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ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
事
実
﹂

︵
坂
堅
太
・
菅
利
恵
・
村
口
進
介
・
吉
丸
雄
哉
︶

報
告

吉

丸

雄

哉

会
場
：
三
重
大
学
人
文
学
部
校
舎
第
二
会
議
室

日
時
：
平
成
二
九
年
六
月
二
四
日

司
会
兼
発
表
者

吉

丸

雄

哉
︵
日
本
近
世
文
学
︶

発

表

者

村

口

進

介
︵
日
本
中
古
文
学
︶

坂

堅

太
︵
日
本
近
現
代
文
学
︶

菅

利

恵
︵
ド
イ
ツ
文
学
︶

は

じ

め

に

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
大
会
で
は
講
師
の
講
演
が
毎
回
行
わ
れ
る

が
、
平
成
二
九
年
度
は
坂
堅
太
先
生
と
村
口
進
介
先
生
の
依
頼
も
あ
っ
て
、

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
を
行
っ
た
。
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
こ
こ
二
、
三
年

で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
公
開
討
論
の
形
式
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
よ
く
似
て
お
り
、
中
心
人
物
が
各
自
基
調
の
発
表
を
し
て
、
そ
れ
か

ら
発
表
者
同
士
あ
る
い
は
会
場
か
ら
の
質
問
に
答
え
て
討
議
し
て
い
く
。

日
本
文
学
協
会
の
大
会
や
日
本
近
世
文
学
会
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
私
は

平
成
二
八
年
度
に
日
本
近
世
文
学
会
で
聴
衆
と
し
て
参
加
の
経
験
が
あ
っ

た
。
典
拠
や
新
出
資
料
の
紹
介
が
多
い
学
会
発
表
に
比
べ
る
と
、
読
み
の

問
題
な
ど
を
柔
軟
に
討
議
し
や
す
く
、
文
学
の
根
源
的
な
部
分
を
考
え
る

の
に
向
い
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。
三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
大
会
の
参

加
者
は
三
重
大
学
所
属
の
学
生
や
留
学
生
が
ほ
と
ん
ど
で
、
専
攻
分
野
も

さ
ま
ざ
ま
な
た
め
、
知
識
を
増
や
す
講
演
の
か
わ
り
に
、
自
分
の
頭
で
考

え
る
機
会
を
設
け
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
も
あ
っ
た
。

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
の
形
式
は
、
文
字
通
り
円
卓
あ
る
い
は
中
心
に
発

二
一



表
者
が
丸
く
座
っ
て
お
互
い
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
話
を
し
、
そ
れ
を

囲
ん
で
い
る
聴
衆
が
自
由
に
質
疑
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
比
べ
て
気
楽
な
感
じ
で
展
開
す
る
の
が
特
徴
で

あ
る
。
当
日
は
発
表
者
の
ほ
か
に
二
〇
人
ほ
ど
の
参
加
者
が
あ
り
、
結
局

ロ
の
字
に
机
を
並
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
辺
に
配
置
さ
れ
た
発
表
者
が
話
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
円
卓
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
全
員
が
互
い
の
顔

が
見
え
る
所
で
着
席
し
て
い
る
の
は
、
発
表
者
を
前
に
横
並
び
に
な
る
よ

り
自
由
さ
が
あ
っ
た
と
思
う
。

テ
ー
マ
が
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
事
実
﹂
に
決
ま
っ
た
の
は
坂
先
生
と
村

口
先
生
の
提
案
で
あ
る
。
文
学
作
品
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
事
実
の

関
係
を
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
を
例
に
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
坂
先
生

に
よ
れ
ば
、
私
小
説
を
含
め
た
小
説
を
事
実
と
し
て
受
け
と
め
る
学
生
が

い
る
こ
と
や
、
最
近
で
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
事
実
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
発
案
の
も
と
に
あ
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
坂
先
生
の
発
案
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
、
大
浦
康
介
﹃
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
論
へ
の
誘
い
﹄
︵
世
界
思
想
社
、
平
成
二
五
︶
が
あ
っ
た
と
い
う
。
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
論
は
欧
米
で
は
研
究
の
一
分
野
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
﹁
︵
日
本

で
は
︶
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品
︵
小
説
、
演
劇
、
映
画
等
︶
を
論
じ
れ
ば
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
論
だ
と
い
っ
た
短
絡
的
な
誤
解
も
根
強
い
﹂
︵
大
浦
康
介
、
一
頁
︶
と

し
た
該
書
で
は
小
説
・
漫
画
・
映
画
や
歴
史
叙
述
は
も
と
よ
り
﹁
遊
び
﹂

﹁
プ
ロ
レ
ス
﹂
﹁
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
﹂
な
ど
を
扱
っ
て
い
る
。
今

回
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
は
文
学
に
限
定
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
日
本
文

学
協
会
大
会
な
ど
の
︵
素
人
で
は
読
ん
で
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
︶
近
代
部
門
の

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
に
比
べ
て
、
と
て
も
初
歩
的
な
議
論
を
交
わ
し
た
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
に
知
悉
し
た
議
論
を
行
う
よ
り
も
よ
か
っ
た
と
思
う
の

だ
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
坂
先
生
に
と
っ
て
は
打
て
ば
響
く
感
じ
で
は
な

く
て
拍
子
抜
け
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

文
学
に
限
る
と
し
て
も
、
日
本
文
学
の
三
人
で
や
っ
て
し
ま
う
と
議
論

の
展
開
が
予
想
さ
れ
過
ぎ
て
面
白
く
な
い
の
で
、
ド
イ
ツ
文
学
を
専
門
と

す
る
本
学
の
菅
利
恵
先
生
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
菅
先

生
が
ち
ょ
う
ど
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
﹂
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー

