才
の
な
い
ラ
ン
ボ
ー

―
と
し
て
の
人
間
存
在
の
「
経
験
」

を
表
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
「
有
限
な
も
の
」
が
あ
る
絶
対

的
な
状
況
に
さ
ら
さ
れ
た
瞬
間
、
い
わ
ば
「
無
限
」
に
触
れ
た
そ
の
瞬
間
を
ど

の
よ
う
に
記
述
す
る
の
か
、
そ
れ
こ
そ
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、〈
未
来
の
映
像
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
〉
に
つ
い
て
は
ど
の
様
に
考
え

た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
山

林
が
「『
白
痴
』
に
つ
い
て
Ⅱ
」
で
、
過
去
の
情
動
の
強
度
の
感
受
と
未
来
へ

の
視
座
を
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
昔
、今
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
々
に
よ
り
、今
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
様
々
な
生
活
条
件
の
下
に
、
た
っ
た
一
回
限
り
歌
わ
れ
た
、
あ
る
い
は

語
ら
れ
た
そ
の
喜
び
や
悲
し
み
の
、
在
っ
た
が
ま
ま
の
強
度
を
、
直
に
感

得
出
来
れ
ば
こ
そ
、
詩
人
は
そ
の
無
私
な
驚
き
か
ら
、
新
し
い
彼
自
身
の

言
葉
を
吐
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
時
が
消
え
る
感
動
だ
け
が
過

去
を
未
来
に
本
当
に
結
び
付
け
る38

。

こ
こ
で
、
さ
ら
に
一
つ
の
補
助
線
を
引
い
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
田
崎
英
明

と
堀
田
義
太
郎
が
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
ガ
ン
ベ

ン
を
は
じ
め
と
す
る
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
に
触
れ
な
が
ら
提
出
し
て
い
る
生
の

あ
り
方
で
あ
る
。

私
は
、
彼
（
他
者
）
の
意
思
の
中
で
動
機
と
な
る
普
遍
性
、
そ
し
て
そ

の
意
思
の
諸
対
象
に
付
随
す
る
感
覚
的
な
も
の
を
遮
断
す
る
普
遍
性
に
、

苦
し
み
が
伴
う
の
を
感
じ
る
。
法
が
書
き
込
ま
れ
た
表
面
と
し
て
、
そ
の

む
き
出
し
に
さ
れ
た
表
面
を
私
に
向
け
て
く
る
他
者
を
目
の
前
に
し
て
、

私
が
見
抜
く
も
の
は
苦
痛
で
あ
る39

。
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山
城
は
「
二
人
の
洞
察
が
一
致
し
て
暗
示
し
て
い
る
の
は
映
画
館
で
あ
る
」

と
し
ブ
レ
ッ
ソ
ン
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
映
像
化
と
切
り
返
し
シ
ョ
ッ
ト
に

「
関
係
の
非
対
称
性
」、
バ
フ
チ
ン
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
が
暗
示
し
て
い
た
「
演

劇
的
で
な
い
映
画
的
な
運
動
性
」「
余
り
に
現
代
的
な
知
覚
」「
流
動
す
る
現
在
」

を
露
呈
さ
せ
る
試
み
を
見
て
い
る42

。

こ
こ
で
、「
死
体
写
真
或
い
は
死
体
に
つ
い
て
」
の
記
述
を
も
う
一
度
思
い

起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
、小
林
は
「
死
体
の
匂
い
が
し
な
い
」

「
笑
い
も
涙
も
、
運
動
す
る
影
の
函
数
に
過
ぎ
な
い
」「
写
真
」
や
「
映
画
」
と

は
違
う「
演
劇
」「
絵
画
」の
可
能
性
に
つ
い
て
一
見
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、

事
実
そ
の
点
を
番
場
は
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
退
行
と
批
判
し
て
い
る43

。
し
か
し
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
実
際
に
は
「
死
体
」
が
写
真
に
も
絵
画
に
も
演
劇
に
も
実

は
回
収
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、「
地
獄
草
紙
の
作
者
も
、
死
体
を
描
く
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
残
酷
な
事
実
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る44

