
座
談
会
「
『
こ
シ
ろ
』
論
争
以
後
」
冒
頭
で
の
石
原
千
秋
に
よ
る
報
告

「
こ
シ
ろ
』
論
の
彼
方
へ
」
に
よ
れ
ば
、
所
謂
「
こ
こ
ろ
』
論
争
以
前
に

発
表
さ
れ
た
「
主
な
『
こ
上
ろ
』
論
」
は
約
二
五
○
篇
で
あ
り
、
論
争
以
後

に
は
約
二
百
篇
が
発
表
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
カ
ウ
ン
ト
が
、

所
謂
論
争
以
前
と
以
後
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
「
主
な
」
論
文
の
抽
出
と
い

う
こ
と
な
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
『
こ
こ
ろ
』
論

の
賑
わ
い
は
、
や
は
り
『
成
城
国
文
学
」
創
刊
号
（
駈
・
３
）
に
掲
載
さ
れ

（
一
一
『
こ

た
二
つ
の
「
こ
こ
ろ
』
論
の
起
爆
力
に
よ
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

か
つ
て
私
は
「
こ
こ
ろ
」
に
つ
い
て
論
じ
る
に
際
し
て
、
作
品
中
に
散
見

（
一
一
一
）

さ
れ
る
「
不
整
合
性
」
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
「
漱
石
「
こ

（
四
）

こ
ろ
」
論
・
素
描
」
の
中
で
西
垣
勤
「
『
こ
シ
ろ
』
覚
え
書
」
の
冒
頭
を
引

用
し
た
。
こ
の
西
垣
論
文
は
発
表
以
来
二
十
数
年
が
経
過
し
て
お
り
、
こ
こ

に
改
め
て
引
用
す
る
の
は
か
え
っ
て
西
垣
に
失
礼
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ

｜
、
厄
介
な
『
こ
こ
ス
ニ

「
こ
こ
ろ
』
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
義

Ｉ
「
差
異
化
」
と
い
う
視
点
Ｉ

「
こ
こ
ろ
」
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
義

で
投
げ
掛
け
ら
れ
た
疑
問
の
多
く
が
、
所
謂
「
こ
こ
ろ
』
論
争
以
後
十
年
以

上
を
閲
し
た
今
日
に
お
い
て
も
な
お
、
私
に
は
有
効
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
西
垣
は
「
読
み
返
す
度
に
よ
く
納
得
で
き

ぬ
こ
と
、
よ
く
解
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
多
く
な
る
」
こ
と
の
因
に
つ
い
て
、

多
く
は
読
み
手
の
私
の
責
任
な
の
だ
が
、
今
迄
の
「
こ
蚤
ろ
」
論
に
お

け
る
定
説
乃
至
常
識
め
い
た
も
の
と
し
て
私
の
中
に
あ
る
も
の
、
更
に

作
者
漱
石
の
小
説
の
作
り
方
、
そ
れ
ら
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う

と
言
い
、
さ
ら
に
そ
の
末
尾
で
、
「
私
は
「
こ
』
ろ
』
の
設
定
は
ど
う
考
え

て
も
無
理
な
も
の
だ
と
思
う
」
と
も
記
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
西
垣

論
文
の
段
階
で
の
「
よ
く
納
得
で
き
ぬ
こ
と
、
よ
く
解
ら
ぬ
と
こ
ろ
」
と
今

日
の
「
よ
く
解
ら
ぬ
と
こ
ろ
」
と
で
は
少
し
様
変
わ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
は
す
る
が
。

そ
し
て
拙
論
に
お
い
て
指
摘
し
た
「
不
整
合
性
」
は
必
ず
し
も
西
垣
と
一

致
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
「
こ
こ
ろ
』
と
い
う
作
品
世
界
に
つ
い
て
強
い
魅

力
を
感
じ
な
が
ら
も
、
作
品
を
読
み
す
す
め
る
過
程
で
感
じ
る
い
ら
だ
た
し

さ
は
拭
え
な
い
。
西
垣
は
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
不
可
解
な
設
定
が
作
中
に

浅
田
隆

b



遍
在
す
る
結
果
、

こ
の
小
説
は
種
々
の
読
み
方
を
さ
れ
る
謎
を
秘
め
ざ
る
を
得
ず
、
私
も

ま
た
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
下
の
「
先
生
と
遺
書
」
に
読
み
を
集
中
さ

・
せ
ざ
る
を
え
な
い

と
も
言
っ
て
い
る
。
小
森
陽
一
も
、

今
私
の
眼
の
前
に
あ
る
膨
大
な
「
こ
シ
ろ
』
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
下
」

を
中
心
と
し
て
、
「
先
生
」
の
言
説
の
背
後
に
〈
作
者
〉
漱
石
の
思
想

を
解
読
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る

ハ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｒ

と
『
こ
こ
ろ
」
を
生
成
す
る
『
心
臓
」
」
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
西
垣
の

指
摘
か
ら
約
一
五
年
後
の
『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
『
心
臓
』
が
発
表
さ

れ
た
一
九
八
五
年
の
段
階
に
お
い
て
も
な
お
、
同
じ
よ
う
な
研
究
状
況
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
見
で
は
あ
る
が
、
西
垣
が
言
う
よ
う
な
「
下
の
「
先

生
と
遺
書
」
に
読
み
を
集
中
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
っ
た
解
釈
状
況
の

原
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
や
は
り
作
品
の
性
格
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
拙
論
で
指
摘
し
た
か
っ
た
「
不
整
合
性
」
の
存
在
も
ま
た
、
「
下
一