︵
一
年
生
向
け
で
導
入
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
︶
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
の
も
あ
っ
た
。

﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
﹂
が
テ
ー
マ
で
あ
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現

実
に
影
響
を
与
え
て
い
く
過
程
が
論
じ
ら
れ
た
と
思
う
。
打
ち
合
わ
せ

で
、
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実
﹂
を
テ
ー
マ
に
す
る
、
あ
る
い
は
﹁
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
事
実
﹂
の
仲
間
と
し
て
議
論
の
対
象
に
加
え
る
こ
と
も
検
討

し
た
の
だ
が
、
議
論
が
散
漫
に
な
ら
な
い
よ
う
に
当
初
の
目
的
通
り
テ
ー

マ
は
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
事
実
﹂
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

基
調
報
告
一
五
分
を
そ
れ
ぞ
れ
四
人
で
行
い
、
一
時
間
。
そ
の
後
、
発

表
者
同
士
の
討
議
と
会
場
か
ら
の
レ
ス
ポ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
へ
の
応
対
で
一

時
間
半
の
予
定
で
あ
っ
た
。
レ
ス
ポ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
へ
の
対
応
を
一
時
間

半
も
確
保
し
た
の
は
理
由
が
あ
っ
て
、
過
去
に
体
験
し
た
日
本
近
世
文
学

会
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
が
議
論
の
時
間
が
二
〇
分
ほ
ど
し
か
な
く
て
、

参
加
者
同
士
で
﹁
あ
と
一
時
間
は
欲
し
か
っ
た
﹂
と
か
﹁
午
後
は
ま
る
ま

る
議
論
の
時
間
で
よ
か
っ
た
の
で
は
﹂
な
ど
と
話
し
合
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

発
表
し
て
終
わ
り
な
ら
、
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
変
わ

二
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ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
白
熱
し
た
発
表
に
な
っ
て
、
各
人
が
三
〇
分
ほ

ど
つ
か
っ
て
発
表
し
た
の
で
、
終
了
が
当
初
の
予
定
よ
り
一
時
間
遅
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
最
初
に
発
表
し
た
村
口
先
生
が
時
間
を
大
幅
に

オ
ー
バ
ー
し
た
の
で
、
あ
と
の
発
表
者
も
楽
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
学

生
に
と
っ
て
は
悪
い
見
本
だ
が
、
発
表
で
十
分
に
見
解
が
示
さ
れ
た
の
で
、

そ
れ
か
ら
の
議
論
も
し
っ
か
り
で
き
た
よ
う
に
思
え
る
。

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
発
表
要
旨

以
下
、
発
表
後
に
発
表
者
自
身
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
発
表
要
旨
を
載
せ
る
。

︵
一
︶
村
口
進
介
発
表
要
旨

﹁
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。
こ
れ
ら
︵
物
語
︶
に
こ
そ

道
々
し
く
く
は
し
き
こ
と
は
あ
ら
め
﹂
︵
﹃
源
氏
物
語
﹄
蛍
巻
︶
と
い
う
一
節

を
含
ん
で
有
名
な
、
光
源
氏
の
語
る
物
語
論
を
通
し
て
、
﹃
源
氏
物
語
﹄

に
お
け
る
物
語
と
歴
史
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
。

﹁
ま
こ
と
に
や
い
つ
は
り
に
や
﹂
と
思
い
つ
つ
物
語
に
耽
溺
す
る
玉
鬘

と
の
対
話
で
、
や
や
冗
談
め
か
し
な
が
ら
光
源
氏
は
、
さ
き
の
言
葉
で
日

本
紀
な
ど
の
歴
史
書
は
一
面
で
あ
り
、
物
語
に
こ
そ
人
間
の
真
実
が
描
か

れ
て
い
る
の
だ
と
、
当
時
の
通
念
を
覆
す
よ
う
な
発
言
を
し
て
み
せ
る
。

物
語
は
﹁
さ
ま
ざ
ま
に
め
づ
ら
か
な
る
人
の
上
な
ど
を
、
ま
こ
と
に
や

い
つ
は
り
に
や
、
言
ひ
集
め
た
る
﹂
も
の
で
あ
る
が
、
あ
り
も
し
な
い
出

来
事
を
描
い
た
り
、
人
物
を
お
お
げ
さ
に
表
現
す
る
の
は
人
間
の
真
実
を

言
う
た
め
で
あ
っ
て
、
﹁
そ
ら
ご
と
﹂
だ
と
決
め
つ
け
る
の
は
物
語
の
実

情
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
は
、
﹁
世
の
中
に
多
か
る
古
物
語
﹂
を
見

て
も
﹁
そ
ら
ご
と
﹂
ば
か
り
で
、
だ
か
ら
自
分
は
﹁
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の

上
ま
で
﹂
も
﹁
書
き
日
記
﹂
に
す
る
の
だ
と
宣
言
し
た
藤
原
道
綱
母
の
﹃
蜻

蛉
日
記
﹄
冒
頭
文
と
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
な
お
興
味
深
い
。

こ
の
物
語
論
で
は
﹁
歴
史
﹂
と
﹁
物
語
﹂
を
あ
た
か
も
二
項
対
立
的
に

捉
え
な
が
ら
語
り
進
め
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
う
単
純
に
割
り
切
れ

る
関
係
に
な
い
こ
と
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
自
身
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
﹃
源