。

今
ま
で
の
表
象
で
は
描
け
な
か
っ
た
「
死
体
」、
そ
し
て
そ
の
死
体
の
傍
ら

に
い
る
存
在
（『
白
痴
』
の
結
末
部
の
よ
う
に
）
を
描
き
だ
す
イ
マ
ー
ジ
ュ
を

め
ぐ
る
方
法
、
そ
れ
を
『
未
成
年
』
を
は
じ
め
と
す
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

テ
ク
ス
ト
に
小
林
は
見
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
小
林
な
り
の
実
践

が
、
す
な
わ
ち
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
〈
再
記
述
〉
で
あ
り
、
山
城
む
つ
み
の

い
う
、
有
限
と
無
限
の
「
分
裂
的
共
存
」
を
、「
力
動
的
な
起
伏
」
を
持
つ
小

林
の
「
書
記
行
為
の
た
だ
な
か
」
に
お
い
て
、「
幻
と
し
て
出
現
さ
せ
る
」
書

記
行
為
な
の
で
あ
る45

。

城
む
つ
み
の
『
未
成
年
』
論
が
あ
る
。
山
城
は
『
未
成
年
』
に
、
舞
台
で
表
象

＝
上
演
で
き
な
い
、
映
画
的
な
可
能
性
を
見
、
そ
し
て
そ
の
点
に
一
九
三
三
年

の
段
階
で
気
が
付
い
て
い
た
の
が
小
林
秀
雄
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
指
摘
が
何
よ
り
も
当
て
は
ま
る
の
は
『
未
成
年
』
だ
。
こ
の
作
品

を
舞
台
で
演
じ
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。（
略
）
こ
こ
で
注
目

す
べ
き
は
、
唯
一
、
有
効
な
舞
台
効
果
は
、
脚
光
を
破
壊
す
る
こ
と
だ
と

バ
フ
チ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。（
略
）
む
ろ
ん
、
そ
う
す
る
と
劇
場

は
真
っ
暗
に
な
る
。
た
だ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
声
だ
け
が
飛
び
交
う
よ

う
に
な
る
。
し
か
し
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
の
特
殊
性
は
こ
れ
以

外
の
劇
場
で
は
表
象
し
え
な
い
と
バ
フ
チ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
。（
略
）

次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
小
林
は
バ
フ
チ
ン
と
全
く
同
じ
こ
と
を
、
バ

フ
チ
ン
か
ら
独
立
し
て
全
く
別
の
角
度
か
ら
語
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い

い
。（
略
）「
処
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
劇
場
で
は
、
幕
が
か
は
る
毎
に

観
客
は
席
を
代
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
而
も
幕

は
な
ん
の
警
告
も
な
く
か
は
る
。」（
小
林
秀
雄
「『
未
成
年
』
の
独
創
性

に
つ
い
て41

　

」）

こ
の
、「
幕
が
か
は
る
毎
に
観
客
は
席
を
代
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
仕
組
み
」

と
は
、「
互
い
に
眺
め
合
う
人
々
の
多
数
の
視
点
」
を
主
客
物
心
の
対
立
の
消

え
た
生
活
の
「
場
」」
と
し
て
描
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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小
林
は
、
微
細
な
差
異
を
含
み
つ
つ
、
愚
直
に
反
復
し
て
い
く
。
小
林

は
、『
白
痴
』
と
い
う
言
語
世
界
に
入
り
（
読
む
）、そ
れ
を
反
復
す
る
（
書

く
）
の
だ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、あ
く
ま
で
も
こ
ち
ら
側
（
言
語
側
）
で
、

わ
ず
か
な
差
異
に
よ
る
二
重
化
に
よ
っ
て
、
言
語
空
間
が
よ
り
厚
み
を
ま

し
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
錯
綜
し
て
い
く
。（
略
）
そ
の
よ
う
な
交
換
が
反
復
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
そ
の
も
の
が
、
巨
大
な
生
き
物
と
な
る
の
だ
。

