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討

論

田
村
警
部
の
書
評
に
喰
う

神
　
野
　
慧
一
郎

　
拙
著
『
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
』
に
対
す
る
田
村
均
琉
の
書
評
（
本
誌
五
五
一

号
、
＝
篇
五
～
一
四
二
頁
）
は
い
さ
さ
か
過
褒
当
ら
ず
の
感
が
あ
る
が
、

書
評
の
労
を
と
っ
て
下
さ
っ
た
駅
村
氏
に
は
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
同
氏

は
し
か
し
、
私
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
に
い
く
つ
か
の
演
題
を
見
て
お
ら
れ
る
。

氏
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
、
丁
箪
な
書
評
を
し
て
下
さ
っ
た
厩
に
対
し

私
の
感
謝
を
表
明
す
る
最
善
の
方
法
で
も
あ
り
、
ま
た
、
私
の
義
務
で
も

あ
ろ
う
。
氏
の
呈
さ
れ
た
疑
問
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
自
然
主
義
者
と
す
る
私

の
解
釈
の
大
筋
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
い
く
ら
か
誤
解
を
含
ん

で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
田
村
残
の
疑
問
点
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
大
ま

か
に
言
え
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
に
お
け
る
現
象
論
を
ど
う
理
解
し
、
ヒ

ュ
ー
ム
の
哲
学
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
を
中
心
に
し
つ
つ
私
の
論
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
け
れ
ど
も
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
田
村
氏
の
問
題
提
起
は
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
議
論
に
向
け
ら
れ
て
い

一
三
〇

る
の
か
、
そ
れ
と
も
私
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
田
村
琉
は
、
私
の
見
解
を
す
べ
て
認
め
る
と

い
う
わ
け
に
は
い
か
ぬ
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
氏
の
疑
問

は
私
の
解
釈
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
田
村
氏
と

は
す
こ
し
異
な
る
意
味
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
ヒ
ェ
ー
ム
の
哲
学

に
は
埋
め
ら
れ
る
べ
ぎ
欠
落
が
あ
る
」
（
本
誌
五
五
一
号
、
一
四
一
頁
）

と
い
う
点
で
は
ま
っ
た
く
田
村
氏
と
同
意
見
で
あ
る
。
私
の
考
え
で
は
そ

の
欠
落
を
生
ん
だ
原
因
の
主
な
る
も
の
は
次
の
二
つ
の
事
に
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
ヒ
ュ
ー
ム
は
理
論
哲
学
に
つ
い
て
の
論
述
を
旨
と
し
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
就
中
、
彼
は
近
代
の
自
然
科
学
の
構
造
が
含
む
根
本

的
な
問
題
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
彼
の
哲
学
に
あ

る
特
徴
を
与
え
た
と
私
は
思
う
。
す
な
わ
ち
、
自
然
科
学
的
認
識
に
つ
い

て
論
じ
た
な
ら
ば
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
を
、
彼
は
論
じ
な
い
で
済
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
は
道
徳
哲
学
を
主
眼
と
し
た
。
そ
れ
故

彼
は
実
在
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
の
弁
証
を
行
な
う
必
要
を
特
に
感
じ
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
覚
概
念
は
経
験
論
的
認
識

論
と
し
て
見
る
な
ら
ば
分
析
不
充
分
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
一

の
点
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
た
と
え
ば
直
接
実

在
論
（
飢
一
励
O
O
け
　
冠
①
①
一
同
ω
5
P
）
と
問
接
的
実
在
論
（
ぎ
象
器
9
H
9
房
B
）
な

い
し
洗
練
さ
れ
た
実
在
論
（
ω
。
9
蓉
営
滞
儀
軌
。
熱
ω
ヨ
）
と
の
区
別
を
明

確
に
す
る
よ
う
な
議
論
を
ま
っ
た
く
行
な
っ
て
い
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲

学
を
支
え
る
三
つ
の
柱
、
す
な
わ
ち
、
経
験
論
、
自
然
主
義
、
懐
疑
論
的

議
論
（
懐
疑
論
的
主
張
で
は
な
い
）
の
う
ち
、
彼
が
も
っ
と
も
分
析
を
な

お
ざ
り
に
し
た
の
は
経
験
論
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ュ
ー
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ム
の
議
論
が
震
る
問
題
を
不
明
な
ま
ま
に
し
て
い
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
経
験
論
に
立
っ
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
は
経
験
論
な
い
し
は
そ
の
基
礎
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
彼
の
観
念
説
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑

論
的
議
論
と
経
験
論
と
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
に
あ
る
の
か
を
見
定
め
難

く
し
て
い
る
原
因
で
も
あ
る
。
以
下
、
田
村
氏
の
質
問
を
順
次
と
り
上
げ

て
見
よ
う
。
問
は
二
つ
に
分
れ
て
い
る
。

二

　
田
村
氏
は
ま
ず
反
論
し
て
お
ら
れ
る
、
も
し
ヒ
ュ
ー
ム
が
私
の
解
釈
す

る
ご
と
き
意
見
を
も
っ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
何
故
ヒ
ェ
ー
ム
は
知
覚
の
因

果
説
と
二
元
論
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
ら
の
立
場
で
あ
る
と
明
言
し
な
か
っ
た

の
か
、
と
。
氏
の
問
の
意
味
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
識
論
に
お
け
る
公
式
見

郷
は
観
念
説
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
に
と
っ
て
知
覚
の
直
接
対
象
は
観
念

（
知
覚
表
象
）
で
あ
っ
て
物
理
的
対
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
氏
は
、
観
念
説
は
ほ
ぼ
現
象
論
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
見
て
お
ら