氏
物
語
﹄
に
は
﹁
宇
多
帝
﹂
﹁
紀
貫
之
﹂
と
い
っ
た
実
在
の
人
物
の
名
前

が
見
え
、
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
た
書
き
な
し
は
准
拠
の
方
法
と
し
て
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
﹁
河
原
の
大
臣
︵
源
融
︶
の
御
例
を
ま
ね

び
て
、
童
随
身
を
賜
り
た
ま
ひ
け
る
﹂
︵
澪
標
巻
︶
、
﹁
良
房
の
大
臣
と
聞
こ

え
け
る
、
い
に
し
へ
の
例
に
な
ら
ず
ら
へ
て
、
白
馬
ひ
き
﹂
︵
少
女
巻
︶
と

い
っ
た
歴
史
的
事
実
の
確
認
さ
れ
な
い
事
柄
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
、
准
拠
と
は
、
事
実
と
虚
構
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
両
者
の
境
界
を
曖

昧
に
す
る
物
語
の
方
法
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
物
語
論
が
今
な
お
味
読
に

耐
え
る
、
優
れ
た
虚
構
論
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
報
告
と
し
た
。

︵
二
︶
吉
丸
雄
哉
発
表
要
旨

﹁
近
世
人
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
事
実
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
か
﹂
と
い

う
題
で
発
表
を
行
っ
た
。
近
世
人
が
虚
構
と
事
実
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て

い
た
の
か
を
﹁
虚
実
皮
膜

ひ

に

く

論
﹂
﹁
狂
言
綺
語
﹂
﹁
実
録
体
小
説
﹂
﹁
戯
作
の

二
三
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中
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
を
切
り
口
に
考
察
し
た
。
近
松
門
左
衛
門
の

虚
実
皮
膜
論
で
は
、
近
松
は
芸
と
い
う
も
の
は
実
と
虚
と
の
皮
膜
の
間
に

あ
る
も
の
で
あ
り
、
虚
で
あ
っ
て
虚
で
な
く
、
実
で
あ
っ
て
実
で
な
く
こ

の
間
に
慰
み
が
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
は
近
松
門
左
衛
門
な
ど
プ
ロ
の
演
劇

作
者
に
と
っ
て
自
分
が
書
い
て
い
る
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い

う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
。
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
あ
る
こ
と
を
悪
と
せ
ず
に

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
効
用
を
認
め
て
い
た
こ
と
。
真
実
を
表
現
す
る
た
め
に

は
あ
る
程
度
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
︵
デ
フ
ォ
ル
メ
化
︶
が
必
要
に
な
る
こ
と

を
示
し
、
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
事
実
の
二
分
法
で
考
え
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
﹁
狂
言
綺
語
﹂
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
﹃
雨
月
物
語
﹄
の
序
文

は
狂
言
綺
語
論
で
あ
る
。
仏
教
的
な
見
方
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
人
の
心

を
迷
わ
せ
る
よ
く
な
い
存
在
︵
狂
言
綺
語
︶
で
あ
り
、
名
作
の
作
者
は
天
か

ら
処
罰
さ
れ
た
と
い
う
説
話
が
日
本
に
も
中
国
に
も
あ
る
が
、
古
今
の
名

作
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
事
実
と
見
ま
が
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

全
体
か
ら
天
か
ら
罰
せ
ら
れ
て
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
り
手
と
な
ろ
う
と

す
る
意
志
が
読
み
取
れ
る
。

実
録
体
小
説
と
は
近
世
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
、
現
実
に
あ
っ
た
事

件
を
そ
の
ま
ま
書
き
記
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
る
が
、
実
際
は
大
き
く
脚

色
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
荒
唐
無
稽
で
事
実
か
ら
遠
い
内
容
で
あ
る
。
写

本
で
の
み
流
通
さ
れ
た
実
録
は
そ
れ
で
も
一
応
の
筋
は
通
っ
て
お
り
、
版

本
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
隠
れ
た
真
実
を
見
た
気
に
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
で
も

あ
り
、
娯
楽
小
説
で
も
あ
っ
た
。

戯
作
の
中
に
は
作
中
人
物
が
自
分
が
創
作
上
の
人
物
で
あ
り
、
作
者
が

存
在
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
発
言
を
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
散
見
す

る
。
そ
の
理
由
は
、
戯
作
は
笑
い
に
重
点
が
あ
る
こ
と
や
戯
作
者
戯
作
︵
戯

作
者
を
主
人
公
と
し
た
戯
作
︶
が
多
い
こ
と
。
山
東
京
伝
、
十
返
舎
一
九
、
式

亭
三
馬
と
い
っ
た
戯
作
者
た
ち
が
す
で
に
有
名
人
で
あ
っ
た
た
め
、
作
品

の
中
で
も
仲
間
の
戯
作
者
を
登
場
さ
せ
た
り
、
自
作
、
他
作
へ
の
言
及
を

登
場
人
物
に
行
わ
せ
る
商
業
主
義
が
背
景
に
あ
る
。

︵
三
︶
坂
堅
太
発
表
要
旨

本
発
表
で
は
、
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
と
﹁
事
実
﹂
と
の
関
係
を
ど
う
捉

え
る
か
に
関
し
、
私
小
説
、
そ
し
て
戦
後
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
﹁
記
録

主
義
﹂
と
い
う
二
つ
の
事
例
か
ら
考
察
し
た
。

私
小
説
と
は
一
般
に
、
作
家
が
自
ら
の
私
生
活
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
虚