か
ら
そ
の
解
釈
の
契
機
を
模
索
さ
せ
る
要
因
で
あ
っ
た
。
私
の
こ
の
よ
う
な

「
不
整
合
性
」
に
つ
い
て
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
石
原
の
「
テ
ク
ス
ト
は
ま

（
五
）

ち
が
わ
な
い
」
で
痛
烈
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
石
原
の
批
判

（
一
へ
）

に
つ
い
て
は
「
「
テ
ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い
』
か
？
」
に
私
な
り
の
見
解

を
述
べ
て
お
い
た
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
冒

頭
で
述
べ
た
の
は
、
所
謂
「
こ
こ
ろ
』
論
争
と
そ
れ
以
後
の
「
こ
こ
ろ
』
論

の
賑
わ
い
の
蔭
に
、
い
ま
述
淨
へ
た
よ
う
な
「
こ
こ
ろ
』
と
い
う
作
品
へ
の
い

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
所
謂
「
こ
こ
ろ
』
論
争
か

ら
す
で
に
十
年
を
閲
し
た
今
、
改
め
て
論
争
の
起
点
と
な
っ
た
両
論
文
を
検

討
す
る
の
は
時
宜
を
失
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
さ
き
に
記
し
た
よ

う
に
、
私
も
ま
た
期
待
と
と
も
に
ま
ず
は
二
論
文
を
受
容
し
た
も
の
の
、
青

年
（
「
上
」
「
中
」
の
語
り
手
「
私
」
を
指
す
、
以
下
同
じ
）
が
先
生
を
「
差

ら
だ
た
し
さ
が
伏
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
私
が
感
じ
る
作

品
構
成
や
作
品
細
部
相
互
間
の
「
不
整
合
」
は
研
究
の
進
行
の
な
か
で
、
今

後
納
得
で
き
る
解
釈
を
与
え
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
い
ら
だ
た
し
さ
を
私
が
感
じ
続
け
て
き
た
結

果
、
さ
き
の
石
原
・
小
森
の
二
論
文
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
読
み
（
解
釈
）

を
、
あ
る
い
は
「
こ
こ
ろ
」
研
究
の
い
ら
だ
た
し
さ
を
一
挙
に
突
き
破
る
可

能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
作
品
論
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
展
開
と

（
七
）

し
て
、
様
々
な
違
和
感
を
抱
き
な
が
ら
も
、
私
は
期
待
と
と
も
に
ま
ず
は
受

容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
以
後
の
『
こ
こ
ろ
」
論
の
賑
わ
い
の

背
後
に
も
、
両
論
文
に
触
発
さ
れ
た
視
点
か
ら
、
い
ら
だ
た
し
か
っ
た
作
品

の
謎
に
快
刀
乱
麻
の
解
を
与
え
得
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
が
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
し
て
伏
在
し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
両
氏
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
、
両

論
文
も
私
が
い
ら
だ
た
し
く
感
じ
て
い
た
要
素
に
対
す
る
果
敢
な
挑
戦
と
し

て
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
「
差
異
化
」
と
い
う
視
点



異
化
」
し
て
い
る
と
い
う
方
向
で
読
も
う
と
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
も
私
に

は
納
得
し
き
れ
な
い
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

所
謂
論
争
の
起
点
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
ず
相
容
れ
な
い

二
つ
の
読
み
が
存
在
す
る
。
二
つ
の
論
文
に
つ
い
て
は
さ
き
の
石
原
の

『
こ
シ
ろ
」
論
の
彼
方
へ
」
で
も
コ
ン
パ
ク
ト
に
整
理
さ
れ
て
は
い
る
が
、

解
釈
コ
ー
ド
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
差
異
化
」
と
い
う
立
場
は
同
じ
で
あ
っ

て
も
、
作
品
読
解
過
程
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
作
品
像
に

も
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
の
論
文
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
相

容
れ
な
い
要
素
を
持
つ
視
点
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
論
争
め
い
た
形
で

論
議
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
⑪
私
が
相
容
れ
な
い
読
み
と
感

じ
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

両
論
文
は
共
に
「
下
先
生
と
遺
聿
三
に
寄
り
掛
か
る
線
的
な
読
み
を
拒

否
し
、
「
上
先
生
と
私
」
「
中
両
親
と
私
」
を
「
下
先
生
と
遺
書
」
と

同
じ
重
量
で
取
り
扱
う
コ
ー
ド
と
し
て
、
青
年
と
先
生
の
葛
藤
の
ド
ラ
マ
を

見
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
そ
の
結
果
成
立
し
た
作
品
像
は
大

き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

石
原
の
場
合
、
作
品
が
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
性
的
な

層
を
か
か
え
て
い
る
」
と
し
「
先
生
の
禁
止
は
最
後
の
可
能
性
と
し
て
、
そ

の
深
層
に
お
い
て
、
妻
の
『
純
潔
』
を
犯
す
な
、
に
反
転
す
る
に
違
い
な

い
』
と
言
う
。
そ
し
て
「
青
年
が
、
既
に
表
層
と
物
語
の
層
と
の
二
つ
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
禁
止
を
破
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
「
こ
出
ろ
』
以
後
の
物

語
は
、
こ
の
深
層
の
葛
藤
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ

、
、
地
、
、

る
」
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
『
こ
出
ろ
』
以
後
の
物
語
」
と
い
う
こ
と

『
こ
こ
ろ
」
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
義

ぱ
が
ど
う
も
暖
昧
で
わ
か
り
に
く
く
、
ま
た
論
理
的
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
も

見
え
る
の
だ
が
、
結
び
の
「
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
最
も
『
尊
敬
」
し
て

