
問プ
ロ
ブ
レ
マ
テ
ィ
ッ
ク

題
の
所
在

本
稿
の
冒
頭
が
「
筆
者
の
体
験
談
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
、
賢
明
な
る
読
者

諸
氏
に
は
ご
寛
恕
願
い
た
い
。

歴
史
研
究
者
た
ち
が
集
ま
る
と
あ
る
小
さ
な
研
究
会
が
終
わ
り
、
い
つ
も
の

よ
う
に
酒
宴
が
始
ま
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
人
研
究
者
が
、
在
日
朝

鮮
人
研
究
者
に
こ
う
問
う
た
。「
在
日
朝
鮮
人
運
動
を
研
究
対
象
に
す
る
の
は

よ
い
け
ど
、民
族
な
ん
て
所
詮
は
《
幻
想
の
共
同
体
》
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、

あ
な
た
は
そ
の
こ
と
を
批
判
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
の

か
？
」
と
。

自
身
も
在
日
朝
鮮
人
運
動
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
在
日
朝
鮮
人
研
究
者

は
し
ば
し
沈
黙
し
た
の
ち
、
怒
り
を
露
わ
に
し
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
そ
う
だ
ろ

う
。
こ
の
列
島
社
会
に
お
い
て
圧
倒
的
多
数
を
占
め
、
支
配
者
と
し
て
の
特
権

を
独
占
す
る
「
中
心
部
日
本
国
民
」★
★

が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ

り
、
こ
の
国
の
公
共
圏
か
ら
長
く
追
放
さ
れ
続
け
て
き
た
「
半
難
民
」★
★

で
あ

る
在
日
朝
鮮
人
に
こ
の
よ
う
な
問
い
を
発
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ

リ
テ
ィ
を
問
う
こ
と
も
な
い
、
い
わ
ば
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
を
欠
い

た
問
い
と
し
か
、
筆
者
の
目
に
は
映
ら
な
か
っ
た
。
研
究
者
同
士
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
生
じ
た
や
り
取
り
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え

に
こ
そ
、
前
者
の
発
言
は
厳
し
く
指
弾
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

こ
の
体
験
が
、
本
稿
を
執
筆
す
る
大
き
な
初
期
衝
動
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
だ
。
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
学
界
を
席
巻

し
た
西
川
長
夫
に
よ
る
国
民
国
家
（
批
判
）
論
を
ど
の
よ
う
に
批
判
的
に
総
括

し
、
多
様
な
ル
ー
ツ
を
持
つ
も
の
同
士
が
こ
の
日
本
社
会
と
世
界
全
体
で
共
生

す
る
こ
と
に
向
け
て
の
文
化
理
論
を
ど
の
よ
う
に
構
成
し
て
い
く
の
か
、
こ
れ

で
あ
る
。

残
念
な
こ
と
に
、
学
界
を
席
巻
し
て
い
た
国
民
国
家
（
批
判
）
論
へ
の
、
批

小
野
寺
　
真
人

国
民
国
家
（
批
判
）
論
と
は
何
だ
っ
た
の
か

　—

《
文
化
複
合
》
理
論
構
築
の
た
め
の
断
章—
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判
的
か
つ
反
省
的
な
総
括
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、総
括
が
な
く
、

学
界
は
「
漸
進
」
し
て
い
る
よ
う
に
す
ら
、
筆
者
の
目
に
は
映
る★
★

。

民
族
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
階
級
、
地
域
、
国
家
…
…
た
っ

た
一
人
の
個
人
に
は
重
層
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
存
在
し
て
い
る
、
と
さ

れ
る★
★

。
こ
れ
ら
を
総
て
西
川
の
よ
う
に
《
私
文
化
》
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
結
局
、
個
々
人
の
集
合
か
ら
な
る
《
共
同
体
》
を
暴
力
的
に
解
体
し
、

個
人
を
《
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
孤
人
》
へ
と
追
い
や
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
し
か
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
《
幻
想
の
共
同
体
》
と
さ
れ
る
国
家
は
、

ま
す
ま
す
そ
の
《
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
孤
人
の
群
れ
》
に
対
し
て
、
容
赦
な
く
権

力
の
実
体
的
暴
威
を
振
る
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

本
稿
は
、
個
人
の
内
部
に
お
け
る
《
文
化
複
合
》
と
い
う
新
し
い
概
念
規
定

か
ら
、
世
界
規
模
で
の
民
衆
連
帯
に
よ
る
大
き
な
共
同
体
の
現
出
に
向
け
て
、

新
た
な
文
化
理
論
を
思
想
史
と
文
化
実
践
の
中
に
見
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
思
索
を
進
め
て
い
く
上
で
、
大
い
に
参
考
に
な
る
の
は
、
マ
ル
ク