構
を
交
え
る
こ
と
な
く
忠
実
に
再
現
し
た
自
伝
的
散
文
作
品
、
と
定
義
さ

れ
る
。
で
は
、
﹁
小
説
﹂
で
あ
り
な
が
ら
﹁
虚
構
性
﹂
を
排
す
る
と
い
う

矛
盾
を
抱
え
込
ん
だ
私
小
説
は
、
ど
の
よ
う
に
創
作
／
受
容
さ
れ
た
の
か
、

ま
た
そ
こ
で
は
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
／
﹁
事
実
﹂
の
差
異
は
ど
の
よ
う
に

意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
一
九
二
〇
年
代
の

私
小
説
論
争
で
の
議
論
を
補
助
線
と
し
な
が
ら
分
析
し
た
。

一
方
、﹁
事
実
﹂
を
描
く
た
め
に
﹁
虚
構
﹂
を
取
り
込
も
う
と
し
た
の
が
、

安
部
公
房
な
ど
の
戦
後
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
作
家
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た

﹁
記
録
主
義
﹂
で
あ
る
。
一
般
に
︿
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹀
と
さ
れ
る
ル

ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど
の
作
品
に
お
い
て
、
何
故
虚
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構
性
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
こ
で
は
﹁
事
実
﹂
は
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
活
動

し
て
い
た
﹁
記
録
芸
術
の
会
﹂
周
辺
の
議
論
を
確
認
し
た
。

私
小
説
、
﹁
記
録
主
義
﹂
と
い
う
二
つ
の
事
例
の
考
察
を
通
じ
て
見
え

て
く
る
の
は
、
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
と
﹁
事
実
﹂
と
を
切
り
分
け
る
こ
と

の
難
し
さ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
﹁
事
実
﹂
の
尊
重
は
必
要
で
は
あ
る
が
、

両
者
を
安
易
な
対
立
関
係
で
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
﹁
記
録
主
義
﹂
が

主
張
し
た
よ
う
に
、
む
し
ろ
﹁
事
実
﹂
そ
の
も
の
軽
視
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
か
。
﹁
事
実
﹂
を
尊
重
す
る
た
め
に
こ
そ
、
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
固

有
の
可
能
性
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

︵
四
︶
菅
利
恵
発
表
要
旨

﹁
事
実
を
意
識
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
︱
啓
蒙
時
代
の
ド
イ
ツ
︱
﹂

啓
蒙
時
代
の
ド
イ
ツ
語
文
学
で
は
、
し
ば
し
ば
、
冒
頭
に
置
か
れ
た
﹁
編

者
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
︵
虚
構
の
編
者
に
よ
る
前
書
き
︶
﹂
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
提

示
さ
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
と
事
実
と
の
関
係
性
が
話
題
に
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
﹁
編
者
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
の
背
景
と
し
て
は
、
当
時
﹁
事

実
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
価
値
が
急
速
に
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
化
の
過
程
に
お
い
て
は
、
科
学
の
世
界
で
実
験

に
よ
り
帰
納
的
に
定
理
を
導
き
だ
す
手
法
が
確
立
さ
れ
、
司
法
の
世
界
で

は
有
罪
判
定
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
自
白
か
ら
証
拠
へ
と
変
化
し
た
よ
う
に
、

先
入
観
を
排
し
、
経
験
的
な
事
実
を
も
と
に
し
て
事
象
を
解
き
明
か
そ
う

と
す
る
姿
勢
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
強
め
ら
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
語
で
事
実

を
あ
ら
わ
す
単
語
︵
T
a
t
s
a
c
h
e
︶
が
十
八
世
紀
に
登
場
し
、
急
速
に
広
ま
っ

た
と
い
う
こ
と
も
、
文
化
の
中
で
経
験
的
な
事
実
の
重
み
が
拡
大
し
た
時

代
の
流
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
事
実
と
の
関
係
性
を
先
回
り
し
て

弁
明
し
よ
う
と
す
る
﹁
編
者
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
の
語
り
口
に
は
、
客
観
的

な
事
実
に
合
致
し
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
語
る
こ
と
に
、
も
は
や
無
自
覚

で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
代
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
方
で
、
啓
蒙
時
代
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
固
有
の
真

理
が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
言
説
も
登
場
し
た
。
経
験
的
な
事
実
が
認
識

の
基
盤
に
据
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
ま
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
読
者
の
関
係
性
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
何
が
事

実
で
何
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
か
が
明
確
に
な
っ
て
ゆ
く
と
と
も

に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
経
験
的
な
事
実
の
世
界
と
は
完
全
に
異
な
る
、

し
か
し
な
が
ら
独
自
の
意
義
を
持
つ
表
現
形
態
と
し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
固
有
の
真
理
と
い
う
こ
と
が
掲
げ

ら
れ
る
中
で
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
十
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
十
九
世
紀

の
初
頭
に
か
け
て
、
非
現
実
の
空
想
こ
そ
を
持
ち
味
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義

の
文
学
が
花
開
く
の
で
あ
る
。

印

象

記

そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
内
容
に
関
し
て
、
稿
者
が
感
じ
た
こ
と
を
記
す
。

村
口
先
生
の
要
旨
内
の
﹁
准
拠
﹂
と
は
源
氏
物
語
研
究
の
用
語
で
あ
る
。

﹁
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
た
書
き
な
し
﹂
が
源
氏
物
語
の
特
徴
で
あ
る
が
、
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歴
史
的
な
事
実
と
源
氏
物
語
の
内
容
を
比
較
す
る
の
は
四
辻
善
成
﹃
河
海