れ
る
の
で
、
馬
の
問
は
ひ
っ
き
ょ
う
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
の
現
象
論
の
位
置
を

私
は
如
何
に
考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
と
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
が
現
象
論
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
現

象
論
と
い
う
思
葉
の
意
味
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
象
論
と
は
大

ま
か
に
言
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
、
信
念
、
推
測
の
す
べ
て
は
現
象
に

始
ま
り
現
象
に
終
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
現
象
を
越
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
説
の
こ
と
だ
と
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム

討
　
　
論

を
現
象
論
に
立
つ
と
い
う
主
張
の
理
由
が
な
く
は
な
い
。
彼
は
た
し
か

に
（
1
）
人
間
の
心
が
有
す
る
知
覚
の
す
べ
て
は
印
象
か
観
念
で
あ
り

（
『
、
§
導
♪
唱
㍊
）
、
（
2
）
知
覚
の
存
在
か
ら
対
象
の
存
在
へ
と
推
論
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
（
§
3
唱
』
ド
①
）
、
知
覚
が
わ
れ
わ
れ
の
唯
一

の
対
象
で
あ
る
（
誓
い
賊
翫
こ
　
質
■
卜
0
8
鳥
）
、
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
感
覚
に

関
す
る
懐
疑
論
」
や
「
人
格
の
同
一
性
」
に
お
け
る
彼
の
議
論
は
、
知
覚

か
ら
外
的
対
象
や
自
我
を
構
成
す
る
議
論
と
も
と
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

　
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
を
現
象
論
者
と
す
る
議
論
は
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
と
い
う
の
は
ヒ
ュ
ー
ム
を
現
象
論
者
と
す
る
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
を

挫
折
し
た
議
論
を
公
刊
し
た
哲
学
者
と
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
感
覚
に
関
す
る
懐
疑
論
」
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
知
覚
か
ら
外
的
対
象

を
構
成
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
我
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
レ
ア
ー
ド
に
し
て
も
（
い
p
与
島
寅
§
罵
、
隔
㌧
ミ
N
象
愚
書
ミ

霞
ミ
§
嵩
寄
鳳
ミ
、
♪
お
ω
b
。
．
o
訂
や
質
．
密
）
パ
ス
モ
ア
に
し
て
も
（
℃
霧
－

。・

喆
n
臼
窺
§
ミ
．
恥
N
ミ
§
織
§
ひ
お
①
。
。
w
。
訂
や
く
．
①
。
。
唱
も
■
O
O
）
、
ヒ
ュ

ー
ム
を
現
象
論
者
と
し
て
は
不
充
分
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
す
る
か
、

結
局
は
ヒ
ュ
ー
ム
は
現
象
論
者
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
結
論
を
出
し

て
い
る
。
私
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
現
象
論
を
彼
の
最
終
的
主
張
と
し
て
提
唱
し

て
い
る
と
す
る
解
釈
は
誤
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
拙

著
で
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。
知
覚
表
象
が
知
覚
の
直
接
対
象
で
あ
る
と

い
う
議
論
は
観
念
論
の
主
張
で
も
あ
る
が
、
ま
た
、
知
覚
因
果
説
の
主
張

で
も
あ
る
。
知
覚
因
果
説
に
と
っ
て
、
知
覚
表
象
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚

の
対
象
（
知
覚
の
直
接
対
象
で
は
な
い
）
た
る
物
理
的
対
象
の
再
現
な
い

し
表
現
（
門
φ
窟
。
の
ω
β
3
二
Q
詳
）
と
言
っ
て
よ
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
・
怠
説
が
こ

＝
三
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の
よ
ヶ
な
主
張
と
相
反
す
る
点
を
私
は
見
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ヒ
ュ
ー
ム
が
知
覚
表
象
と
対
象
（
物
理
的
対
象
）
と
の
間
に
類
似
な
り
表
現

関
係
が
あ
る
と
主
張
し
う
る
に
は
、
彼
の
経
験
論
的
観
念
説
は
不
充
分
で

あ
る
。
彼
の
観
念
説
は
、
知
覚
表
象
（
観
念
）
か
ら
外
界
の
存
在
を
証
囲
し

う
る
底
の
も
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
知
覚
因
果
説
の
基
礎
を
与
え
よ

う
と
し
た
な
ら
、
彼
は
ま
ず
存
在
論
を
論
ず
る
必
要
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。

　
経
験
論
的
観
念
説
か
ら
出
発
し
て
知
覚
因
果
説
を
確
立
す
る
こ
と
は
ヒ

ュ
ー
ム
に
と
っ
て
理
論
上
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

ひ
と
り
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、
お

よ
そ
何
人
に
も
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
経
験
論
的
観
念
論
に
と
っ
て
、

物
理
的
対
象
を
実
在
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
は
、
認
識
論
の
範
囲
と
手
続

き
で
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
論
的
観
念
論
が
認
識
論
と
し

て
充
分
な
機
能
を
果
す
も
の
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
認
識
論

に
先
立
っ
て
物
理
的
対
象
が
実
在
と
し
て
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
的
論
究
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
道
徳
哲
学

に
あ
る
。
彼
は
自
然
哲
学
を
ま
っ
た
く
論
じ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と

は
知
覚
因
果
説
を
ヒ
ュ
ー
ム
が
何
故
に
自
ら
の
前
提
と
し
て
正
面
に
据
え

な
か
っ
た
か
と
い
う
田
村
氏
の
問
に
対
す
る
一
つ
の
答
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
何
故
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
と
に
か
く
こ
の
不
完
全
な