ス
主
義
国
家
論
者
で
あ
る
大
藪
龍
介
の
一
連
の
仕
事
で
あ
る
。大
藪
に
よ
れ
ば
、

ス
タ
ー
リ
ン
と
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
国
家
を
階
級
支
配
の
道
具
で
あ
る
と
見
做

し
、
国
家
＝
暴
力
装
置
と
し
て
規
定
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た★
★

。
だ
と
す

れ
ば
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
翻
訳
者
で
あ
る
西
川
長
夫
の
文
化
理
論
に
も
、
そ

う
し
た
思
考
／
志
向
の
痕
跡
が
残
存
し
て
い
て
も
、な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
、こ
れ
は
ま
だ
あ
く
ま
で「
仮
説
」の
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
。「
仮

説
」を
本
格
的
に
論
証
す
る
た
め
に
、こ
れ
か
ら
本
格
的
な
思
索
の
旅
に
出
よ
う
。

第
一
章
　
西
川
長
夫
の
「
私
の
文
化
」
理
論
の
構
造
的
欠

損で
は
、
ま
ず
西
川
の
代
表
作
と
誰
も
が
目
し
て
止
ま
な
い
『
増
補　

国
境
の

越
え
方　

国
民
国
家
論
序
説
』★
★

の
簡
単
な
解
析
か
ら
始
め
て
み
た
い
。

西
川
は
「
国
民
」
と
「
民
族
」
を
切
り
離
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
国
民
」
に
は
そ
の
容
器
と
も
い
う
べ
き
国
家
が
あ
り
、
領
域
を
区
切

る
国
境
が
あ
る
が
、「
民
族
」
の
境
界
を
定
め
る
も
の
は
想
像
力
以
外
に

何
も
な
い
…
（
中
略
）
…
民
族
は
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
統
合
さ

れ
た
政
治
的
共
同
体
で
あ
り
、
政
治
権
力
に
よ
っ
て
操
作
さ
れ
る
政
治

的
虚
構
で
あ
る
。★
★

こ
こ
に
お
い
て
、西
川
は
「
国
民
」
に
は
「
容
器
」
と
し
て
「
国
家
」
や
「
国
境
」

が
存
在
す
る
が
、「
民
族
」
は
「
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
政

治
的
共
同
体
」
に
過
ぎ
ず
、
実
体
的
な
「
国
民
」
と
は
違
い
、「
政
治
的
虚
構
」

と
断
言
す
る
。

で
は
、
そ
の
西
川
は
文
化
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
端
的
に
表
し
て
い
る
一
文
を
引
用
す
る
。

文
化
の
定
義
が
、
本
質
的
な
部
分
と
し
て
、
文
化
を
維
持
す
る
特
定
の

社
会
あ
る
い
は
集
団
の
同
一
性
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
国
民
国
家
の
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枠
か
ら
解
放
さ
れ
た
文
化
の
主
体
は
、
広
く
拡
散
す
る
。
個
人
、
家
庭
、

職
場
、学
校
、地
域
社
会
、国
家
（
形
を
変
え
た
）、人
類
（
世
界
）、等
々
、

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
を
主
体
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
複
合
的
な

構
造
の
な
か
に
置
か
れ
た
と
き
、
文
化
は
個
別
性
や
普
遍
性
と
い
う
二

つ
の
相
対
す
る
方
向
性
を
い
っ
そ
う
あ
ら
わ
に
す
る
に
ち
が
い
な
い
。★
★

西
川
は
文
化
は
「
広
く
拡
散
」
し
、
そ
の
範
囲
は
時
に
は
「
人
類
（
世
界
）」

に
ま
で
及
ぶ
と
論
じ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
文
化
は
「
個
別
性
」
と
「
普
遍
性
」

と
い
う
「
二
つ
の
相
対
す
る
方
向
性
」
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
く
可
能
性
に
つ
い

て
は
否
定
し
な
い
。

し
か
し
、
結
局
、「
民
族
」
と
い
う
「
共
同
体
」
を
「
虚
構
」
と
断
じ
て
し

ま
う
西
川
の
議
論
か
ら
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
「
単
一
民
族

国
家
」
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
「
虚
構
」
の
「
共
同
体
」
で
あ
る
は
ず
の
日
本