い
る
も
の
を
最
も
『
侮
辱
」
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
人
が
一
人
の
人
間
に
な

れ
な
い
物
語
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
青
年
が
こ

の
手
記
を
執
筆
す
る
前
後
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
お
い
て
、
先
生
の
妻
静
の

「
純
潔
」
を
青
年
が
犯
す
と
い
う
関
係
を
読
み
取
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

慶
夙
，
ノ
①

｜
方
小
森
の
場
合
、
従
来
の
「
こ
こ
ろ
』
論
を
『
倫
理
』
「
精
神
』
「
死
』

と
い
っ
た
父
性
的
な
絶
対
価
値
を
中
心
化
す
る
、
｜
つ
の
国
家
的
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
総
括
し
、
こ

の
よ
う
な
読
み
を
拒
否
す
る
視
点
と
し
て
、
「
既
存
の
『
血
」
の
論
理
と
訣

別
し
た
」
「
新
た
な
「
血
』
の
倫
理
」
を
対
置
す
る
。
そ
し
て
臨
終
の
父
を

捨
て
て
東
京
に
走
る
青
年
を
「
や
わ
な
家
族
的
倫
理
観
を
越
え
た
、
新
た
な

「
血
」
の
倫
理
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
」
と
見
、
弓
家
族
」
の
論
理
と
の
訣
別

を
し
切
れ
ぬ
」
先
生
を
青
年
が
そ
の
手
記
の
中
で
差
異
化
し
つ
づ
け
て
い
る

と
す
る
の
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
「
家
族
の
領
土
の
一
員
に
は
決
し
て
な

る
こ
と
の
な
い
、
自
由
な
人
と
人
と
の
組
み
合
わ
せ
」
と
い
う
関
係
、
青
年

に
よ
っ
て
一
‐
選
ば
れ
る
べ
き
「
道
』
と
「
愛
」
は
」
、

『
Ｋ
」
と
「
先
生
』
の
そ
れ
を
徹
底
し
て
差
異
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た

は
ず
だ
。
否
定
で
も
止
揚
で
も
な
い
私
の
『
道
』
と
『
愛
」
は
、

『
Ｋ
』
と
『
先
生
』
の
「
白
骨
」
を
前
に
し
な
が
ら
、
決
し
て
そ
れ
に

脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
と
り
込
み
、
精
神
と
肉
体
を
分
離
さ

せ
る
こ
と
な
く
、
つ
き
つ
め
ら
れ
た
孤
独
の
ま
ま
、
「
奥
さ
ん
』
－
と

三



－
共
に
ｌ
生
き
る
こ
と
と
し
て
選
ば
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
読
み
取
り
の
背
後
に
、
も
う
一
つ
の
共
通
す
る
読

み
の
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
は
両
氏
が
共
に
、
作
品
設
定
と
し
て
読
者
の
前
に

提
示
さ
れ
て
い
る
、
作
品
の
内
的
構
造
を
読
も
う
と
す
る
立
場
を
取
っ
て
い

る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
現
象
的
構
造
と
し
て
は
先
生
の
遺
書
の
掲

出
で
物
語
は
終
わ
る
が
、
内
的
構
造
と
し
て
は
、
青
年
が
先
生
の
遺
書
を
受

け
取
っ
た
の
ち
、
｜
定
の
時
間
を
経
過
し
た
段
階
で
こ
の
手
記
（
「
上
」

「
中
」
）
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
品
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
な
が
ら

具
体
的
に
描
か
れ
な
い
時
間
に
生
起
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
物
語
を
読
も
う
と

し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
こ
れ
と
関
わ
っ
て
先
生
の
遺
書
の
末
尾
に
あ
る
遺
書

公
表
条
件
と
か
ら
め
、
先
生
の
死
後
に
お
け
る
青
年
と
静
の
関
係
を
読
み
解

こ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

（
八
）

「
小
説
中
の
時
間
」
に
つ
い
て
の
石
原
に
よ
る
徴
密
な
整
理
で
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
青
年
と
静
の
年
令
差
は
わ
ず
か
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
従
来

公
表
の
不
可
能
性
が
論
議
さ
れ
、
さ
ら
に
は
先
生
の
死
の
時
間
（
沁
年
）
と

作
品
の
発
表
（
新
聞
連
載
）
と
い
う
物
理
的
時
間
（
醒
・
４
～
８
）
と
の
関

係
が
問
題
を
複
雑
化
し
て
い
た
。

所
謂
論
争
の
起
点
と
な
っ
た
両
氏
の
論
文
に
あ
っ
て
は
、
一
方
で
解
釈
上

の
障
害
と
な
っ
た
物
理
的
時
間
の
問
題
に
、
他
方
で
は
先
生
に
よ
っ
て
青
年

に
与
え
ら
れ
た
禁
止
か
ら
生
ず
る
問
題
に
、
一
応
の
解
決
を
与
え
て
い
る
か

の
ど
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
差
異
化
と
い
う
視
点
自
体
や
青
年
と

先
生
の
葛
藤
お
よ
び
差
異
化
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ

ま
ず
共
通
す
る
視
点
で
あ
る
差
異
化
に
つ
い
て
は
、
作
品
冒
頭
の
青
年
の

手
記
の
書
き
出
し
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

私
は
そ
の
人
を
常
に
先
生
と
呼
ん
で
い
た
。
だ
か
ら
此
所
で
も
た
だ

先
生
と
書
く
だ
け
で
本
名
は
打
ち
明
け
な
い
。
こ
れ
は
世
間
を
障
る
遠

慮
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
方
が
私
に
取
っ
て
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
私