形
で
の
観
念
説
を
採
っ
た
の
か
と
田
村
氏
は
お
そ
ら
く
問
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
対
す
る
答
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
懐
疑
論
の
意
味
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
．
観
念
論

な
い
し
現
象
論
を
一
種
の
懐
疑
論
、
し
か
も
「
過
度
の
懐
疑
論
」
と
見
倣

し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ヒ
ュ
～
ム
は
バ
ー
ク
リ
ー
の

；
三

観
念
説
は
懐
疑
論
の
最
善
の
解
説
と
見
る
。
し
か
も
．
バ
ー
ク
リ
ー
の
説
は

「
単
に
懐
疑
論
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
ヨ
霞
。
ぐ
ω
8
只
ざ
巴
）
と
い
う

（
出
嵩
肉
鳶
ミ
壁
○
§
§
、
ミ
難
き
恥
自
袋
ミ
§
q
謡
魯
§
ミ
篭
ミ
構
（
以
下
、

肉
●
蟄
～
S
）
”
コ
。
審
ε
⑳
誌
卜
⊃
り
℃
H
㎝
q
●
）
。
懐
疑
論
の
よ
う
な
か
く
も
変
で

こ
な
一
派
の
議
論
を
細
心
に
展
開
し
て
み
せ
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
意
図
は
、
彼

の
主
張
す
る
仮
説
の
真
理
性
を
人
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
で
な
く
て
な

ん
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
：
ム

に
と
っ
て
は
、
観
念
説
が
懐
疑
論
に
終
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
彼
の
議
論

の
運
び
の
中
で
の
重
要
な
る
一
つ
の
段
階
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
彼
の
自
然
主
義
を
確
認
し
弁
明
す
る
た
め
に
必
要
な
手
段
で
あ

り
階
梯
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
限
界
を
見
出
し
、

わ
れ
わ
れ
が
自
然
に
身
を
ま
か
す
べ
き
で
あ
る
と
悟
る
に
は
、
ま
ず
知
性

は
自
ら
懐
疑
論
に
陥
る
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
の
た
め

に
観
念
説
は
極
め
て
都
合
の
よ
い
議
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ス
モ
ア
に

従
っ
て
言
う
な
ら
、
も
し
観
念
説
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
ら
ヒ
ュ
ー
ム

は
自
ら
そ
れ
を
創
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ

る
（
℃
霧
ω
日
O
民
ρ
延
長
跳
サ
。
。
り
）
。
こ
れ
が
何
故
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
説
を

用
い
た
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
で
あ
り
、
田
村
琉
へ
の
第
二
の
答
で
あ
る
。

実
際
、
『
人
閏
本
性
論
』
に
お
い
て
も
『
探
究
』
に
お
い
て
も
ヒ
ュ
ー
ム

は
懐
疑
論
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
わ
れ
わ
れ
に
自
然
的

傾
向
に
身
を
ゆ
だ
ね
よ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
拙
著
に
お
い
て
私
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
は
伝
統
的
哲
学
の
枇
判
と
、

自
説
展
開
の
た
め
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
工
夫
と
い
う
意
義
を
持
つ
と
、
述
べ

て
お
い
た
。
こ
の
考
え
は
基
本
的
に
は
今
で
も
変
ら
ぬ
が
、
そ
こ
で
言
っ
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た
レ
ト
リ
カ
ル
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
も
っ
と
明
瞭
に
し
て
お
く
べ
き
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
観
念
説
が
懐
疑
論
に
終
る
と
い
う
こ
と
を
示
す

こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
は
、
爵
然
主
義
を
確
立
し
弁
証
す
る
と
い

う
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
彼
の
懐
疑
論
は
彼
の
自
然
主
義
へ

の
玄
関
で
あ
る
」
（
拙
著
三
八
五
頁
）
。
私
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
最
近
、

世
に
出
た
い
く
つ
か
の
著
作
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

（
o
．
σ
q
■
冒
げ
浸
℃
●
≦
甑
σ
q
馨
”
↓
ぎ
恥
ら
愚
翫
ミ
N
肉
§
蓼
ミ
ミ
b
職
建
ミ

霞
§
寅
H
O
G
。
し
。
田
困
。
ぴ
。
鳥
回
．
閏
。
㈹
o
富
盛
き
馬
ミ
”
恥
恥
ら
竜
職
職
笥
ミ
き
隅
一

．
、
↓
、
§
職
捻
毫
蔑
袋
ミ
額
蕊
寄
㌧
§
，
馬
．
、
”
H
㊤
c
。
窃
）

　
以
上
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
懐
疑
論
の
意
義
を
理
解
す
る
と
ど
の
よ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
田
村
氏
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
疑
問
を
逐
次
検
討
す

る
た
め
、
も
う
一
度
、
さ
き
ほ
ど
の
田
村
氏
の
質
問
に
立
ち
返
っ
て
み
よ

う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
二
元
論
や
知
覚
因
果
説
を
前
提
す
る
と
何
故
愛
愛
し
な

か
っ
た
か
、
と
い
う
問
に
対
し
私
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
い
。
た
し
か
に

ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
ら
ご
つ
の
命
題
を
自
分
の
議
論
の
い
わ
ば
公
理
と
い
う

位
置
に
お
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
命
題
を
含
意
す
る
言

明
は
随
所
に
な
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
意
味
で
は
こ
の
二
つ
の
命
題

を
明
言
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
も
し
ヒ
ュ
ー
ム
が
知
覚
す
る
心
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次

の
発
言
ほ
ど
明
自
な
二
元
論
の
表
明
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
。
「
『
物