小
林
も
指
摘
す
る
こ
の
よ
う
な
反
復
に
よ
っ
て
デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、
微
細

な
ズ
レ
、
つ
ま
り
「
差
異
」
が
生
じ
る
（
略
） 

既
成
の
言
葉
と
、
そ
の
背

後
に
あ
る
「
反
覆
可
能
性
」
と
い
う
二
重
の
構
造
が
、
相
対
的
価
値
の
世

界
と
、絶
対
的
な
領
域
と
に
、ズ
レ
を
含
み
つ
つ
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
無
限
の
「
反
覆
可
能
性
」
の
彼
方
に
あ
る
語
り
え
な
い
真
の
無
限
を

予
感
さ
せ
る
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か47

。

小
林
秀
雄
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
〈
再
記
述
〉
す
る
と
い
う
書
記
行
為

に
よ
り
、
無
限
の
ず
れ
を
生
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
書
記
行
為
は
、「
驚
く
ほ

ど
多
数
に
分
裂
し
て
い
る
」「
ど
ん
な
瞬
間
的
な
知
覚
で
も
、
計
算
で
き
ぬ
程

の
記
憶
要
素
か
ら
成
立
し
て
い
る
」
経
験
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、「
ズ
レ
を

含
み
つ
つ
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限
の
反
覆
可
能
性
の
彼
方
に
あ
る

語
り
え
な
い
真
の
無
限
（
＝
キ
リ
ス
ト
）
を
予
感
さ
せ
る
」
も
の
で
も
あ
る
。

そ
う
し
た
書
記
行
為
が
ま
さ
に
、
有
限
と
無
限
の
「
分
裂
的
共
存
」
を
、「
力

私
は
か
つ
て
、
宇
野
邦
一
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
＝
ア
ル
ト
ー
論
を
援
用
し
な
が

ら
、「
知
覚
し
な
が
ら
、
知
覚
を
た
え
ず
解
体
し
て
は
統
合
す
る
人
間
の
歴
史
」

の
探
求
、「
い
た
る
と
こ
ろ
に
〈
未
生
〉
の
分
子
を
さ
ぐ
る
と
い
う
課
題
」
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
こ
で
宇
野
が
言
う
、「
知
覚
し
な
が
ら
、
知
覚
を
た
え

ず
解
体
し
て
は
統
合
す
る
人
間
の
歴
史
」
と
は
、
ま
さ
に
小
林
が
『
感
想
』
の

ベ
ル
グ
ソ
ン
論
で
追
及
し
た
課
題
で
あ
り
、
小
林
の
な
し
た
解
体
と
統
合
に
、

「〈
未
生
〉の
声
」「
死
者
の
声
」を
聞
き
取
る
試
み
を
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

小
林
が
『
本
居
宣
長
』
で
詳
細
に
論
じ
た
、古
代
の
訓
読
を
め
ぐ
る
プ
ロ
セ
ス
、

漢
字
と
訓
と
の
間
の
「
一
種
の
対
抗
関
係
」「
そ
の
働
き
、
ま
こ
と
に
不
安
定

な
働
き
」
を
見
据
え
、「
漢
字
に
よ
っ
て
わ
が
身
が
実
験
さ
れ
る
」
と
い
う
「
経

験
」は
、ま
さ
に「
声
の
虚
構
を
解
体
」す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

宇
野
は
ベ
ケ
ッ
ト
の
『
伴
侶
』
を
「
声
の
虚
構
を
解
体
」
す
る
作
品
と

み
な
し
、そ
こ
に
「〈
未
生
〉
の
声
」「
死
者
の
声
」を
聞
き
取
っ
た
う
え
で
、

こ
う
し
た
「
声
の
探
求
」
に
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
」

と
同
様
の
問
い
を
見
出
す
。
い
わ
ば
「
知
覚
し
な
が
ら
、
知
覚
を
た
え
ず

解
体
し
て
は
統
合
す
る
人
間
の
歴
史
」
の
探
求
、「
い
た
る
と
こ
ろ
に
〈
未

生
〉
の
分
子
を
さ
ぐ
る
と
い
う
課
題
」
を
見
て
と
る
の
で
あ
る46

。

中
村
昇
は
デ
リ
ダ
を
経
由
し
て
ア
ル
ト
ー
と
小
林
を
結
び
付
け
る
興
味
深
い

観
点
を
提
出
し
て
い
る
。
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一
七
三
頁
）。