は
そ
の
人
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
ご
と
に
、
す
ぐ
「
先
生
」
と
云
い
た

く
な
る
。
筆
を
執
っ
て
も
心
持
は
同
じ
事
で
あ
る
。
余
所
々
々
し
い
頭

文
字
な
ど
は
と
て
も
使
う
気
に
な
ら
な
い
。

こ
の
書
き
出
し
が
、
連
載
第
七
三
回
（
「
下
先
生
と
遺
書
」
旧
）
の
「
私

は
そ
の
友
達
の
名
を
此
所
に
Ｋ
と
呼
ん
で
置
き
ま
す
」
と
い
う
、
先
生
の
親

友
に
対
す
る
態
度
を
ま
ず
差
異
化
し
て
い
る
と
い
う
読
み
で
あ
る
。
確
か
に

作
品
の
設
定
と
し
て
は
、
青
年
は
先
生
の
遺
書
を
受
け
取
っ
た
後
の
い
ず
れ

か
の
時
期
に
こ
の
手
記
を
執
筆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
先
生
が
遺
書
の
中
で

親
友
を
頭
文
字
で
呼
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
青
年
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
座
談
会
「
『
こ
坐
ろ
』
論
争
以
後
」
で
の
「
よ
そ
よ

そ
し
い
頭
文
字
な
ど
は
と
い
う
の
は
、
遺
書
の
Ｋ
ま
で
及
ば
な
い
と
す
る
読

み
も
、
私
は
可
能
だ
と
思
う
ん
で
す
」
と
い
う
平
岡
敏
夫
の
発
言
も
あ
る
よ

て
、
新
た
な
問
題
が
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
に
私
な
り
の
疑
問
を
挙
げ
て
み
た
い
。
た
だ
、
紙
幅
の
関
係
で
意
を

尽
く
せ
な
い
こ
と
が
心
苦
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
疑
義
１

四



う
に
、
こ
こ
で
は
現
在
の
青
年
の
内
部
に
あ
る
先
生
に
つ
い
て
の
記
憶
を
踏

ま
え
て
、
青
年
に
と
っ
て
は
先
生
と
呼
ば
れ
る
人
物
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な

呼
称
以
外
し
っ
く
り
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
．
つ
ま
り
、
こ
こ
で
読
者
と
し
て
押
さ
え
ね
ば
な
ら
な

い
の
は
、
「
青
年
に
と
っ
て
の
先
生
」
と
い
う
関
係
と
「
先
生
に
と
っ
て
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
苑
、

Ｋ
」
と
い
う
関
係
の
問
に
あ
る
質
的
な
差
異
だ
ろ
う
。
こ
の
一
余
所
々
々
し

い
頭
文
字
な
ど
は
と
て
も
使
う
気
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
「
差

異
化
」
を
読
み
取
る
視
点
の
背
後
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
的
様
相
を
踏
ま

え
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
「
関
係
」
と
い
う
言
葉
で
そ
の
内
実
を
均
質
化

し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
「
関
係
」
と
い
う
図
式
が
あ
る
の
み
で
、
一
関
係
の
内

実
」
に
対
す
る
十
分
な
顧
慮
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

青
年
に
と
っ
て
の
先
生
と
の
関
係
（
仮
に
「
関
係
Ａ
」
と
呼
ぶ
）
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
先
生
に
と
っ
て
の
Ｋ
と
の
関
係

（
仮
に
「
関
係
Ｂ
」
と
呼
ぶ
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

例
え
ば
関
係
Ａ
の
場
合
、
ま
ず
は
一
方
的
に
慕
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
慕
っ
て
く
る
青
年
を
や
が
て
先
生
は
「
腹
の
底
か
ら
真
面
目
」
な
人
間
と

認
定
し
、
こ
の
世
に
「
た
っ
た
一
人
」
と
し
て
先
生
が
「
信
用
」
（
上
訓
）

を
与
え
る
関
係
で
あ
る
。
い
わ
ば
青
年
は
先
生
の
前
で
受
動
的
存
在
で
あ
り

続
け
た
の
で
あ
る
．

し
か
し
こ
の
よ
う
な
私
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
石
原
の
青
年
と
先
生
の
双

方
向
的
関
係
と
い
う
読
み
が
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
“
石

原
は
「
青
年
が
、
先
生
の
語
り
の
表
層
に
似
せ
て
、
す
な
わ
ち
先
生
が
自
分

の
遺
書
の
語
り
の
表
層
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
読
者
と
し
て
想
定
し
た
若
者
と

「
こ
こ
ろ
』
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
義

し
て
、
か
つ
て
の
自
己
を
語
っ
た
よ
う
に
、
先
生
も
ま
た
青
年
の
『
期
待
」

に
似
せ
て
自
己
の
過
去
を
語
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
」
「
先
生

の
語
り
に
も
青
年
へ
の
意
識
が
侵
入
し
、
語
り
の
葛
藤
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
は
ず
」
「
こ
の
青
年
の
「
期
待
」
を
利
用
す
る
こ
と
な
し
に
は
一
行
も
書

け
な
か
っ
た
は
ず
」
と
言
う
。
し
か
し
仮
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
先
生
が
か
つ
て
経
験
し
た
過
去
を
記
述
す
る
に
際
し
て
、
青

年
へ
の
意
識
の
作
用
に
よ
っ
て
過
去
は
虚
構
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
虚
構
さ

れ
た
過
去
を
相
手
に
青
年
は
、
差
異
化
す
べ
く
力
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
も
石
原
は
三
つ
の

層
を
準
備
し
て
い
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
青
年
に
関
す
る
三
つ
の
層
に
つ
い