抄
﹄
︵
貞
治
元
年
︵
一
三
六
二
︶
頃
成
︶
以
来
の
考
え
方
で
、
源
氏
物
語
に
歴

史
的
な
モ
デ
ル
を
探
る
方
法
で
あ
っ
た
。
歴
史
的
な
典
拠
探
し
な
ど
、
そ

れ
こ
そ
テ
ク
ス
ト
論
が
木
っ
端
み
じ
ん
に
し
て
き
た
印
象
が
あ
り
、
二
〇

世
紀
末
ご
ろ
の
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
﹂
﹁
王
権
﹂
﹁
身
体
﹂
な
ど
が
研
究
の
主

流
だ
っ
た
時
代
か
ら
、
最
近
の
源
氏
物
語
研
究
は
歴
史
的
な
事
実
と
の
比

較
研
究
、
い
わ
ば
大
昔
の
准
拠
研
究
に
回
帰
し
た
よ
う
に
思
え
る
。
歴
史

研
究
の
補
助
史
料
と
し
て
、
文
学
作
品
が
読
ま
れ
て
い
る
印
象
も
あ
る
が
、

稿
者
も
文
化
学
の
資
料
と
し
て
小
説
を
使
う
こ
と
も
多
く
、
文
学
研
究
全

体
の
潮
流
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
蛍
巻
の
物
語
論
の
い
う
よ
う
に
﹁
作
り

物
語
で
あ
っ
て
も
ま
っ
た
く
の
そ
ら
ご
と
と
は
言
い
切
れ
な
い
﹂
と
こ
ろ

に
准
拠
研
究
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
魅
力
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
、
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄
も
含
め
て
日
記
文
学
が
必
ず
し
も
真
実
を
記
録
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
村
口
先
生
が
発
表
中
に
述
べ
た
。
い
ず
れ

に
し
て
も
千
年
ほ
ど
前
か
ら
人
々
が
創
作
行
為
を
こ
こ
ま
で
意
識
的
に
考

え
て
い
た
こ
と
に
今
さ
ら
な
が
ら
驚
く
。

吉
丸
の
発
表
の
う
ち
近
松
門
左
衛
門
﹁
虚
実
皮
膜
論
﹂
は
高
校
の
古
典

教
科
書
に
も
よ
く
収
録
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
︵
も
っ
と
も
授
業
で
読
ま
れ
る
機

会
は
少
な
い
だ
ろ
う
︶
。
村
口
先
生
の
発
表
が
事
実
と
虚
構
の
単
純
な
二
項
対

立
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
近
松
も
虚
と
実
を
単
な
る
対
立
概
念
に
は

し
な
か
っ
た
。
近
松
の
場
合
、
人
形
劇
な
の
で
、
虚
と
実
は
鮮
や
か
に
意

識
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
﹃
雨
月
物
語
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
狂
言
綺
語
﹂
の
意
識

は
現
代
人
に
は
珍
し
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
で
あ
れ
ば
﹁
小
説
家
に
な
ろ

う
﹂
サ
イ
ト
の
投
稿
者
の
お
か
げ
で
地
獄
は
大
賑
わ
い
が
約
束
さ
れ
て
い

る
。
﹁
小
説
﹂
の
語
の
初
出
で
あ
る
﹃
漢
書
﹄
芸
文
志
﹁
小
説
家
流
蓋
出

於
稗
官
、
街
談
巷
語
、
道
聴
塗
説
者
之
所
造
也
﹂
か
ら
﹁
小
説
﹂
が
信
用

の
お
け
な
い
単
な
る
世
間
の
噂
話
で
あ
る
よ
う
に
、
虚
構
へ
の
マ
イ
ナ
ス

イ
メ
ー
ジ
は
存
在
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
ご
く
最
近
ま
で
あ
っ
た
。
小
説
を

読
ん
で
い
る
と
そ
ん
な
も
の
を
読
ま
ず
に
勉
強
し
な
さ
い
と
親
に
怒
ら
れ

る
の
は
身
の
回
り
に
よ
く
あ
っ
た
と
聞
く
。
実
録
体
小
説
の
概
念
は
中
国

に
お
け
る
稗
史
小
説
︵
三
国
志
演
義
や
水
滸
伝
︶
に
似
て
い
る
。
近
代
以
降

の
時
代
小
説
で
、
虚
構
の
度
合
い
の
大
き
い
も
の
︵
山
田
風
太
郎
や
荒
山
徹
︶

は
こ
れ
ら
の
仲
間
と
い
え
よ
う
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
は
、
外
し

て
も
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
近
世
人
が
現
代
人
と
同
じ
よ
う
に
虚
構
に
な
じ

ん
で
い
る
例
と
し
て
残
し
た
。

坂
先
生
は
作
品
の
多
い
近
現
代
を
対
象
に
す
る
こ
と
や
も
と
も
と
の
発

案
者
だ
っ
た
の
で
、
何
を
話
す
の
か
興
味
が
あ
っ
た
。
森
鷗
外
﹁
歴
史
其

儘
と
歴
史
離
れ
﹂
関
係
が
く
る
か
と
思
っ
て
い
た
が
は
ず
れ
だ
っ
た
。
発

表
内
容
は
﹁
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
と
は
？
﹂
﹁
﹁
私
小
説
﹂
に
つ
い
て
﹂
﹁
戦

後
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
﹁
記
録
﹂
に
つ
い
て
﹂
の
三
本
立
て
で
、
﹁
私

小
説
﹂
に
関
し
て
は
私
小
説
論
争
︵
久
米
正
雄
﹃
私
小
説
と
心
境
小
説
﹄
︶
で
あ
っ

た
。
本
当
で
あ
る
ふ
り
を
す
る
﹁
嘘
﹂
と
は
違
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は