体
は
存
在
す
る
の
か
否
か
』
と
尋
ね
る
こ
と
は
無
益
で
あ
る
」
と
。
物
体

が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
な
う
論
究
の
一
切
に
先
立

っ
て
、
始
め
か
ら
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
（
↓
鳶
ミ
帖
郵
亭
．
ド
。
。
『
）
。
他
方
、
物
体
が
認
識
さ
れ
る
の
は

討
　
　
論

知
覚
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
普

く
容
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
も
か
な
り
明
白
な

こ
と
で
あ
る
（
§
鼻
や
鵯
）
。
も
っ
と
も
ヒ
ュ
ー
ム
の
二
元
論
は
デ
カ
ル

ト
の
よ
う
な
心
身
二
元
論
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
ヒ

ュ
ー
ム
は
心
と
身
体
と
を
必
ず
し
も
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
（
㌦
黛
3
戸
卜
。
刈
①
）
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
二
元
論
は
物
体
と
知
覚
の
二
元
論

と
言
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
唯
物
論

（
た
と
え
ば
現
代
の
中
枢
系
状
態
説
（
。
窪
＃
巴
。
。
仲
舞
①
ヨ
簿
窺
亀
目
ω
ヨ
）
）

に
立
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
知
覚
因
果
説
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
見
て
お

こ
う
。
次
の
二
つ
の
言
明
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
知
覚
の
困
睡
説
を
含
意
し
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
「
印
象
と
観
念
と
の
差
異
は
、
そ
れ
ら
が
心
を
打
っ
て
わ

れ
わ
れ
の
思
念
あ
る
い
は
意
識
の
中
に
入
り
込
む
と
き
に
も
つ
て
い
る
活

力
と
生
気
と
の
程
度
に
あ
る
」
（
寄
§
職
筋
馬
v
や
円
）
。
「
こ
の
知
覚
の
中
に

は
感
覚
器
官
を
通
し
て
生
ず
る
印
象
を
た
だ
受
動
的
に
の
み
受
容
す
る
こ

と
し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
」
（
§
3
噂
■
お
）
。
そ
し
て
ま
た
「
知
覚
ま
た

は
心
像
の
介
在
な
し
に
は
外
的
対
象
は
知
ら
れ
な
い
」
（
§
翫
こ
。
．
卜
。
。
。
O
）

と
彼
は
言
う
。
し
か
も
彼
は
「
主
題
の
区
分
」
（
第
一
巻
第
一
部
第
二
節
）

に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
つ
い
て
の
吟
味
は
道
徳
哲
学
者
よ
り

も
解
剖
学
者
お
よ
び
自
然
哲
学
者
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
今
の
と
こ

ろ
そ
れ
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
」
と
雷
っ
て
い
る
。
『
探
究
』

に
お
い
て
も
ヒ
ェ
ー
ム
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
同
じ
態
度
を
と
っ
て

い
る
の
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（
。
出
●
輿
霞
．
q
‘
励
は
P
や
H
㎝
。
。
）
。
対

象
闘
の
因
果
関
係
の
研
究
は
主
と
し
て
自
然
哲
学
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
る

＝
三
二
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
三
号

（
§
3
ワ
嵩
α
）
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
な
お
三
つ
の
こ
と
を
附
言
し
て
お
き
た
い
。
（
1
）
ヒ

ュ
ー
ム
の
主
張
す
る
人
間
に
つ
い
て
の
学
問
は
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、

デ
カ
ル
ト
的
機
械
論
に
よ
る
人
聞
論
を
採
用
し
て
い
る
、
と
い
う
解
釈
が

最
近
か
な
り
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
マ
ー
サ
ー
や
」
・
ラ
イ

ト
ら
の
議
論
は
そ
れ
で
あ
る
。
（
2
）
ヒ
ュ
ー
ム
が
論
じ
よ
う
と
し
た
哲
学

の
分
野
が
自
然
哲
学
で
な
く
道
徳
哲
学
で
あ
る
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
証
言

に
基
づ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
人
問
本
性
論
』
の
副

題
や
『
探
究
』
の
冒
頭
の
文
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
（
3
）
当
時
の
上

聞
の
区
分
で
も
一
般
に
自
然
哲
学
と
道
徳
哲
学
と
は
い
わ
ば
哲
学
の
右
大

臣
と
左
大
臣
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
は
学
問
を
「
自
然
学
」
、
「
実

践
学
」
、
「
記
号
論
」
に
わ
け
て
い
た
し
（
肉
恥
防
塁
り
切
潟
。
醜
く
り
。
プ
9
δ
℃
・
×
×
H
）
、

ハ
ッ
チ
ス
ン
は
誓
学
を
「
理
論
附
哲
学
」
（
け
匿
H
巴
。
壽
一
9
［
冨

】
o
σ
Q
8
鉱
）
、
「
自
然
哲
学
」
、
「
道
徳
哲
学
」
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
い
る
の

で
あ
る
（
卜
．
恥
訣
。
蔦
辱
§
、
o
§
無
ご
醤
帖
。
さ
ミ
N
き
亀
。
物
信
、
霞
”
μ
置
N

↓
o
ひ
。
。
・
ε
時
艮
ω
ぎ
d
臨
く
。
房
一
臨
①
の
）
。

　
以
上
に
よ
っ
て
私
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
二
元
論
と
知
覚

の
因
果
説
を
明
言
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
さ
え
考
え
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
れ
ら
術
語
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
田
村

氏
の
論
点
で
あ
る
な
ら
、
私
は
そ
れ
ら
の
言
葉
が
哲
学
用
語
と
な
っ
た
の

は
ヒ
ュ
ー
ム
よ
り
も
ず
っ
と
後
で
あ
る
と
答
え
よ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
直
接