て
の
分
析
に
比
し
て
先
生
に
つ
い
て
の
分
析
は
い
か
に
も
手
薄
で
あ
ろ
う
。

関
係
Ｂ
の
場
合
は
ど
う
か
。
二
人
は
郷
里
も
年
令
も
同
じ
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
共
に
故
郷
喪
失
者
（
あ
る
い
は
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
故
郷
を
捨
て
た

者
）
で
あ
っ
て
、
先
生
の
内
部
に
「
何
を
し
て
も
Ｋ
に
及
ば
な
い
と
い
う
自

覚
が
あ
っ
た
」
（
下
型
）
た
め
に
「
心
の
う
ち
で
常
に
Ｋ
を
畏
敬
し
て
い
」

（
下
り
）
た
と
は
い
え
、
上
京
直
後
に
は
下
宿
の
同
じ
部
屋
で
「
山
で
生
捕

ら
れ
た
動
物
が
、
椎
の
中
で
抱
き
合
い
な
が
ら
、
外
を
睨
め
る
よ
う
な
」

（
同
）
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
先
生
が
「
彼
と
喧
嘩
す
る
事
は
恐
れ
て
は

い
ま
せ
ん
で
し
た
一
（
下
型
）
と
言
う
よ
う
に
二
人
は
対
等
の
関
係
で
、
誇

張
的
に
言
え
ば
二
人
は
一
種
の
分
身
同
士
と
し
て
互
い
に
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
関
係
Ｂ
に
あ
っ
て
は
、
例
え
ば
遺
書
の
中
で
「
そ
の

男
」
（
下
腿
）
や
「
そ
の
友
達
一
（
下
り
）
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
こ
そ
よ
そ
よ
そ

し
か
っ
た
ほ
ど
に
密
度
の
高
い
関
係
を
結
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

五



と
言
う
。
つ
ま
り
先
生
が
遺
書
中
に
お
い
て
関
係
Ｂ
を
こ
の
よ
う
な
形
で
表

現
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
対
他
関
係
の
あ
り
よ
う
を
青
年
が
差
異
化
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
形
で
。

し
か
し
微
妙
で
は
あ
る
が
、
こ
の
小
森
の
論
法
に
は
別
な
疑
問
が
生
じ
る

は
た
し
て
小
森
が
言
う
よ
う
な
「
主
我
的
存
在
」
の
先
生
に
、
「
極
限
」
ま

で
一
他
者
の
存
在
を
対
象
化
し
、
客
体
化
す
る
一
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。
先
生
は
そ
の
よ
う
に
ま
で
Ｋ
を
他
者
と
し
て
対
象
化
で
き
て
い
る
の
で

は
な
く
、
相
互
分
身
的
・
相
補
的
関
係
の
中
で
「
主
我
的
」
で
あ
る
ゆ
え
に

一
層
、
主
観
を
投
影
さ
せ
て
Ｋ
を
理
解
し
た
と
錯
覚
し
て
い
る
だ
け
と
読
む

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
先
生
は
「
冷
た
い
眼
で
研
究
さ
れ
る
の
を
絶
え
ず
恐
れ

て
い
た
一
（
上
７
）
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
て
観
察
者
で
あ
っ
た
自
分

元
来
、
関
係
Ａ
に
お
い
て
青
年
が
先
生
を
頭
文
字
で
指
示
す
る
場
合
と
は
本

質
的
な
差
異
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
小
森
の
論
に
即
せ
ぱ
、
こ
の
私
の
疑
問
は
空
洞
化
し
て
し
ま
う
要

素
を
は
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
「
Ｋ
に
対
し
て
主
我
的
存
在
と
し
て
し
か
、

関
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
「
先
生
』
の
在
り
方
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

小
森
は
「
「
先
生
』
は
「
家
族
』
の
論
理
と
の
訣
別
を
し
切
れ
ぬ
ま
ま
、

「
Ｋ
』
の
孤
独
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
い
、
先
生
の
遺
書
の
言
葉
の
性

格
に
つ
い
て
、

他
者
の
存
在
を
対
象
化
し
、
客
体
化
す
る
極
限
、
つ
ま
り
は
文
字
通
り

他
者
を
記
号
化
し
一
義
的
な
意
味
へ
同
一
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
三

人
称
的
な
関
わ
り
を
現
し
た
も
の

ま
た
別
な
観
点
、
漱
石
が
頭
文
字
を
用
い
た
意
図
と
い
う
点
も
考
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
作
者
の
意
図
を
介
在
さ
せ
て
の
解
釈
な
ど
は
石

原
の
「
テ
ク
ス
ト
は
ま
ち
が
わ
な
い
」
の
論
旨
か
ら
す
れ
ば
問
題
に
な
ら
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
立
場
に
徹
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

（
一
○
）

生
原
稿
の
内
容
を
参
酌
す
る
と
い
う
方
法
が
無
意
味
と
い
う
こ
と
に
も
な
る

わ
け
で
あ
り
、
作
品
読
解
に
際
し
て
同
じ
作
者
の
他
の
作
品
を
も
含
め
た
用

語
例
を
参
酌
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

此
処
に
某
中
尉
な
ど
と
余
所
ノ
、
し
く
取
り
扱
う
の
は
あ
ま
り
失
礼
だ

か
ら
、
巳
を
得
ず
Ａ
君
と
し
て
置
い
た
。

こ
れ
は
「
満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
（
郡
）
の
一
節
で
あ
る
。
そ
の
中
尉
は