７
　
島
弘
之
『〈
感
想
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
』（
筑
摩
書
房
　
一
九
八
九
　
二
〇
―
二
一
頁
）。

８
　
同
様
の
見
解
と
し
て
、
関
谷
一
郎
「〈
私
〉
の
仮
構
線
　
小
林
秀
雄
の
〈
私
〉」（『
小

林
秀
雄
の
試
み
　
関
係
の
飢
え
を
め
ぐ
っ
て
』
洋
々
社
　
一
九
九
四
）、
権
田
和
士
前

掲
書
の
議
論
が
あ
る
。

９
　
森
本
淳
生『
小
林
秀
雄
の
論
理
　
美
と
戦
争
』（
人
文
書
院
　
二
〇
〇
二
　
三
二
四
頁
）。

10
　
山
城
む
つ
み
『
小
林
秀
雄
と
そ
の
戦
争
の
時
　『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
文
学
』
の
空

白
』（
新
潮
社
　
二
〇
一
四
　
九
頁
）。

11
　
番
場
俊
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
小
説
へ
の
問
い
』（
水
声
社
　
二
〇
一
二
）。

12
　
番
場
俊
「
小
林
秀
雄
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
／
再
読
」（『
ユ
リ
イ
カ
』

二
〇
〇
一
・
六
）。

13
　
宇
野
邦
一
・
山
城
む
つ
み
「
小
林
秀
雄
、
そ
の
可
能
性
の
中
心
」（『
ユ
リ
イ
カ
』

二
〇
〇
一
・
六
）。

14
　
福
田
拓
也
『
小
林
秀
雄
　
骨
と
死
骸
の
歌
』（
水
声
社
　
二
〇
一
五
）。

15
　
小
林
秀
雄
「
死
体
写
真
或
い
は
死
体
に
つ
い
て
」（「
作
品
」
一
九
四
九
・
三
　『
小
林

秀
雄
全
集
』
九
　
三
九
―
四
一
頁
）。

16
　
島
弘
之
『
小
林
秀
雄
』（
新
潮
社
　
一
九
九
四
　
一
六
三
頁
）。

17
　
山
城
む
つ
み
「
小
林
批
評
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
」（『
文
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

太
田
出
版
　
一
九
九
五
　
三
七
頁
）。

18
　
樫
原
修
前
掲
書
一
五
三
頁
。

19
　
小
林
秀
雄
「『
紋
章
』
と
『
風
雨
強
か
る
べ
し
』
と
を
読
む
」（『
改
造
』

一
九
三
四
・
一
〇
）。

20
　
小
林
秀
雄
「
地
下
鉄
の
手
記
」
と
「
永
遠
の
良
人
」（『
文
藝
』
一
九
三
五
・
一
二
　

一
九
三
六
・
二
）。
こ
の
点
は
樫
原
前
掲
書
一
二
九
頁
に
も
指
摘
が
あ
る
。

21
　
小
林
秀
雄
『
感
想
』（『
小
林
秀
雄
全
集
』
別
巻
１
　
三
四
八
頁
）。
な
お
、
ア
ン
リ
・

ベ
ル
グ
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』（
駿
河
台
出
版
社
　
一
九
九
五
）
も
参
照
し
た
。