所
与
た
る
知
覚
を
越
え
て
実
在
を
論
ず
る
の
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
く
、
知
覚
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
当
時
の
哲
学
に
お
け
る
支
配
的
な
方

法
に
従
い
、
知
性
は
懐
疑
論
に
陥
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

；
西

ヒ
亀
：
ム
の
狙
い
は
、
観
念
説
が
常
識
の
認
め
る
見
解
を
論
証
す
る
こ
と

に
は
論
理
的
に
無
理
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
事
を
示
す
に
こ
そ
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
哲
学
が
論
証
し
え
な
い
事
柄
を
わ
れ
わ
れ
は
信
じ
て
生
き
て
い

る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
い
か
に
懐
疑
論
が
わ
れ
わ
れ
の
信
念
の
根
拠
を
崩

壊
さ
せ
よ
う
と
も
、
「
自
然
は
つ
ね
に
自
ら
の
権
利
を
主
張
し
、
結
局
は

抽
象
的
思
考
に
打
ち
勝
つ
の
で
あ
る
」
（
肉
」
幾
ワ
q
遥
賢
亀
）
。
ヒ
ュ
ー
ム

が
目
的
と
し
た
の
は
、
観
念
説
と
二
元
論
を
統
一
し
て
自
然
主
義
に
立
つ

こ
と
で
も
な
く
、
観
念
説
の
立
場
と
常
識
の
自
然
的
信
念
と
を
融
和
さ
せ

る
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
は
実
在
論
と
現
象

論
・
観
念
説
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
る
」
（
本
誌
五
五
　
号
、
　
一
四
〇

頁
参
照
）
の
で
は
な
い
。
観
念
説
が
挫
折
し
不
充
分
な
説
と
見
ら
れ
れ
ば

そ
れ
だ
け
彼
の
自
然
主
義
は
必
要
な
も
の
と
な
り
、
実
在
論
は
お
そ
ら
く

益
々
確
ら
し
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
自
然
主
義
は
あ
や
う
い
平

衡
を
保
っ
て
成
立
す
る
の
で
な
く
確
固
と
し
た
安
定
を
保
つ
根
拠
を
得
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
根
拠
は
自
然
主
義
の
成
立

を
論
理
的
に
必
然
た
ら
し
め
る
と
い
う
類
の
も
の
で
は
な
く
、
原
理
か
ら

の
演
繹
以
外
は
正
当
化
と
認
め
な
い
人
に
と
っ
て
は
確
圃
た
る
も
の
と
は

見
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
も
す
で
に
拙
著
で
述
べ
て
お

い
た
。

三

　
以
上
で
田
村
氏
の
第
　
の
問
に
対
す
る
私
の
答
を
ひ
と
ま
ず
終
り
と
す

る
。
第
二
の
問
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の
解
釈
に
従

え
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
態
度
は
、
「
こ
の
世
界
の
客
観
的
実
在
釣
本
質
を
洞
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察
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
、
ひ
と
つ
の

擬
似
問
題
と
し
て
無
化
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
」
（
本
誌
五

五
一
号
、
一
四
一
頁
参
照
）
。
玩
は
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

氏
の
続
い
て
の
文
は
す
こ
し
わ
か
り
難
い
が
、
「
現
象
論
的
な
知
識
観
が

望
見
さ
れ
る
」
（
同
箇
所
）
と
氏
の
言
わ
れ
る
意
味
は
、
画
聖
の
本
質
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
現
象
論
を
展
開
し
樹
立
す
る
必
要
と
義
務
が
私
ま

た
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
解
し
て
お
く
。
「
ヒ
ュ
ー

ム
ま
た
は
私
に
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
す
こ
し
前
に
、
田
村
氏
は
こ
の
問

題
を
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
自
体
に
も
向
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て

お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
と
っ
た
方
向
は
、
ヒ

ュ
ー
ム
本
人
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
事
情
と

は
独
立
に
、
認
識
論
上
の
一
つ
の
態
度
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
田
村
氏
は

考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
田
村
氏
の
提
起
さ
れ
た
こ
の
第
二
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
次
の
三
つ
の

こ
と
を
答
え
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
田
村
氏
が
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
問
題
は
、
む
し
ろ
道

徳
な
い
し
実
践
哲
学
以
外
の
領
域
た
と
え
ば
理
論
的
哲
学
の
問
題
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
実
在
と
認
識
と
の
関
係
を
論
ず
る
こ
と
を
不
必
要
と
考
え
た

か
否
か
は
、
私
は
今
こ
こ
で
断
定
し
得
な
い
が
、
も
し
彼
が
論
ず
る
と
す

れ
ば
そ
れ
は
道
徳
哲
学
の
内
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
自
然

哲
学
ま
た
は
理
論
的
哲
学
の
著
作
を
彼
が
書
か
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で

は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
哲
学
に
は
埋
め
ら
れ
る
べ
き
欠
落
が
あ
る
と
い
う
田
村

氏
の
指
摘
は
正
し
い
と
思
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
欠
落
は
私
の
解
釈
の
責
任

と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
然
誓
学
の
考
察
は
自

討
　
　
論

分
の
任
で
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
二
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
す
で
に
繰
り
奪
え
し
言
っ
た
よ

う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
説
が
懐
疑
論
に
到
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
彼
に
は
現
象
論
的
志
向
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

は
彼
が
現
象
論
に
向
か
う
は
ず
だ
と
い
う
解
釈
を
こ
そ
疑
問
と
し
た
い
。

　
し
か
し
、
第
三
に
次
の
こ
と
を
認
め
て
お
く
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
対
し
て