妻
が
病
気
な
の
で
早
く
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
順

の
戦
利
品
陳
列
所
や
鶏
冠
山
を
長
時
間
に
わ
た
っ
て
親
切
に
案
内
し
て
く
れ

お
よ
び
そ
の
こ
と
か
ら
生
じ
た
Ｋ
や
先
生
、
さ
ら
に
は
先
生
夫
婦
の
そ
の
後

の
不
幸
を
青
年
に
、
先
生
自
身
の
過
去
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
っ
た

わ
け
で
あ
り
、
現
在
の
青
年
が
あ
え
て
先
生
を
差
異
化
し
批
判
す
る
必
要
性

は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
生
自
身
が
「
そ
の
時
心
の
う
ち
で
、
始
め
て

貴
方
を
尊
敬
し
た
」
（
下
２
）
段
階
で
、
す
で
に
先
生
は
自
己
と
の
差
異
を

（
九
）

青
年
の
う
ち
に
発
見
し
た
ゆ
え
に
過
去
を
語
る
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

で
あ
る
以
上
、
も
し
青
年
が
遺
書
に
記
さ
れ
た
先
生
を
差
異
化
し
批
判
し
た

の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
烏
涛
の
沙
汰
に
等
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

四
、
疑
義
２

一
ハ



た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
尉
の
名
前
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
漱
石
は
こ

の
よ
う
に
文
中
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
是
程
世
話
に
な
り
、
面
倒
を

掛
け
た
人
の
名
前
を
忘
れ
る
の
は
甚
だ
済
ま
ん
事
だ
が
」
と
そ
の
直
前
に
漱

石
は
記
し
て
い
る
。
「
こ
こ
ろ
」
の
設
定
状
況
と
は
か
な
り
違
い
、
こ
こ
で

は
「
某
」
と
い
う
呼
称
と
の
比
較
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
「
こ
こ
ろ
』
の
頭
文
字
問
題
に
当
て
は
め
る
訳
に
は
い
か

な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
漱
石
の
頭
文
字
に
つ
い
て
の
感
覚
と
し
て
は
、

「
某
」
と
す
る
よ
り
は
「
Ａ
」
と
す
る
方
が
親
密
感
、
あ
る
い
は
敬
意
、
謝

意
を
表
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
部
分
に
は
「
ど
う
し
て
も
思
い

〈
十
二

出
せ
な
い
。
佐
藤
に
、
よ
ろ
し
く
と
伝
言
を
頼
ん
だ
時
は
、
た
茸
あ
の
中
尉

君
と
書
い
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
軍
隊
機
構
に
お
け
る
階
級
を
呼
称
と
し

て
用
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
失
礼
な
こ
と
で
は
な
く
、
や
や
儀
礼
性
を
帯
び

て
い
る
に
し
て
も
へ
む
し
る
敬
意
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
固
有
名
詞
を
付
さ
な
い
ま
ま
「
指
示
代
名
詞

十
中
尉
＋
君
」
と
す
る
こ
と
を
失
礼
と
感
じ
た
結
果
、
漱
石
は
「
頭
文
字
十

君
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
世
話
に
な
っ
た
そ
の
人
物

を
軍
隊
機
構
に
お
け
る
階
級
で
指
示
す
る
よ
り
も
、
頭
文
字
で
指
示
す
る
こ

と
を
漱
石
は
親
密
感
、
あ
る
い
は
敬
意
、
謝
意
の
表
現
と
し
て
選
ん
だ
の
で

こ
こ
で
は
た
だ
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
用
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
さ

き
の
関
係
Ｂ
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
「
そ
の
十
男
」
あ
る
い
は
「
そ
の
十
友

達
」
と
い
う
呼
称
が
該
当
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
漱
石

と
を
漱
石
は
親
密
感
、
あ
る
い
は
敬
意
、
謝
意
の
表

あ
る
（
『
行
人
」
の
「
Ｈ
さ
ん
」
も
用
例
と
い
え
る
）

『
こ
こ
ろ
』
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
義

小
森
は
『
Ｋ
』
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
発
生
す
る
「
悲
劇
」
の
大
き
な

要
因
が
、
「
こ
の
「
血
』
の
論
理
、
つ
ま
り
は
「
家
族
」
の
論
理
に
訣
別
す

る
、
「
先
生
」
の
中
途
半
端
性
に
あ
る
」
と
し
、
こ
れ
に
比
し
て
青
年
は

は
取
ら
な
い
で
頭
文
字
で
指
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
先
生
に
と
っ
て
の
相
手

に
対
す
る
な
に
が
し
か
の
密
度
が
封
じ
ら
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。

作
品
を
作
品
空
間
に
封
じ
ら
れ
た
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
読
む
態
度
は
基
本
的

に
は
納
得
で
き
る
が
、
作
家
の
用
語
例
も
ま
た
、
作
品
解
釈
を
支
え
る
コ
ン

テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
無
視
で
き
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

視
点
か
ら
作
品
を
読
む
な
ら
ば
、
青
年
の
「
余
所
々
々
し
い
頭
文
字
な
ど
は

と
て
も
使
う
気
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
自
分
の
か
つ
て
の
親
友

を
Ｋ
と
い
う
頭
文
字
で
指
示
す
る
先
生
を
、
青
年
が
差
異
化
し
て
い
る
と
い

う
よ
う
に
漱
石
が
設
定
し
て
い
る
と
は
と
て
も
読
め
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
作
中
に
封
じ
ら
れ
た
コ
ー
ド
と
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
み
に
よ
っ
て

読
も
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
論
が
何
程
の
意
味
も
持

ち
得
ず
、
擦
れ
違
い
と
な
る
に
違
い
な
い
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
し
か
し
ま