動
的
な
起
伏
」
を
持
つ
小
林
の
「
書
記
行
為
の
た
だ
な
か
」
に
お
い
て
、「
幻

と
し
て
出
現
さ
せ
る
」
書
記
行
為
で
あ
る
。

そ
う
し
た
書
記
行
為
の
た
だ
な
か
に
、「
仮
構
す
る
こ
と
で
、
対
象
と
し
て

の
「
未
来
」
と
と
も
に
、
そ
れ
を
見
る
視
線
の
有
り
様
を
示
す
」
た
め
の
「
わ

た
し
（
た
ち
）」
と
い
う
主
体
、
未
だ
見
ぬ
未
来
の
映
像
の
中
に
「
一
気
に
身

を
置
き
」、
未
来
の
死
者
の
声
を
召
喚
さ
せ
う
る
主
体
を
い
か
に
し
て
構
築
す

る
事
が
可
能
な
の
か
、
そ
の
問
い
こ
そ
が
「
二
十
一
世
紀
の
小
林
秀
雄
像
」
の

た
め
に
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、「
三
・
一
一
以
後
」
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
必
要

と
す
る
問
い
か
け
で
も
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

注１
　
酒
井
直
樹
『
死
産
さ
れ
る
日
本
語
・
日
本
人
』（
新
曜
社
　
一
九
九
六
）、子
安
宣
邦
『
本

居
宣
長
』（
岩
波
新
書
　
一
九
九
二
）。

２
　
小
泉
義
之
「
言
霊
を
吹
き
込
む
死
と
子
ど
も
」（『
文
藝
別
冊
　
総
特
集
　
小
林
秀
雄
』

二
〇
〇
三
　
九
五
、百
頁
）。

３
「
共
同
討
議
　「
日
本
精
神
分
析
」
再
論
」『
批
評
空
間
』
Ⅲ
―
３
　
二
〇
〇
二
　
二
四
〜

二
五
頁
）。

４
　
島
弘
之
「
幻
視
と
常
識
」（『〈
感
想
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
』　
筑
摩
書
房
　
一
九
八
九  

一
〇
五
頁
）。
ま
た
、
小
林
が
参
照
し
た
宣
長
研
究
史
に
つ
い
て
は
小
林
の
蔵
書
を
調

査
し
た
権
田
和
士
『
言
葉
と
他
者
　
小
林
秀
雄
試
論
』（
青
蘭
舎
　
二
〇
一
三
）。

５
　『
本
居
宣
長
』
の
引
用
は
、単
行
本
『
本
居
宣
長
』（
新
潮
社
　
一
九
七
七
）
に
よ
る
が
、

随
時『
新
潮
』の
初
出（
一
九
六
五
年
六
月
―
一
九
七
六
年
一
二
月
）も
参
照
し
て
い
る
。

６
　
樫
原
修
『
小
林
秀
雄
　
批
評
と
い
う
方
法
』（
洋
々
社
　
二
〇
〇
二
　
一
七
二
―
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39
　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
『
何
も
共
有
し
て
い
な
い
も
の
の
共
同
体
』（
洛
北
出
版  

二
〇
〇
六
　
堀
田
義
太
郎
「
解
説
２
」）。

40
　
田
崎
英
明『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
イ
』（
岩
波
書
店
　
九
一
頁
、一
〇
九
頁
）。

41
　
山
城
む
つ
み
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』
四
一
二
―
四
一
四
頁
。

42
　
山
城
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
』
四
一
四
、四
三
〇
、四
三
二
頁
。

43
　
番
場
前
掲
論
一
四
三
頁
。

44
　
小
林
秀
雄
前
掲
「
死
体
写
真
或
い
は
死
体
に
つ
い
て
」　
全
集
九
　
四
三
頁
）。

45
　
山
城
前
掲
書
二
一
五
―
二
一
七
頁
。

46
　
拙
稿「
三
・
一
一
以
後
の
原
爆
文
学
と
原
発
表
象
を
め
ぐ
る
理
論
的
覚
書
そ
の
３
」（『
原

爆
文
学
研
究
』
一
三
　
二
〇
一
四
　
七
五
―
七
六
頁
）

47
　
中
村
昇
『
小
林
秀
雄
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（
春
風
社
　
二
〇
〇
七
　