が
、
在
日
朝
鮮
人
を
実
体
的
に
公
共
圏
か
ら
追
放
し
続
け
て
い
る
と
い
う
厳
然

た
る
事
実
で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
問
題
に
対
し
て
は
、
西
川
理
論
で
は
応
答
不

可
能
に
陥
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

西
川
理
論
の
最
大
の
欠
損
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
論

を
抽
出
し
、「
文
化
」
を
「
虚
構
」
と
し
て
成
立
さ
せ
る
た
め
の
「
装
置
」
と

し
て
の
み
描
き
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
極
限
に
ま
で
ア
ト

ム
化
さ
れ
た
孤
人
の
群
れ
は
、
国
家
が
煽
る
分
断
と
対
立
に
は
ま
っ
た
く
対
抗

で
き
な
い
。
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
文
化
理
論
が
要
請
さ
れ
る
理
由
は
、
絶
対
的

に
こ
の
点
に
所
在
し
て
い
る
。
西
川
に
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
」
と
い
う
方

法
し
か
な
く
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
連
帯
を
可
能
に

す
る
理
論
的
根
拠
を
ま
っ
た
く
提
示
で
き
な
か
っ
た
。
い
く
ら「
世
界
」と「
文

化
」
と
の
関
係
を
「
相
対
す
る
方
向
性
を
い
っ
そ
う
あ
ら
わ
に
す
る
に
ち
が
い

な
い
」
と
申
し
開
き
を
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
に
当
た
る
の
か
を

明
ら
か
に
し
な
い
限
り
、
世
界
史
の
時
計
を
前
に
進
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
ば

か
り
か
、
眼
前
の
日
本
国
内
の
問
題
に
す
ら
応
答
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
満
洲
か
ら
の
引
き
揚
げ
の
際
に
難
民
と
な
る
こ
と
を
強
い
ら

れ
、
国
家
に
絶
望
し
た
と
い
う
苛
烈
な
原
体
験
を
も
つ
西
川
そ
の
ひ
と
の
功
罪

は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
そ
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
た
ち
で
あ
る
国
民
国
家
（
批
判
）

論
者
た
ち
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
文
化
装
置
が
国
民
統
合
の
た
め
の
装
置
で
あ
る

こ
と
を
つ
ぶ
さ
に
「
実
証
」
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
こ
に
も
国
家
に

対
峙
す
る
た
め
の
抵
抗
拠
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
か
え
っ
て
そ
う
し
た

議
論
の
仕
方
で
は
国
民
国
家
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
西
川
国
民
国
家
（
批
判
）
論

の
問
題
点
に
つ
い
て
、
更
に
輪
を
か
け
て
重
要
な
こ
と
は
、
次
の
点
に
こ
そ
あ

る
。
西
川
国
民
国
家（
批
判
）論
は
、「
文
化
的
本
質
」を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
あ
る
種
の
民
族
共
同
体
を
形
成
し
て
日
本
社
会
に
お
け
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と

文
化
的
に
も
政
治
的
に
も
対
抗
し
よ
う
と
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

実
践
を
頭
ご
な
し
に
否
定
し
、
か
た
や
日
本
社
会
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
よ
る
文
化
統
合
と
、
か
た
や
文
化
理
論
と
で
挟
撃
し
よ
う
と
す

る
、
極
め
て
悪
質
か
つ
危
険
な
思
想
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
一

点
に
尽
き
よ
う
。
論
点
を
完
全
に
先
取
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
が
、
西
川

国
民
国
家
（
批
判
）
論
の
理
論
的
＝
実
践
的
限
界
は
と
っ
く
の
間
に
枯
れ
果
て

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。 
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国
民
国
家
（
批
判
）
論
の
台
頭
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
一
九
八
〇
〜
九
〇
年

代
に
東
欧
社
会
主
義
圏
諸
国
が
崩
壊
し
た
時
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
主

要
な
歴
史
／
実
践
理
論
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
が
そ
れ
を
契
機
に
一
気

に
凋
落
し
た
時
と
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー

を
喪
失
し
た
歴
史
学
界
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
西
川
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
た
ち

の
仕
事
が—
彼
ら
／
彼
女
ら
の
意
識
的
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
さ
て
お

き—

根
源
的
に
批
判
的
か
つ
創
造
的
な
仕
事
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
筆
者

に
は
大
き
な
疑
問
が
残
る★
★

。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
源
流
は
一
体
ど

こ
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
克
服
す
べ
き
な
の
か
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の