（
十
二
〉

た
一
方
で
、
「
こ
こ
ろ
の
行
方
」
の
筆
者
で
あ
る
小
森
の
『
こ
こ
ろ
」
を
生

成
す
る
『
心
臓
』
」
に
お
い
て
は
、
漱
石
の
作
品
史
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト

が
参
酌
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
作
者
の
語
感
も
ま
た
、
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
し
て
無
視
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

五
、
疑
義
３

七



「
は
っ
き
り
と
既
存
の
『
血
』
の
論
理
と
訣
別
し
た
」
と
言
う
。
し
か
し
そ

の
後
に
生
じ
た
所
謂
「
こ
こ
ろ
」
論
争
を
考
え
る
と
、
小
森
と
石
原
の
論
争

へ
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
、
別
な
レ
ベ
ル
の
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

特
に
座
談
会
「
「
こ
シ
ろ
』
論
争
以
後
」
に
お
け
る
両
氏
の
、
一
種
の
チ

ー
ム
プ
レ
ー
と
も
言
え
る
よ
う
な
言
説
を
読
む
と
、
所
謂
論
争
の
起
点
と
な

っ
た
両
論
文
が
互
い
に
内
包
す
る
互
い
に
対
す
る
差
異
を
、
一
体
ど
の
よ
う

に
埋
め
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
石
原
の
場
合

は
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
コ
ー
ド
を
作
品
に
重
ね
て

解
釈
し
て
み
せ
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

と
は
、
元
来
、
小
森
の
作
品
解
釈
に
お
い
て
は
青
年
が
訣
別
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
既
成
の
「
家
族
の
論
理
」
の
側
に
属
す
る
、
い
わ
ば
古
い
「
血
の

論
理
」
の
深
層
に
お
け
る
意
識
の
屈
折
で
あ
り
、
小
森
が
読
み
取
ろ
う
と
す

る
新
し
い
人
間
関
係
と
は
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
レ
ベ
ル
の
解
釈
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
座
談
会
〉
で
は

所
謂
論
争
の
起
点
と
し
て
両
論
文
を
措
定
し
な
が
ら
、
両
論
文
の
間
に
あ
る

作
品
像
の
絶
対
的
な
差
異
を
問
い
か
け
な
い
ま
ま
に
推
移
す
る
。
否
、
主
と

し
て
小
森
の
解
釈
を
め
ぐ
る
形
で
〈
座
談
会
〉
は
推
移
し
、
小
森
の
論
に
対

す
る
出
席
者
の
疑
義
に
対
し
て
石
原
が
先
兵
を
努
め
て
い
る
か
の
観
さ
え
あ

る
。
し
か
し
石
原
は
無
限
定
に
小
森
諭
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
り
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
読
み
取
る
立
場
か
ら
小
森

に
対
し
矢
を
放
た
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
を
見
て
い

る
と
、
〈
座
談
会
〉
や
所
謂
論
争
な
る
も
の
に
党
派
性
や
そ
れ
に
よ
る
甘
え

を
私
な
ど
は
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
私
が
こ
こ
で
「
所
謂
論
争
」
と
殊

座
談
会
「
「
こ
ふ
ろ
」
論
争
以
後
」
で
飯
田
祐
子
が
「
あ
の
と
き
一
方
で

大
き
く
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
青
年
の
背
信
行
為
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
先
生
の
遺
書
の
末
尾
に
付
さ
れ
た
公
表
条
件
と
青
年
の
手
記
と
の

関
係
の
解
釈
に
つ
い
て
の
疑
義
で
あ
る
。
さ
き
に
「
先
生
に
よ
っ
て
青
年
に

与
え
ら
れ
た
禁
止
か
ら
生
ず
る
問
題
に
、
一
応
の
解
決
を
与
え
て
い
る
か
の

ど
と
く
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
両
論
文
に
お
い
て
は
「
先
生
の
「
遺
書
」
は
、

ま
さ
に
そ
の
た
め
に
公
表
さ
れ
る
（
あ
る
い
は
、
公
表
す
る
た
め
に
い
ま
手

記
を
書
い
て
い
る
）
と
考
え
た
こ
と
で
あ
る
」
（
『
こ
鼻
ろ
』
論
の
彼
方

へ
」
）
と
言
う
よ
う
に
、
「
青
年
が
先
生
を
の
り
越
え
て
静
と
結
ば
れ
る
物
語

を
暗
示
」
（
石
原
）
、
「
『
奥
さ
ん
」
－
と
－
共
に
Ｉ
生
き
る
こ
と
」
を
青
年
が

選
ん
だ
（
小
森
）
と
い
う
読
み
を
前
提
に
、
青
年
は
静
に
読
ま
れ
る
も
の
と

し
て
こ
の
手
記
を
書
い
て
い
る
と
い
う
読
み
取
り
で
あ
る
。
小
さ
な
こ
と
な

が
ら
「
公
表
」
な
の
か
静
へ
の
限
定
的
開
示
な
の
か
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
い
ず
れ
の
読
み
か
ら
し
て
も
、
は
た
し
て
こ

の
よ
う
な
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
、
ま
し
て
静
を
Ｋ
殺
し
の
共
犯
者
と
暗
示
す
る

よ
う
な
先
生
の
手
記
を
、
両
氏
が
言
う
よ
う
な
静
と
の
関
係
を
成
立
さ
せ
て

い
る
青
年
が
、
公
表
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま

た
、
限
定
開
示
だ
と
し
て
も
そ
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
し
た
静
に
手
記
を
開