﹁
本
当
で
は
な
い
け
れ
ど
も
本
当
ら
し
い
。
リ
ア
ル
で
は
な
い
け
れ
ど
も

リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
か
ら
、﹁
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
リ
ア
ル
﹂

や
﹁
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
も
あ
る
と
い
う
指
摘
だ
っ
た
。

ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
け
る
虚
構
性
の
問
題
は
そ
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れ
こ
そ
現
代
の
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
に
か
な
り
近
い
問
題
な
の
だ
ろ

う
が
、
坂
先
生
が
結
論
づ
け
て
い
る
よ
う
に
単
な
る
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂

と
﹁
事
実
﹂
の
二
項
対
立
で
は
割
り
切
れ
ま
い
。

な
お
、
今
回
は
日
本
文
学
で
は
上
代
文
学
と
中
世
文
学
の
発
表
者
が
い

な
か
っ
た
。
も
し
い
た
な
ら
、
上
代
な
ら
古
事
記
や
日
本
書
紀
と
い
っ
た

神
話
や
民
話
の
問
題
。
中
世
な
ら
、
徒
然
草
七
三
段
﹁
世
に
語
り
伝
ふ
る

こ
と
、
ま
こ
と
は
あ
い
な
き
に
や
、
多
く
は
皆
虚
言
な
り
﹂
を
め
ぐ
る
議

論
は
入
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
久
米
邦
武
と
重
野
安
繹
ら
の
提
起
よ
り

は
じ
ま
っ
た
太
平
記
は
史
書
か
文
学
か
と
い
う
論
争
も
入
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

菅
利
恵
先
生
の
語
っ
た
こ
と
の
要
約
は
八
〇
〇
字
で
は
少
な
か
っ
た
こ

と
と
、
本
稿
を
読
む
人
は
日
本
文
学
に
日
頃
興
味
が
あ
る
人
が
多
い
だ
ろ

う
か
ら
補
足
し
て
お
く
。
菅
先
生
は
も
と
も
と
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
文
学
、

と
く
に
一
八
世
紀
後
半
の
劇
作
品
を
対
象
に
し
て
い
る
。
ず
ば
り
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
の
一
八
世
紀
が
﹁
啓
蒙
時
代
﹂
で
、
近
代
市
民
社
会
の
は
じ
ま

り
に
あ
た
る
。
レ
ジ
ュ
メ
で
は
﹁
編
者
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
の
実
例
に
ゲ
ー

テ
﹃
若
き
ヴ
ェ
ル
タ
ー
の
悩
み
﹄
︵
一
七
七
四
︶
、
シ
ュ
ナ
ー
ベ
ル
﹃
フ
ェ

ル
ゼ
ン
ブ
ル
ク
島
﹄
︵
一
七
三
一
︶
、
ヴ
ィ
ー
ラ
ン
ト
﹃
ア
ガ
ト
ン
物
語
﹄

︵
一
七
六
六

－

七
七
︶
の
冒
頭
が
あ
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
意
図
す
る
も
の

が
違
っ
た
の
だ
が
、
﹁
事
実
と
の
関
係
性
を
先
回
り
し
て
弁
明
し
よ
う
と

す
る
﹂
の
が
共
通
し
て
い
た
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、
虚
構
を
述
べ
る

前
に
こ
れ
は
事
実
な
の
だ
と
読
者
に
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
源
氏
物
語
の
物
語
論
や
私
小
説
に
関
す
る
考
え
方
は
比
較
す

る
に
足
り
る
だ
ろ
う
。
日
本
近
世
小
説
に
は
か
な
ら
ず
序
文
が
含
ま
れ
る

の
だ
が
、
諸
国
か
ら
変
わ
っ
た
話
を
集
め
た
奇
談
の
序
文
が
﹁
編
者
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
﹂
に
似
て
い
る
と
感
じ
た
。
ま
た
、
馬
琴
の
八
犬
伝
の
な
か
で

読
者
に
道
徳
を
訴
え
か
け
る
よ
う
な
慨
嘆
を
記
す
︵
浜
路
く
ど
き
の
結
語
な

ど
︶
に
似
た
も
の
を
感
じ
た
。
﹁
編
者
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
﹂
の
も
と
に
フ
ラ

ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
の
経
験
主
義
が
あ
る
こ
と
を
菅
先
生
は
説
明
し
て
く

れ
た
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
哲
学
思
想
が
文
学
作
品
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
部
分
は
日
本
文
学
と
の
相
違
点
と
感
じ
た
。
ま
た
、
魔
女
裁

判
の
話
も
あ
げ
て
も
ら
い
、
事
実
の
確
定
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
明
確

に
な
っ
て
く
る
こ
と
や
﹁
誰
が
何
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
決
め
て
、
誰
が
何

を
事
実
と
決
め
る
か
﹂
と
い
う
の
が
政
治
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
話
も

あ
っ
た
。
日
本
文
学
も
仏
教
や
儒
学
な
ど
思
想
の
影
響
は
あ
る
の
だ
が
、

思
想
の
更
新
が
文
学
作
品
の
潮
流
を
変
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な

い
の
で
は
な
い
か
。
話
の
末
尾
も
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
が
世
紀
末
か
ら

一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ロ
マ
ン
主
義
に
替
わ
る
の
も
印
象
的
で
あ
っ

た
。
﹃
水
妖
記
︵
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
︶
﹄
と
﹃
黄
金
の
壺
﹄
と
い
っ
た
﹁
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
文
学
の
み
た
い
な
も
の
の
走
り
﹂
が
で
て
き
た
の
は
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
固
有
の
真
理
﹂
が
あ
る
こ
と
の
認
識
か
ら
と
い
う
解
説
と
受
け
取
っ