も
、
田
村
氏
に
対
し
て
も
、
公
正
だ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
概
し
て
言
え
ば
、
直
接
実
在
論
と
洗
練
さ
れ
た
実
在

論
の
区
別
を
充
分
に
行
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
は
認
め
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
の
基
礎
に

対
し
て
彼
の
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
欠
落
が
あ
る
と
私
が
言
っ
た
意
味

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
す
こ
し
く
論
じ
て
お
き
た
い
。

　
私
は
観
念
論
的
現
象
論
と
い
う
の
は
物
理
対
象
言
語
に
寄
生
的
に
し
か

成
立
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
説
は
観
念
論
的
現
象
論

の
一
種
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
寄
生
的
に
し
か
成
立
し
え

な
い
こ
と
ま
た
同
断
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
る
。

　
一
体
、
現
象
論
が
ひ
と
つ
の
還
元
論
の
形
を
と
り
、
た
と
え
ば
物
理
的

対
象
を
知
覚
表
象
の
集
合
と
し
、
物
理
的
対
象
を
知
覚
表
象
か
ら
構
成
す

る
と
い
う
課
題
を
自
ら
に
負
わ
す
と
き
、
そ
の
よ
う
な
課
題
に
意
義
が
あ

る
と
さ
れ
る
理
由
は
、
知
覚
表
象
が
物
理
的
対
象
よ
り
も
よ
り
基
本
的
な

次
元
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
、
基
本
的
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
基
本
的
と
い
う

こ
と
は
、
単
に
心
理
的
に
親
し
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
そ
の
次

元
で
の
み
問
題
の
真
ま
た
は
偽
な
る
こ
と
が
決
着
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ

二
二
五
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と
こ
そ
、
知
識
論
的
な
観
点
か
ら
見
た
基
本
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ

ろ
う
。
し
か
る
に
観
念
論
的
現
象
論
の
欠
陥
が
ど
こ
に
存
す
る
か
と
言
え

ば
、
そ
の
現
象
言
語
（
感
覚
所
与
言
語
）
は
、
物
理
的
対
象
言
語
に
依
拠

し
な
い
な
ら
、
ま
と
も
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
で
き
ず
理
解
不
可
能
で
あ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
感
覚
所
与
に
つ
い
て
今
世
紀
さ
ま
ざ

ま
に
行
な
わ
れ
た
議
論
が
今
や
等
し
く
認
め
る
に
到
っ
た
結
論
で
も
あ
る
。

こ
の
事
態
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
還
元
論
的

現
象
論
と
見
敬
さ
れ
る
限
り
で
の
観
念
説
は
、
も
し
そ
れ
が
物
理
的
対
象

言
語
を
前
提
と
し
な
い
の
な
ら
、
言
語
の
意
味
理
解
の
理
論
と
し
て
真
理

条
件
説
を
採
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
観
的
な
感
覚

的
所
与
と
し
て
の
観
念
の
次
元
は
経
験
的
命
題
の
真
偽
と
い
う
こ
と
を
空

虚
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
然
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
命
題
の
真
偽
が
対
応
説

に
近
い
も
の
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
は
、
真
理
は

「
対
象
の
実
在
と
の
合
致
（
o
o
課
自
巳
曙
）
」
に
あ
る
と
い
う
（
↓
鳶
ミ
§
”

や
陰
G
。
》
Ψ
蕊
G
。
）
。
彼
の
観
念
が
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
の
よ
う
な
も
の
で
な

く
、
感
覚
的
知
覚
蓑
象
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
真
理
観

あ
る
い
は
誉
口
語
理
解
が
成
立
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
前
提
が
必
要
か
、

も
は
や
書
を
要
す
ま
い
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
観
念
説
が
行
き
づ
ま
る
こ
と
を
む
し
ろ
示
し
た
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
観
念
説
が
還
元
論
と
し
て
は
働
き
え
な
い
こ
と
を
悟

っ
て
も
彼
は
慌
て
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
彼
は
観

念
が
事
物
の
蓑
現
と
し
て
充
金
で
な
い
か
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
認
め
て
い
る

（
撃
，
§
駐
♪
ワ
①
。
。
”
℃
●
卜
。
H
G
。
）
Q
と
は
言
え
、
彼
は
自
然
の
流
れ
と
わ
れ

わ
れ
の
観
念
と
の
問
に
予
定
調
和
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。

＝
二
六

　
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
仮
定
を
し
て
み
よ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
観
念

説
を
も
っ
と
整
備
し
た
形
で
提
出
し
、
し
か
も
自
然
主
義
の
立
場
は
守
ろ

う
と
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
に
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
残
さ
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
か
。
す
で
に
還
元
論
の
途
は
塞
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
以
上
、
物
体

の
存
在
と
そ
の
知
覚
と
を
認
め
る
間
接
実
在
論
な
い
し
洗
練
さ
れ
た
実
在

論
を
採
る
以
外
に
途
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
、
常
識
の

支
持
す
る
実
在
論
を
も
、
同
情
を
籠
め
な
が
ら
で
あ
る
が
偽
と
し
て
斥
け

た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
他
方
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
知
覚
と
対
象
の
両
者
の
存
在
を
認
め

る
二
重
存
在
と
い
う
哲
学
的
仮
説
を
も
ま
た
斥
け
、
こ
の
仮
説
は
知
性
と

想
像
と
い
う
ご
原
理
が
生
ん
だ
崎
形
的
所
産
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
彼
が
間
接
実
在
論
を
も
斥
け
た
と
い
う
含
み
を
も
つ
も
の
と
も
考
え