一
二
一
、一
三
九
頁
）。

※
小
林
秀
雄
の
引
用
は
、
新
字
体
新
か
な
づ
か
い
に
改
め
た
。
な
お
、
本
稿
は
日
本
近
代

文
学
会
東
海
支
部
第
五
四
回
研
究
会
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
十
九
日
　
於
東
海
学
園
大

学
　
名
古
屋
キ
ャ
ン
パ
ス
）
で
報
告
し
た
口
頭
発
表
原
稿
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
貴

重
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

― 

や
な
せ
・
よ
し
は
る
、
広
島
大
学
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
准
教
授
（
四
月
一
日
付
）

―

22
　
前
田
英
樹
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「『
感
想
』
と
は
何
か
」
で
の
安
藤
礼
二
の
発
言
。『
文
藝

別
冊
　
総
特
集
　
小
林
秀
雄
』　
二
〇
〇
三
　
六
九
頁
。

23
　
小
林
秀
雄
・
江
藤
淳
対
談
「『
本
居
宣
長
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
新
潮
』
一
九
七
七
・
一
二
）。

24
　
樫
原
前
掲
書
二
一
八
―
二
一
九
頁
。

25
　
小
林
秀
雄
「
常
識
に
つ
い
て
」（
一
九
六
四
・
一
〇
、一
一
「
展
望
」）。

26
　
前
掲
前
田
英
樹
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
六
九
頁
。

27
　
島
弘
之
『
小
林
秀
雄
』
一
九
一
頁
。

28
　
小
林
秀
雄
「「
本
居
宣
長
」
補
記
」（『
新
潮
』
一
九
七
九
・
二
）。

29
　
小
林
秀
雄
『
感
想
』（『
小
林
秀
雄
全
集
』
別
巻
１
　
三
一
二
頁
）。

30
　
小
林
秀
雄
『
感
想
』（『
小
林
秀
雄
全
集
』
別
巻
１
　
三
一
七
頁
）。

31
　
小
林
秀
雄
「「
白
痴
」
に
つ
い
て
Ⅱ
」（
初
出
『
中
央
公
論
』
一
九
五
二
・
五
『
小
林
秀

雄
全
集
』
一
〇
　
一
九
三
頁
）。

32
　
島
弘
之
前
掲
書
一
六
〇
頁
。

33
　
島
弘
之
前
掲
書
一
六
五
ー
一
六
六
頁
。

34
　
山
城
む
つ
み
前
掲
書
九
七
頁
。

35
　
粟
津
則
雄
『
小
林
秀
雄
論
』（
中
央
公
論
社
　
一
九
八
一
　
三
八
二
頁
）。

36
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
鎌
田
哲
哉
は
「
キ
リ
ス
ト
と
い
う
単
数
的
な
固
有
名
へ
の
緊
張
」

か
ら
「
た
だ
の
人
の
複
数
的
な
無
名
性
」
へ
の
旋
回
、も
し
く
は
そ
の
「
分
裂
的
共
存
」

と
と
ら
え
（「「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
・

ノ
ー
ト
」
の
諸
問
題
（
続
）」『
重
力
01
』　

二
〇
〇
二
）、
山
城
む
つ
み
は
そ
う
し
た
「
分
裂
的
共
存
」
は
、
明
確
に
分
離
で
き
る

も
の
で
は
な
く
、「
力
動
的
な
起
伏
」
を
持
つ
小
林
の
「
書
記
行
為
の
た
だ
な
か
」
に

お
い
て
、「
幻
と
し
て
出
現
さ
せ
る
」
他
な
い
も
の
だ
と
す
る
（
山
城
前
掲
書
二
一
五
―

二
一
七
頁
）。

37
　
拙
稿
「
戦
略
と
し
て
の
ロ
マ
ン
主
義
記
述 

―
江
藤
淳
と
橋
川
文
三
を
中
心
と
し
て

―
」（『
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
』
二
四
　
二
〇
一
四
・
六
　
七
四
―
七
五
頁
）。

38
　
小
林
秀
雄
「「
白
痴
」
に
つ
い
て
Ⅱ
」（『
小
林
秀
雄
全
集
』　
一
〇
　
一
八
五
頁
）。