た
。
菅
先
生
の
話
は
と
に
か
く
面
白
く
て
、
全
文
掲
出
で
き
な
い
の
が
残

念
で
あ
る
。
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レ
ス
ポ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
へ
の
回
答
と
討
論

あ
ら
た
め
て
レ
ス
ポ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
を
読
み
直
し
、
応
答
の
テ
ー
プ
を

聴
き
直
す
と
、
個
別
の
レ
ス
ポ
ン
ス
ペ
ー
パ
ー
は
真
摯
に
問
う
て
く
だ

さ
っ
た
の
に
時
間
の
関
係
で
わ
り
と
大
つ
か
み
な
解
釈
と
似
通
っ
た
質
問

を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し
て
回
答
を
し
た
の
は
申
し
訳
な
か
っ
た
。
た
だ

し
、
回
答
は
質
の
低
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
以
下
、
質
問
か
ら

主
な
も
の
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
へ
の
回
答
や
発
表
者
同
士
の
や
り
と
り

を
記
す
。
会
場
と
の
や
り
と
り
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
こ
に
う
ま
く
記
せ

ず
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
よ
う
に
記
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
稿
者
の
力

不
足
で
あ
る
。

○
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
効
用

﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
嘘
と
見
な
さ
れ
て
、
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う

評
価
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
氏
物
語
が
当
時
か
ら
今
ま
で
評
価

さ
れ
て
残
っ
て
き
た
理
由
。
い
つ
か
ら
作
家
が
作
品
を
書
く
の
が
よ
い
こ

と
だ
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
﹂
﹁
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
な
ぜ
必
要
と

さ
れ
た
の
か
﹂
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
価
値
判
断
の
質
問
が
あ
っ
た
。

吉
丸
か
ら
本
居
宣
長
﹃
紫
文
要
領
﹄
の
﹁
も
の
の
あ
は
れ
﹂
論
が
出
さ
れ
、

村
口
先
生
か
ら
は
院
政
期
ご
ろ
か
ら
源
氏
物
語
が
理
想
の
政
治
世
界
と
み

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
や
江
戸
時
代
の
遊
女
に
と
っ
て
恋
愛
の
手

本
の
必
読
書
に
な
っ
た
こ
と
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
坂
先
生
か
ら
は
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
読
む
の
は
究
極
的
に
面
白
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
文
化
的
に
豊

か
に
生
き
ら
れ
る
の
で
善
悪
の
問
題
で
な
い
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
菅
先

生
か
ら
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
物
語
を
介
し
て
社
会
の
移

り
変
わ
り
を
見
る
に
は
有
効
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
効
用
を

述
べ
た
。

○
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
前
提

﹁
歴
史
を
用
い
て
作
っ
て
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
の
う
ち
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
事
実
め
か
し
て
使
っ
て
い
る
場
合
︵
芥
川
龍
之
介
﹁
奉
教
人
の
死
﹂
、

﹁
ダ
ヴ
ィ
ン
チ
・
コ
ー
ド
﹂
︶
を
、
読
み
手
が
事
実
と
し
て
錯
覚
し
て
し
ま
う

場
合
に
そ
の
作
品
は
成
功
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
歴

史
や
事
実
の
利
用
の
問
題
で
あ
る
。
坂
先
生
か
ら
は
歴
史
も
究
極
的
に
は

物
語
だ
と
い
う
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
﹃
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
﹄
︵
二
〇
一
七

年
九
月
に
翻
訳
が
刊
行
。
こ
の
時
点
で
邦
訳
は
な
か
っ
た
︶
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
菅

先
生
か
ら
は
事
実
は
事
実
と
し
て
大
事
に
す
る
視
点
が
あ
っ
て
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
初
め
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
楽
し
め
る
の
で
あ
り
、
ど
う
せ
す
べ

て
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
べ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
い
い
の
だ
と
い
う
の
は

近
代
か
ら
逆
戻
り
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。

○
心
内
語
の
問
題

心
内
語
に
関
し
て
実
録
体
小
説
で
第
三
者
が
知
り
得
な
い
心
内
語
が
書

か
れ
て
い
る
こ
と
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
前
提
と
し
た
吉
丸
に
対
し
て
、
村

口
先
生
か
ら
は
歴
史
物
語
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
心
内
語
が
多
く
、
あ
り
得
た

歴
史
を
書
く
の
に
心
内
語
が
有
効
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
。
坂
先
生
か
ら

心
内
語
が
入
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
と
い
う
指
摘

が
あ
り
、
菅
先
生
か
ら
は
自
然
主
義
だ
と
心
内
語
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
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指
摘
が
あ
っ
た
。

○
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
啓
蒙

菅
先
生
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
の
作
品
が
登
場
し
た
と
き
に
、
一
八
世
紀
の

人
が
怒
っ
た
も
の
の
そ
れ
が
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
真
実
を
分
け
る
リ

テ
ラ
シ
ー
が
登
場
し
た
と
き
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
許
容
す
る
土
壌
が
で
き

て
い
っ
た
と
指
摘
が
あ
っ
た
。
吉
丸
か
ら
は
馬
琴
の
読
本
な
ど
が
稗
史
七

則
な
ど
を
記
し
て
啓
蒙
的
な
の
は
読
者
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
慣
ら
し
て
い

く
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。

○
携
帯
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ

事
実
で
あ
る
こ
と
を
触
れ
込
み
に
す
る
小
説
や
映
画
を
ど
う
と
ら
え
る

か
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
村
口
先
生
に
よ
れ
ば
携
帯
小
説
は
リ
ア
リ