思
索
は
次
に
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
仕
事
に
焦
点
を
移
し
、
若
干
の
迂
回
路
を
経

る
こ
と
と
な
る
。

第
二
章
　
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
論
」

に
つ
い
て
の
一
試
論

本
章
で
は
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
『
再
生
産
に
つ
い
て—

—

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
』★1★
を
分
析
の
俎
上
に
載
せ
る
。

ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
マ
ル
ク
ス
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
そ
の
国
家
理
論

の
要
点
を
次
の
よ
う
に
纏
め
る
。

１
／
国
家
と
は
〈
国
家
（
の
抑
圧
）
装
置
〉
で
あ
る
。

２
／
〈
国
家
権
力
〉
と
〈
国
家
装
置
〉
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
／
階
級
闘
争
の
目
標
は〈
国
家
権
力
〉に
か
か
わ
っ
て
お
り
、し
た
が
っ

て
そ
の
結
果
、〈
国
家
権
力
〉を
掌
握
す
る
諸
階
級（
あ
る
い
は
諸
階
級
の
、

ま
た
は
階
級
諸
分
派
の
同
盟
）
に
よ
る
、
彼
ら
の
階
級
的
諸
目
標
に
応

じ
た
〈
国
家
装
置
〉
の
利
用
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

４
／
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
現
存
の
国
家
装
置
を
解
体
す
る
た
め
に
〈
国

家
権
力
〉
を
奪
取
し
、
第
一
段
階
、
つ
ま
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
独
裁

の
段
階
で
そ
れ
を
全
く
異
な
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
家
装
置
に
置
き
換
え
、

次
に
続
く
諸
段
階
に
お
い
て
、
よ
り
根
本
的
な
過
程
、
つ
ま
り
国
家
の

解
体
の
過
程
（
国
家
権
力
と
あ
ら
ゆ
る
〈
国
家
装
置
〉
の
終
焉
）
を
実

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。★★★

こ
れ
ら
四
つ
の
テ
ー
ゼ
が
、
本
質
的
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は

こ
こ
で
は
問
わ
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
最
大
級
に
重
要
な
点
は
、
ア
ル
チ
ュ

セ
ー
ル
が
掲
げ
る
究
極
的
な
目
標
が
「
国
家
の
解
体
」、
す
な
わ
ち
「
国
家
権

力
と
あ
ら
ゆ
る
〈
国
家
装
置
〉
の
終
焉
を
実
現
」
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
よ

う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
が
列
挙
す
る
〈
国
家
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
諸
装
置
〉
と
は
、
こ
れ
ら
で
あ
る
。

１
／
〈
学
校
装
置
〉

２
／
〈
家
族
装
置
〉

３
／
〈
宗
教
装
置
〉

４
／
政
治
〈
装
置
〉
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５
／
組
合
〈
装
置
〉

６
／
〈
情
報
装
置
〉

７
／
〈
出
版-

放
送
装
置
〉

８
／
〈
文
化
装
置
〉★1★

こ
こ
ま
で
列
挙
す
る
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
〈
装

置
〉
が
〈
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
〉
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
準
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
は
つ
ね
に-

す
で
に
こ
う
し
た
〈
装
置
〉
の
包
囲
網
の
中
に
い
る

の
だ
。

そ
の
こ
と
は
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
次
の
一
言
に
縮
約
さ
れ
て
い
る
。

〈
国
家
の
抑
圧
装
置
〉
は
優
越
的
な
し
か
た
で
（
物
理
的
に
せ
よ
、
そ
う

で
な
い
に
せ
よ
）
抑
圧
に
よ
っ
て
「
機
能
す
る
」。〈
国
家
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
諸
装
置
〉
は
優
越
的
な
し
か
た
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
機
能

す
る
。★1★

賢
明
な
る
読
者
諸
氏
な
ら
も
う
お
気
付
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
〈
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
〉
が
「
優
越
的
な
し
か
た
」
で
「
機
能
す

る
も
の
」
で
あ
る
以
上
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
国
家
論
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露

に
は
成
功
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
に
よ
る
包
囲
網
を

ど
う
突
破
し
て
い
く
か
と
い
う
根
本
的
な
命
題
に
は
応
答
不
能
で
あ
る
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
直
接
的
な
〈
装
置
〉
の
破
壊
、
す
な
わ

ち
物
理
的
な
「
暴
力
革
命
」
く
ら
い
し
か
、
筆
者
に
は
思
い
つ
か
な
い
。

筆
者
が
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
「
仮
説
」
は
こ
こ
に
お
い
て
論
証
さ
れ
る
と
い