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
は
お
そ
ら
く
ヒ
ュ
ー
ム
の

議
論
の
内
部
で
は
解
決
で
き
な
い
難
問
で
あ
ろ
う
。
そ
の
解
決
の
た
め
に

は
、
多
分
、
存
在
論
を
認
識
論
と
詣
る
程
度
切
り
離
し
、
存
在
論
を
認
識

論
に
先
発
せ
し
め
る
こ
と
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
説
を
生
か
す
道
は
間
接
的
実
在
論
以
外
に
は
な
い
と

私
は
言
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
こ
の
道
を
と
っ
た
こ
と
を
示
す
直

接
証
拠
は
彼
の
議
論
の
中
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
ヒ
ュ

ー
ム
が
そ
の
よ
う
な
道
を
と
る
で
あ
ろ
う
と
解
す
る
こ
と
が
無
理
で
な
い

と
私
が
考
え
る
理
由
は
あ
る
。
そ
れ
を
二
つ
述
べ
て
、
田
村
氏
に
対
す
る

私
の
答
弁
を
終
り
と
し
た
い
。

　
そ
の
一
つ
は
ヒ
ェ
ー
ム
の
観
念
説
を
当
時
の
歴
史
の
中
で
理
解
し
よ
う

と
す
る
揚
舎
、
い
か
な
る
説
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
も
の
と
な
る
か
を
考
え
る
こ
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と
に
基
づ
く
。
近
世
の
哲
学
史
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ

ー
ム
と
い
う
ト
リ
オ
が
古
典
的
経
験
論
の
説
明
の
枠
と
さ
れ
る
の
が
ふ
つ

う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
人
は
ま
た
い
ず
れ
も
観
念
説
を
と
っ
て
い
る
。
し

か
し
叢
者
を
単
線
的
に
つ
な
ぎ
経
験
論
の
洗
練
の
過
程
と
見
る
こ
と
は
、

諸
々
の
誤
解
を
生
む
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
に

お
い
て
観
念
と
い
う
語
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
か
は
、
ロ
ッ
ク
研
究
家

の
大
い
に
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
が
感
覚
知
覚
と
の
関

わ
り
で
観
念
を
考
え
て
い
る
と
き
に
は
一
種
の
知
覚
因
果
説
が
仮
定
さ
れ

て
お
り
、
穿
る
場
合
に
は
観
念
が
対
象
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
説
を
彼

は
と
っ
て
い
る
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
バ
ー
ク
リ
ー
が
知
覚

と
存
在
と
を
同
一
視
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
覚

の
議
論
に
関
し
て
は
彼
の
方
が
ロ
ッ
ク
よ
り
も
す
っ
き
り
と
し
た
議
論
を

し
て
お
り
、
感
覚
知
覚
か
ら
出
発
し
て
物
理
的
対
象
の
知
識
を
得
る
と
い

う
方
向
を
押
し
進
め
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
Φ
ω
ω
①
冨
H
9
覧
と
い
う

主
張
は
、
認
識
論
と
存
在
論
が
直
ち
に
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
含

意
す
る
。
こ
れ
は
当
然
バ
ー
ク
リ
ー
の
説
を
魅
力
あ
る
も
の
と
人
々
に
感

ぜ
し
め
た
。
そ
れ
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
は
如
何
。
一
般
に
ヒ
ュ
ー
ム
は

バ
ー
ク
リ
ー
の
説
を
引
き
つ
い
だ
と
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
果
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。

　
か
つ
て
ポ
プ
キ
ソ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
バ
ー
ク
リ
ー
を
読
ん
で
い
た
か
ど
う

か
と
い
う
議
論
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
争
は
文
字
亙
り
の

意
味
で
は
ポ
プ
キ
ン
の
譲
歩
で
終
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
自
分
の
議
論

の
理
解
を
助
け
る
著
作
の
一
つ
と
し
て
バ
ー
ク
リ
ー
の
『
人
知
原
理
論
』

を
挙
げ
て
い
る
手
紙
が
そ
の
論
争
後
に
見
つ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
鼻
勾
・

討
　
　
論

出
・
℃
o
上
貫
．
．
ω
9
鵠
蛋
ヨ
①
∪
達
園
①
巴
b
d
①
時
鮎
①
《
、
”
曽
ぼ
き
§
ミ
§
N
ミ

翠
磯
象
魯
ξ
層
く
。
ド
①
ど
お
①
画
）
。
し
か
し
、
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
挙
げ
て

い
る
本
は
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
『
真
理
の
探
究
』
、
ベ
イ
ル
の
『
哲
学
事

典
』
の
中
の
ゼ
ノ
ソ
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
項
と
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
み
な
何
が
し
か
懐
疑
論
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
（
o
剛
．
凡
ミ
“
）
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
説
の
起
源
を
示
す

も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
し
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
説
が
ロ
ッ
ク
の
も

の
で
あ
れ
デ
カ
ル
ト
派
の
も
の
で
あ
れ
、
バ
ー
ク
リ
ー
の
も
の
で
な
い
な

ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
は
客
観
的
実
在
と
の
対
応
な
い
し
表
現
関
係
を
も

つ
も
の
と
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
バ
ー
ク
リ
ー
は
二
重
存
在
説
は

外
界
の
知
識
を
不
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
懐
疑
論
の
根
源
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
（
。
や
箏
し
§
ら
覧
爵
℃
『
H
”
c
。
①
）
）
。
他
方
、
ヒ
ュ
ー
ム
が

バ
ー
ク
リ
ー
の
観
念
論
は
た
ん
な
る
懐
疑
論
に
終
る
と
言
っ
て
い
る
事
実

は
動
か
な
い
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
を
間
接
実
在
論
と
考
え
て
よ
い
根
拠
の
一
つ
は
、
知
覚
因
果