テ
ィ
が
な
い
が
自
分
の
物
語
と
し
て
語
っ
た
点
が
ミ
ソ
。
非
常
に
ご
都
合

主
義
的
な
内
容
だ
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
が
リ
ア
ル
と
さ
れ
て
人
気
を
博

し
た
こ
と
に
、
あ
の
現
象
の
意
味
が
あ
る
、
と
坂
先
生
は
答
え
た

○
竹
取
物
語
と
Ｓ
Ｆ

菅
先
生
の
発
表
の
最
後
で
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
に
Ｓ
Ｆ
め
い
た
話
が
で

て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
村
口
先
生
か
ら
﹃
竹
取
物
語
﹄
は
Ｓ
Ｆ
と
い
う

指
摘
が
あ
っ
た
。
菅
先
生
か
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
伝
統
と
し
て
﹃
本

当
の
話
﹄
と
い
う
月
に
行
っ
た
人
の
話
が
あ
っ
て
、
で
た
ら
め
で
悪
い
例

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
紹
介
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
仏
教
や
キ

リ
ス
ト
教
と
真
実
性
の
話
に
な
り
、
そ
れ
を
う
け
て
吉
丸
か
ら
は
月
世
界

人
の
よ
う
な
も
の
は
当
時
の
人
は
意
外
と
信
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
応
答
が
あ
っ
た
。
菅
先
生
か
ら
は
啓
蒙
時
代
で
は
割
と
柔
軟
に
現
実

を
と
ら
え
て
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
と
一
致
し
な
い
話
を
受
け
入
れ

て
お
り
、
許
容
度
の
高
さ
が
あ
る
こ
と
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

ま

と

め

討
論
の
ま
と
め
に
、
村
口
先
生
か
ら
は
現
代
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読

む
側
の
力
が
落
ち
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
っ
た
。
吉
丸
か
ら
は
不
確
定

原
理
か
ら
物
理
学
で
は
客
観
的
な
観
測
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
が

あ
っ
た
。
あ
る
出
来
事
が
完
全
な
客
観
性
を
も
っ
て
記
述
で
き
る
か
と
い

え
ば
、
不
可
能
で
あ
っ
て
、
量
子
力
学
に
お
い
て
、
原
子
の
位
置
と
運
動

量
の
両
方
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
と
い
う
不
確
定
性
原

理
が
そ
れ
を
証
明
し
て
お
り
、
小
説
や
物
語
に
お
い
て
も
書
き
手
・
語
り

手
の
主
観
が
入
っ
た
叙
述
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
創
造
的
な

内
容
で
あ
る
こ
と
が
文
学
の
魅
力
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
吉
丸
の
立

場
で
あ
っ
た
。
坂
先
生
か
ら
は
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
区
別
が
で
き
な

い
が
、
尺
度
を
持
つ
こ
と
が
大
事
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。
菅
先
生
は
事

実
が
感
情
移
入
の
道
具
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
ブ
レ
ヒ
ト
が
感
情
移
入
の

道
具
に
な
る
リ
ア
ル
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
。
現
代
で
は
ミ
ス
テ
リ
ー
小

説
に
リ
ア
リ
ズ
ム
が
生
き
て
い
る
も
の
の
、
別
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て

い
い
の
で
は
と
い
う
話
で
締
め
く
く
っ
た
。

議
論
し
て
い
る
と
き
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
が
、
原
稿
を
整
理
し
て
い

る
と
﹁
全
部
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
い
う
吉
丸
と
、﹁
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
効
用
を
認
め
よ
う
﹂
と
い
う
村
口
先
生
、
﹁
事
実
と
フ
ィ
ク
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シ
ョ
ン
は
区
別
で
き
な
い
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
読
み
取
る
努
力
は
す
べ

き
﹂
と
い
う
坂
先
生
と
、
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
区
別
に
意
識
的
で
意

欲
的
な
菅
先
生
と
そ
れ
ぞ
れ
立
ち
位
置
が
違
う
こ
と
に
気
づ
く
。
菅
先
生

が
ベ
ー
コ
ン
な
ど
事
実
を
つ
き
つ
め
て
い
く
哲
学
を
基
盤
に
し
て
い
る
こ

と
。
ま
た
、
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
事
実
の

問
題
が
政
治
的
で
あ
り
、
市
民
社
会
の
形
成
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
理

由
で
あ
ろ
う
。
司
会
で
あ
っ
た
稿
者
が
気
づ
い
て
い
れ
ば
も
っ
と
火
花
散

る
議
論
へ
誘
導
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
吉
丸
は
不
確
定
原
理
に
拠
っ

て
最
初
か
ら
匙
を
投
げ
て
い
る
し
、
す
べ
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
構
わ
な
い

と
い
う
態
度
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
淫
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
地
獄

行
き
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
突
っ
込
ん
で
い
く
上
田
秋

成
の
よ
う
な
近
世
人
の
態
度
と
同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
議
論
の
中

で
、
﹁
事
実
に
基
づ
い
た
感
動
の
実
話
と
い
う
宣
伝
文
句
の
映
画
が
実
際

は
嘘
だ
っ
た
ら
腹
が
立
ち
ま
す
か
？
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
稿
者
は

腹
が
立
た
な
い
の
だ
が
、
不
愉
快
に
思
う
人
の
ほ
う
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ

の
稿
を
最
後
ま
で
読
み
終
え
た
人
も
先
の
問
い
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み

て
欲
し
い
。

［
よ
し
ま
る

か
つ
や

本
学
教
員
］

三
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
二
九
号
・
二
〇
一
八
年
六
月