え
よ
う
。
西
川
に
せ
よ
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
せ
よ
、
そ
の
仕
事
は
、
と
ど
の
つ

ま
り
は
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も

な
い
。
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
示
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
両
者
に
共
通
す
る
思
考
／
志
向
は
次
の
こ
と
し
か
帰
結
で
き
な
い
。
す
な

わ
ち
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
で
は
用
意
周
到
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
装
置
に
よ
っ

て
護
ら
れ
て
い
る
国
家
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」、
こ
れ
で
あ
る
。

第
三
章
　
ク
レ
オ
ー
ル
と
い
う
挑
戦

こ
こ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
暴
露
だ
け
で
は
国
家
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
を
乗
り
越
え
、
世
界
大
の

民
衆
連
帯
を
可
能
に
す
る
文
化
理
論
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
《
文
化
複
合
》

理
論
は
ど
の
よ
う
に
し
て
導
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
を
カ
ル

チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
、
就
中
、
ク
レ
オ
ー
ル
研
究
に
求
め
て
み
た
い
。

手
元
に
一
冊
の
書
物
が
あ
る
。『〈
複
数
文
化
〉
の
た
め
に　

ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ

ア
リ
ズ
ム
と
ク
レ
オ
ー
ル
性
の
現
在
』★1★
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
「
は
じ
め
に—

〈
複
数
文
化
〉
へ
の
誘
い
」
に
〈
複

数
文
化
〉
と
い
う
概
念
が
凝
集
し
て
い
る
。
少
々
長
い
引
用
に
な
る
が
、
読
者

諸
氏
に
は
ご
寛
恕
願
い
た
い
。
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「
文
化
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
伝
統
と
価
値
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
異
な
っ
た
文
化
の
あ
り
方
を
頭
か
ら
拒
ん
だ
り
蔑
ん
だ
り
せ
ず
、

平
和
的
な
共
存
を
め
ざ
し
て
互
い
の
文
化
の
固
有
性
を
尊
重
す
べ
き
だ

ろ
う
。」—

強
弱
の
置
き
方
に
多
少
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
よ

う
な
主
張
は
、
現
在
か
な
り
広
い
範
囲
に
浸
透
し
て
い
る
よ
う
だ
。「
文

化
多
元
主
義
」
と
も
「
文
化
相
対
主
義
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
言
説
は
、

熾
烈
な
民
族
紛
争
が
ま
さ
に
い
ま
各
地
で
噴
出
し
つ
つ
あ
る
だ
け
に
、

い
っ
そ
う
説
得
的
な
意
見
と
し
て
多
く
の
人
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
…
（
中
略
）
…
し
か
し
、
こ
と
が
ら
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。

と
り
わ
け
、
こ
こ
で
自
明
視
さ
れ
て
い
る
文
化
の
固
有
性
と
い
う
観
念

に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
般
に
あ
る
文

化
が
固
有
性
を
保
持
し
て
い
る
と
言
う
場
合
、
そ
の
文
化
の
内
側
に
は

い
か
な
る
夾
雑
物
も
含
ま
れ
て
い
な
い
と
う
こ
と
が
、
暗
黙
の
う
ち
に

想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
純
粋
な
均
質
性
を
保
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
こ
れ
が
文
化
の
固
有
性
を
か
た
ち
づ
く
る
条
件
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
み
な
さ
れ
る
わ
け
だ
。
だ
が
私
た
ち
は
実
際
に
は
、
単
一
の
純
粋
な

文
化
の
担
い
手
と
し
て
日
々
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私

た
ち
を
取
り
囲
ん
で
い
る
の
は
、
複
数
の
文
化
ど
う
し
が
触
れ
あ
い
、

相
互
の
内
側
へ
と
嵌
入
し
な
が
ら
、
自
他
の
境
界
線
を
た
え
ず
引
き
直

し
て
ゆ
く
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
。★1★

　こ
こ
で
は
文
化
は
「
夾
雑
物
」
の
入
っ
た
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
、「
複
数
の

文
化
ど
う
し
が
触
れ
あ
い
、
相
互
の
内
側
へ
と
嵌
入
」
し
「
自
他
の
境
界
線
を

た
え
ず
引
き
直
し
て
ゆ
く
」
も
の
と
し
て
、
そ
の
複
数
性
が
語
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
自
他
の
境
界
線
と
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
本
書
が
語
る
よ
う
に
、「
文
化
多
元
主
義
」
や
「
文
化
相
対
主
義
」
は
「
熾