説
の
ほ
か
に
彼
が
知
覚
表
現
説
（
器
胃
①
ω
Φ
暮
m
塞
ぐ
。
停
Φ
o
婦
矯
o
h
唱
霞
。
⑦
腎

二
〇
鵠
）
を
知
識
の
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
（
↓
、
§
職
防
馬

刀
b
O
）
。
し
か
し
、
知
覚
が
対
象
を
表
現
な
い
し
再
現
し
て
い
る
と
い
う
説

は
間
接
実
在
論
と
直
ち
に
等
し
く
は
な
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
私
は
次
の

よ
う
な
歴
史
上
の
事
実
を
引
用
し
よ
う
。
『
探
究
』
に
添
え
ら
れ
た
「
広

告
」
（
諺
山
く
Φ
八
け
一
ω
ヨ
①
鵠
け
）
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
『
人
間

本
性
論
』
で
な
く
『
探
究
』
を
自
分
の
本
当
の
意
見
と
見
な
し
て
く
れ
る

よ
う
に
と
訴
え
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
広
告
を
彼
は
、
リ
ー
ド
と
愚
か

で
石
頭
の
ビ
ー
テ
ィ
ー
に
対
す
る
完
全
な
返
答
と
言
っ
て
い
る
（
↓
書

＝
二
七
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ト
ミ
鷺
諺
駄
b
自
蔑
賊
き
馬
ミ
3
〈
o
一
．
b
。
り
2
9
㎝
O
P
サ
ω
O
H
）
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
い
か
な
る
含
み
を
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
人
問
本
性
論
』
と
『
探
究
』
と
に
は
、
共
通
の
面
と
相
異
す
る
面
と

が
あ
る
。
知
性
に
関
す
る
議
論
に
お
け
る
両
者
の
違
い
の
最
大
な
る
も
の

は
何
で
あ
ろ
う
か
。
叙
述
の
方
法
な
い
し
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
言
え
ば
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
説
は
知
覚
の
力
学
か
ら
知
覚
の
地
理
学
へ
変
っ
た
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
書
か
れ
た
題
材
な
い
し
内
容
の
面
で
の
明
ら
か
な
違
い
は
、

『
探
究
』
は
『
人
聞
本
性
論
』
の
第
一
巻
葉
四
部
に
当
る
部
分
を
ほ
と
ん

ど
全
く
含
ま
な
い
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
懐
疑

論
を
逆
手
に
と
っ
て
自
然
主
義
を
正
当
化
す
る
た
め
、
ま
ず
懐
疑
論
を
詳

し
く
論
じ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
を
何
故
ヒ
ュ
ー
ム
は
切
り
捨
て
て
、

若
気
の
い
た
り
で
気
負
っ
て
書
い
た
も
の
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

理
由
を
推
測
し
て
み
よ
う
。

　
私
の
思
う
と
こ
ろ
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
常
識
的
実
在
論
者
リ
ー
ド
と
が

物
体
と
そ
の
知
覚
に
つ
い
て
有
す
る
と
こ
ろ
の
見
解
は
そ
れ
ほ
ど
互
に
枳

容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
り
…
ド
は
ビ
ー
テ
ィ
ー
と
共
に
ヒ

ュ
ー
ム
を
懐
疑
論
者
と
し
て
宣
伝
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
リ
ー
ド
の
著

作
の
本
格
的
な
書
評
を
つ
い
に
行
な
わ
な
か
っ
た
が
、
自
説
を
懐
疑
論
と

人
々
に
誤
解
さ
せ
る
部
分
を
切
り
捨
て
た
と
公
衷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
り

ー
ド
に
箸
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
懐
疑
論
を
切
り
捨
て
れ
ば
実
在
論

が
浮
び
上
っ
て
見
え
る
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ヒ
ュ

ー
ム
を
全
く
誤
鯉
川
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
漣
か
彼
に
与
；
え
た
手
紙
　
に
こ
め
ら
れ
た
皮

肉
に
か
つ
て
気
づ
か
な
か
っ
た
彼
リ
ー
ド
は
（
鼻
ζ
o
ω
窪
⑦
が
↓
ぎ
ト
欝

ミ
b
匙
G
ミ
幾
塁
§
♪
H
O
Q
。
ρ
娼
や
N
ゆ
Q
。
ゐ
）
、
こ
の
度
も
ヒ
ュ
ー
ム
の
皮
肉

一
三
八

を
わ
か
ら
ず
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
私
の
答
え
を
終
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
で
田
村
氏
に
対
す
る
完

全
な
答
に
な
っ
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
私

は
氏
の
問
に
含
ま
れ
た
皮
肉
を
理
解
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
、
本
稿
に
お
い
て
観
念
説
、
観
念
論
の
両
語
を
用
い
た
。
知
覚
の
直
接

対
象
を
観
念
と
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
両
語
の
意
味
は
さ
し
て
変
ら
ぬ

と
言
っ
て
よ
い
が
、
古
典
的
経
験
論
へ
の
言
及
を
主
と
し
て
い
る
と
き
は

観
念
説
と
い
う
表
現
を
用
い
た
。
古
典
的
経
験
論
者
の
一
人
で
あ
る
ロ
ヅ

ク
の
立
場
は
観
念
論
で
は
な
い
。

　
末
筆
に
な
っ
た
が
、
こ
の
砂
質
を
書
く
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
『
哲

学
研
究
』
の
編
集
の
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
。
　
　
　
（
了
）

（
筆
者
か
み
の
・
け
い
い
ち
ろ
う
　
大
阪
市
立
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
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