示
し
よ
う
と
す
る
青
年
の
意
図
が
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

言
う
と
「
人
生
観
の
問
題
」
『
凡
庸
で
ヤ
ワ
な
批
判
者
」
（
「
『
こ
出
ろ
」
論
の

彼
方
へ
」
）
と
い
う
桐
喝
が
返
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
内
実
を
持
た

八

更
に
言
い
続
け
て
い
る
の
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。



な
い
空
疎
な
桐
喝
で
は
問
題
の
解
釈
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小

森
に
即
せ
ば
「
自
由
な
人
と
人
と
の
組
み
合
わ
せ
を
生
き
る
」
と
い
う
関
係

と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
小
森
自
身
に
も
「
想
定

で
き
な
い
」
（
「
こ
坐
ろ
」
論
争
以
後
」
）
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
で
は
単
な

る
ロ
ジ
ッ
ク
を
弄
す
る
遊
戯
に
付
き
合
っ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

［
付
記
］
果
敢
な
挑
戦
と
も
言
う
べ
き
立
論
に
、
新
た
な
視
点
を
提
示
し
な
い
ま
ま

ア
ラ
を
探
す
の
は
安
易
で
あ
る
。
が
、
両
氏
の
差
異
化
を
起
点
と
す
る
立
論

や
そ
こ
か
ら
の
作
品
像
に
違
和
感
を
感
じ
る
た
め
、
あ
え
て
疑
義
の
一
斑

（
細
部
に
わ
た
っ
て
触
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
）
を
述
べ
た
。

注（
一
）
「
漱
石
研
究
」
第
六
号
（
卵
・
５
）
・

（
二
）
石
原
千
秋
「
「
こ
出
ろ
」
の
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
」
、
小
森
陽
一
「
『
こ
こ
ろ
』

を
生
成
す
る
『
心
臓
』

（
三
）
「
漱
石
「
こ
こ
ろ
』
私
解
」
（
「
奈
良
大
学
紀
要
』
門
◆
吃
）
、
「
漱
石
『
こ

こ
ろ
」
論
・
素
描
」
（
『
枯
野
』
卵
・
６
）

（
四
）
「
日
本
文
学
」
（
両
・
６
）

（
五
）
『
漱
石
研
究
』
第
六
号
、
注
（
二
に
同
じ

（
六
）
『
漱
石
研
究
」
第
七
号
（
卵
・
吃
）

（
七
）
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
先
生
か
ら
の
遺
書
を
受
け
取
っ
た

青
年
が
、
臨
終
の
床
に
あ
る
父
を
捨
て
て
東
京
に
走
っ
た
こ
と
に
対
す
る
解

釈
と
し
て
、
小
森
は
「
『
こ
こ
ろ
』
を
生
成
す
る
『
心
臓
』
に
お
い
て
、
従

「
こ
こ
ろ
」
解
釈
を
め
ぐ
る
疑
義

来
の
研
究
史
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
解
釈
を
提
示
し
た
。
私
は
必
ず
し

も
「
『
奥
さ
ん
」
ｌ
と
’
共
に
ｌ
生
き
る
こ
と
と
し
て
選
ば
れ
た
」
と
い
う

解
釈
ま
で
含
め
て
共
感
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
小
森
論
文
の
最
後
の
一
文

「
家
族
の
領
土
の
一
員
に
は
決
し
て
な
る
こ
と
の
な
い
、
自
由
な
人
と
人
と

の
組
合
せ
を
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
私
な

り
に
示
唆
を
受
け
た
。
「
漱
石
と
エ
ロ
ス
ー
解
放
と
し
て
の
不
徳
義
ｉ
」

弓
漱
石
』
妬
．
、
世
界
思
想
社
）
で
漱
石
の
作
品
世
界
に
流
れ
る
一
つ

の
主
題
「
自
然
の
愛
」
や
「
天
意
に
叶
う
が
、
人
の
徒
に
背
く
恋
」
（
『
そ

れ
か
ら
』
出
）
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
際
、
「
人
の
徒
」
で
あ
る

制
度
と
し
て
の
婚
姻
関
係
に
対
す
る
淋
石
の
懐
疑
を
以
前
か
ら
感
じ
て
い
た

お
り

関
係
で
、
小
森
の
こ
の
言
説
は
澱
の
よ
う
な
形
で
意
識
の
な
か
に
沈
ん
で
い

た
の
は
確
か
で
あ
る
。

（
八
）
「
漱
石
自
筆
原
稿
「
心
」
解
説
」
（
卵
・
吃
岩
波
書
店
）

（
九
）
舅
明
治
の
精
神
』
周
辺
」
（
国
崎
望
久
太
郎
博
士
古
希
記
念
『
日
本
文
学

の
重
層
性
」
帥
・
４
桜
楓
社
）
に
お
い
て
、
先
生
は
青
年
の
「
異
質
性
Ｉ
自

分
が
持
ち
得
な
か
っ
た
な
に
も
の
か
の
萌
芽
を
看
取
し
得
た
」
と
述
べ
た
。

（
一
○
）
石
原
は
「
漱
石
「
こ
出
ろ
』
の
原
稿
を
読
む
」
で
「
そ
れ
ぞ
れ
独
自
な

テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
原
稿
と
そ
の
他

の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
っ
て
は
い
る
が
。

（
十
一
）
大
学
予
備
門
時
代
の
漱
石
の
友
人
で
、
旅
順
の
警
視
総
長
で
あ
っ
た
佐

藤
友
熊
。

（
十
二
）
「
成
城
国
文
学
』
（
翫
・
３
）（

あ
さ
だ
．
た
か
し
奈
良
大
学
教
授
）

九