烈
な
民
族
紛
争
」
と
い
う
悲
惨
な
状
況
に
は
一
定
の
有
効
性
を
有
し
て
い
る
。

だ
が
、
逆
に
い
え
ば
、
複
数
文
化
と
い
う
概
念
に
内
包
さ
れ
る
「
自
他
の
境
界

線
」
と
は
、
異
民
族
同
士
の
そ
れ
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
も
い

え
よ
う
。「
単
一
の
純
粋
な
文
化
の
担
い
手
と
し
て
日
々
生
き
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
」
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
実
践
の
地
平
を
切
り
開
い
て
い
く
べ
き
な
の

だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
静
態
的
な
民
族
共
同
体
を
解
体
す
れ
ば
よ
い
と

い
う
も
の
で
も
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
を
た
だ
単
に
温
存
す
る

だ
け
で
も
充
分
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
を
超
越
し
て
世
界
大
の
民

衆
連
帯
を
可
能
に
す
る
動
態
的
な
《
文
化
複
合
》
理
論
と
は
何
か
。
今
ま
で
の

考
察
も
含
め
て
、
結
語
と
し
て
そ
れ
を
論
述
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

結
語—

民
衆
連
帯
の
た
め
の
《
文
化
複
合
》
理
論

さ
あ
、
世
界
史
の
時
計
を
進
め
る
た
め
の
試
論
を
展
開
し
て
、
本
稿
の
結
語

と
し
よ
う
。

個
々
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
多
様
性
を
互
い
に
認
め
合
い
、
共
生
が
可
能
に
な
る

社
会
、
あ
る
い
は
世
界
に
お
い
て
必
要
な
文
化
理
論
と
は
何
か
。
そ
れ
を
求
め

て
、
筆
者
は
過
去
の
歴
史
に
で
は
な
く
、
現
在
に
眼
差
し
を
向
け
た
い
。
そ
し

て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
《
文
化
複
合
》
理
論
と
名
付
け
る
こ
と
と
す
る
。
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例
え
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
は
こ
う
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
を
二
人
で
書
い
た
。
二
人

そ
れ
ぞ
れ
が
数
人
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
う
多
数
に
な
っ

て
い
た
…
（
中
略
）
…
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
わ
れ
わ
れ
自
身
で
は
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
な
り
の
同
志
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ

は
助
け
ら
れ
、
吸
い
込
ま
れ
、
多
数
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。★1★

ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
と
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
械
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
個

人
の
連
結
は
、
必
然
的
に
多
数
性
を
惹
起
す
る
。
こ
こ
か
ら
理
解
出
来
る
こ
と

は
、
個
人
と
は
、
つ
ね
に-

す
で
に
複
数
の
機
械
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
存
在

に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
に
内
在
す
る
機

械
に
よ
る
複
数
性
を
、
文
化
理
論
と
し
て
さ
ら
な
る
外
部
へ
と
接
続
し
て
い
く

こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
問
い
に
応
答
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
た
と
え
を
ひ
と
つ
出
そ
う
。
在
日

朝
鮮
人
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
文
化
に
も
馴
染
ん
で
い
る
し
、
朝
鮮
学
校
や
韓
国

学
校
、
民
族
学
級
な
ど
に
通
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
祖
国
の
文
化
に
も
精
通
し
て

い
る
。
彼
ら
彼
女
ら
は
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
を
繋
ぐ
媒
介
項
と
な
り
え
る
。

そ
こ
で
本
稿
の
主
題
に
う
っ
て
つ
け
の
人
物
が
い
る
。
演
劇
人
で
あ
り
表
現

者
で
あ
る
き
む
・
き
が
ん
を
例
に
取
り
た
い
。
彼
女
は
日
本
生
ま
れ
の
在
日
朝

鮮
人
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
民
族
学
校
に
通
っ
た
経
験
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
し
か

し
、
自
身
の
民
族
性
に
力
点
を
置
い
た
ひ
と
り
芝
居
「
在
日
バ
イ
タ
ル
チ
ェ
ッ

ク
」
を
精
力
的
に
公
演
し
つ
つ
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
民
衆
、
労
働
者

の
一
人
と
い
う
視
点
か
ら
は
離
れ
た
く
な
い
」
と
。
き
む
・
き
が
ん
は
、
民
族

だ
け
に
は
特
化
せ
ず
に
、
沖
縄
辺
野
古
基
地
反
対
闘
争
を
扱
っ
た
「
想sou

」

や
、
野
宿
労
働
者
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
民
衆
劇
釜
ヶ
崎
〜
お
っ
ち
ゃ
ん
達
の
人

間
宣
言
〜
」、
部
落
差
別
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
人
の
値
打
ち
」
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
劇
に
こ
れ
ま
で
挑
戦
し
て
き
た
。
き
む
・
き
が
ん
に
は
「
命
に
つ
い

て
、
普
遍
的
な
問
題
を
や
っ
て
い
き
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
る
の
で
あ

る★1★
。そ

ん
な
、
き
む
・
き
が
ん
は
日
本
国
憲
法
九
条
を
次
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
。

　

日
本
国
憲
法

第
二
章　

戦
争
の
放
棄

第
九
条　

日
本
市
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠

実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
に
よ
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は

武
力
の
行
使
は
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
永
久
に
こ
れ
を

放
棄
す
る
。★1★

こ
う
し
て
、
き
む
・
き
が
ん
は
、
国
民
と
い
う
概
念
を
打
破
す
る
た
め
の
手
段

と
し
て
、「
国
民nation

」
で
は
な
く
「
市
民citizen

」
と
い
う
概
念
を
対
置

さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
半
島
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
持
ち
な
が
ら
も
、
日
本
に
暮

ら
す
も
の
と
し
て
こ
の
列
島
社
会
（
と
こ
の
世
界
）
ど
の
よ
う
に
責
任
を
持
つ

か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
国
こ
の
世
界
の
人
び
と
に
表
現
者
と
し
て

訴
え
る
こ
と
を
止
め
な
い
、
き
む
・
き
が
ん
独
創
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

周
知
の
通
り
、
日
本
国
憲
法
の
英
語
版
原
文
で
規
定
範
囲
は
「
国
民na-
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★
1 

こ
の
概
念
は
徐
京
植
『
半
難
民
の
位
置
か
ら—

戦
後
責
任
論
争
と
在
日
朝

鮮
人
』、
影
書
房
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
直
接
的
な
示
唆
を
得
て
い
る
。

★
2 

同
前
。

★
3 

小
林
啓
治
「
国
家
論
を
ひ
ら
く—

軍
事
・
戦
争
、
国
際
関
係
を
組
み
込
ん

だ
関
係
論
へ—

」、『
歴
史
評
論
』
八
三
八
号
、
二
〇
二
〇
年
二
月
が
、
こ

う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
た
議
論
を
若
干
展
開
さ
せ
て
い
る
が
、
あ
く
ま

で
国
家
論
を
語
る
上
で
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
化
論
と
し
て

展
開
さ
れ
る
本
稿
と
は
志
向
を
根
本
的
に
異
に
し
て
い
る
。

★
4 
一
般
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
論
は
「
重
層
」
と
い
う
概
念
を
使
う
が
、
本

稿
で
は
敢
え
て
そ
の
概
念
を
避
け
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
重
層
」

と
は
層
の
積
み
重
ね
に
他
な
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
垂
直
概
念
、
俗
言
す
れ
ば

「
上
下
関
係
」
を
持
ち
込
み
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

tion

」で
は
な
く
、「
人
び
とpeople

」で
あ
っ
た
。そ
れ
と
軌
を
同
一
に
す
る
き
む・

き
が
ん
の
思
考
／
志
向
は
、
そ
も
そ
も
日
本
国
憲
法
が
持
っ
て
い
る
世
界
史
的

意
義
や
潜
勢
力
を
現
時
点
で
最
大
限
に
活
性
化
さ
せ
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

上
記
の
と
お
り
、
き
む
・
き
が
ん
は
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
持
ち
つ
つ
、
日

本
社
会
で
生
ま
れ
育
ち
、
ま
た
そ
の
興
味
関
心
の
領
域
は
民
衆
の
闘
争
と
連
帯

と
に
あ
る
。
彼
女
の
中
に
は
つ
ね
に-

す
で
に
、《
文
化
複
合
》
が
内
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
複
数
性
を
生
き
る
こ
と
、
一
に
し
て
多
で
あ
り
、

多
に
し
て
一
で
あ
る
個
人
の
中
に
は
、
別
の
個
人
と
連
帯
す
る
た
め
の
歯
車
が

内
包
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
時
々
の
局
面
や
場
面
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
階
級
、
民

族
と
し
て
顕
現
す
る
。
し
か
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
の
よ
う
に
個
人
が
最

初
か
ら
複
数
で
あ
る
こ
と
を
文
化
理
論
に
応
用
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
の
で

あ
れ
ば
、《
文
化
複
合
》
を
生
き
る
の
は
何
も
き
む
・
き
が
ん
の
よ
う
な
特
殊

な
例
に
限
ら
ず
、
誰
し
も
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
普
遍
的
事
実
と
い
え
よ
う
。

あ
る
地
域
や
国
家
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
混
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と

り
の
人
間
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
複
合
し
て
い
る
の
だ
。

《
文
化
複
合
》は
人
び
と
を
孤
人
の
群
れ
に
解
体
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、

一
人
ひ
と
り
の
中
に
あ
る
モ
ザ
イ
ク
状
の
《
文
化
複
合
》
は
次
の
こ
と
を
導
出

す
る
。
す
な
わ
ち
、《
文
化
複
合
》
と
は
、
つ
ね
に-

す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
複

数
性
を
持
つ
個
人
と
個
人
と
が
連
帯
を
可
能
に
す
る
歯
車
に
ほ
か
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
人
び
と
は
、
誰
の
敵
に
も
な
れ

る
と
同
時
に
、誰
の
味
方
に
も
な
り
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、世
界（
史
）

的
な
民
衆
連
帯
を
可
能
に
す
る
結
節
点
を
力
強
く
構
成
す
る
《
文
化
複
合
》
理

論
の
潜
勢
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、《
文
化
複
合
》
に
つ
ね
に-

す
で
に
内
包
さ
れ
て
い
る

潜
勢
力
を
現
代
社
会
に
理
論
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
究
極
的

か
つ
最
終
的
な
狙
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
狙
い
を
成
功
裏
に
終
え
た
本
稿
の
短
い

知
的
探
索
は
、
こ
こ
を
も
っ
て
そ
の
終
着
点
と
し
よ
う
。

誰
に
で
も
、《
文
化
複
合
》
は
内
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
連
帯
へ
の
歯
車

は
つ
ね
に-

す
で
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
い
つ
の
日
か
、

一
に
し
て
多
、
多
に
し
て
一
の
世
界
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。

人
び
と
よ
、
弾
け
て
混
ざ
れ
！
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★
5 

大
藪
龍
介
『
現
代
の
国
家
論
』、
世
界
書
院
、
一
九
八
九
年
、
二
二
三
頁
を
参

照
の
こ
と
。

★
6 

平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
。

★
7 
同
書
二
八
六
〜
七
頁
。

★
8 
前
掲
書
二
七
三
〜
四
頁
。

★
9 

こ
れ
は
個
人
的
な
雑
感
に
過
ぎ
な
い
が
、
西
川
の
無
数
の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
た
ち

の
仕
事
は
、
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
喪
失
後
の
歴
史
学
に
お
い
て
、
研
究
業
績

量
産
の
た
め
の
格
好
の
枠
組
み
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

業
績
数
至
上
主
義
の
負
の
側
面
が
こ
こ
に
顕
現
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

★
10 

西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大
中
一
彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩
訳
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
五
年
。

★
11 

同
書
一
一
九
頁
。

★
12 

前
掲
書
一
二
二
頁
。

★
13 

前
掲
書
一
四
四
頁
。

★
14 

複
数
文
化
研
究
会
編
、
人
文
書
院
、
一
九
九
八
年
。

★
15 

同
書
一
頁
。

★
16 

Ｇ
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
Ｆ
・
ガ
タ
リ
（
宇
野
邦
一
＋
小
沢
秋
広
＋
田
中
敏
彦
＋

豊
崎
光
一
＋
宮
林
寛
＋
守
中
高
明
訳
）『
千
の
プ
ラ
ト
ー　

上　

資
本
主
義

と
分
裂
症
』、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
五
頁
。

★
17 『
月
刊
イ
オ
』
二
〇
一
八
年
二
月
号
、
朝
鮮
新
報
社
、
二
〇
一
八
年
二
月
一
日
、

三
三
頁
。

★
18 

き
む
・
き
が
ん
が
主
宰
す
る
「
劇
団
（
石
）
ト
ル
」
の
公
式
グ
ッ
ズ
で
あ
る
「
憲

法
Ｔ
シ
ャ
ツ
」
お
よ
び
「
憲
法
手
ぬ
ぐ
い
」
か
ら
の
引
用
と
な
る
。

お
の
で
ら
・
ま
さ
と
（
日
本
近
現
代
史
・
思
想
史
）






