
い
が
、
そ
れ
が
意
図
的
な
も
の
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
ま
す
。

経
年
劣
化
で
あ
る

　
「
う
ぐ
い
す
張
り
」
と
は
、
音
を
鳴
ら
す

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
な
の
か
、
違
う
の
か
。

そ
こ
が
、
警
報
装
置
説
が
成
立
す
る
か
ど
う

か
の
大
前
提
に
な
る
の
で
す
が
、
再
び
『
朝

日
新
聞
』
の
記
事
に
戻
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

ま
ず
、
前
述
の
記
事
の
タ
イ
ト
ル
を
紹
介

し
ま
す
と
、
ず
ば
り
「
う
ぐ
い
す
張
り　

劣

化
で
鳴
く
よ
」
で
あ
り
、「
う
ぐ
い
す
張
り
」

が
鳴
る
要
因
は
、
床
板
を
固
定
す
る
目
鎹
と

釘
に
あ
る
と
し
た
上
で
、「
建
築
当
初
、
金
具

は
釘
で
し
っ
か
り
留
め
ら
れ
て
い
た
が
、
年

月
が
た
っ
て
緩
み
、
釘
穴
が
大
き
く
な
っ
た

り
、
釘
が
抜
け
た
り
す
る
。
こ
の
状
態
で
床

板
を
踏
む
と
、
金
具
が
上
下
し
、
擦
れ
合
っ

て
音
が
で
る
。
つ
ま
り
経
年
劣
化
だ
」
と
断

定
し
て
い
ま
す
。

　

同
記
事
に
よ
る
と
、
二
条
城
で
は
城
内
の

案
内
板
を
改
変
す
る
際
に
、「
長
い
年
月
を
経

て
、
目
か
す
が
い
と
釘
の
こ
す
れ
に
よ
っ
て

音
が
生
じ
」、「
当
初
か
ら
意
図
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
」
と
い
う
文
言
を
説
明
文
に
載
せ

た
と
い
い
、
い
ま
だ
七
不
思
議
の
一
つ
と
し

て
警
報
装
置
説
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
す

る
知
恩
院
と
は
異
な
る
立
場
を
取
り
始
め
た

と
い
い
ま
す
。

卵
が
先
か
、鶏
が
先
か

　

令
和
2
年
（
２
０
２
０
）
に
出
版
さ
れ

た
『
日
本
の
建
築
文
化
事
典
』
に
は
、「
古
建

築
に
ま
つ
わ
る
都
市
伝
説
」
と
称
し
た
章
が

設
け
ら
れ
て
お
り
、「『
卵
が
先
か
、
鶏
が
先

か
』　

偶
然
に
生
じ
た
現
象
を
、
あ
た
か
も
最

初
か
ら
計
画
的
に
つ
く
ら
れ
た
よ
う
に
説
明

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
『
う

ぐ
い
す
張
り
』
で
あ
る
。『
う
ぐ
い
す
張
り
』

と
は
、
歩
く
と
キ
ュ
、
キ
ュ
と
音
が
鳴
る
廊

下
の
こ
と
で
、
二
条
城
の
も
の
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
廊
下
を
歩
く
と
音
が
す
る
の
は
、

室
内
に
い
る
人
に
侵
入
者
が
い
る
こ
と
を
知

ら
せ
る
た
め
で
、
防
犯
上
の
目
的
か
ら
設
置

さ
れ
た
と
す
る
説
明
が
よ
く
あ
る
。
し
か
し

１
０
０
％
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、

か
な
り
辛
辣
に
警
報
装
置
説
を
否
定
し
て
い

ま
す
。
続
け
て
「
こ
の
種
の
廊
下
は
、
音
が

鳴
る
か
ど
う
か
と
い
う
以
前
に
、
ほ
か
の
目

的
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
着
物
の
裾
が
釘
の

頭
に
ひ
っ
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で

あ
り
、
釘
の
頭
が
床
面
に
出
な
い
よ
う
に
設

計
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
り
、
床
板
の
上
か
ら

釘
を
打
ち
付
け
る
と
、
や
ん
ご
と
な
き
人
々

の
お
召
し
物
が
釘
の
飛
び
出
し
部
分
に
引
っ

か
か
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た

め
に
特
殊
な
工
法
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
の

で
す
。

意
図
的
に
で
き
な
い
？
で
き
る
？

　
『
日
本
大
百
科
全
書
』
で
は
、「
う
ぐ
い
す

張
り
」
の
よ
う
な
工
法
は
、
表
面
か
ら
釘
打

ち
す
る
と
見
苦
し
い
た
め
「
高
級
な
手
法
」

で
造
ら
れ
た
と
し
、
音
が
鳴
り
始
め
た
の
は

経
年
劣
化
に
よ
る
偶
然
で
、
さ
ら
に
「
当
初

か
ら
意
図
し
て
鴬
張
り
と
す
る
に
は
、
穴
の

大
き
さ
を
加
減
す
る
た
め
に
試
行
錯
誤
を
要

し
、
む
ず
か
し
い
」
と
、
警
報
装
置
説
を
暗

に
否
定
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
神
奈
川
県
に
本
社
を
置
く

菊
池
建
設
は
施
工
技
術
を
駆
使
し
、
神
奈
川

県
大
和
市
の
料
亭
番
外
新
館
や
静
岡
市
清
水

区
の
坐ざ

漁ぎ
ょ
そ
う荘
で
、「
う
ぐ
い
す
張
り
」
を
再
現

し
、
意
図
的
に
音
を
鳴
ら
す
こ
と
は
不
可
能

で
は
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
と
い
い
ま
す
。

「
血
天
井
」

　

卵
が
先
か
、
鶏
が
先
か
。
技
術
的
に
再
現

は
可
能
だ
が
、
知
恩
院
や
二
条
城
で
は
当
初

か
ら
警
報
装
置
と
し
て
意
図
し
た
も
の
だ
っ

た
か
ど
う
か
。
私
と
し
て
も
判
然
と
し
ま
せ

ん
が
、「
う
ぐ
い
す
張
り
」
と
似
た
「
血
天
井
」

と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
真

実
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

　

か
つ
て
、
私
は
社
団
法
人
日
本
土
木
工
業

協
会
（
現
在
の
一
般
社
団
法
人
日
本
建
設
業

連
合
会
）
の
機
関
誌
『
Ｃ
Ｅ
』
に
、「
血
天
井
」

に
関
す
る
記
事
を
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

　
「
血
天
井
」
と
は
、
戦
国
武
将
の
血
痕
が
つ

い
た
床
板
を
、
供
養
の
た
め
に
寺
院
の
天
井

に
使
用
し
た
と
い
う
赤
黒
い
シ
ミ
が
つ
い
た

天
井
の
こ
と
で
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
人
が
倒

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
も
の
や
、

あ
き
ら
か
に
手
形
や
足
形
の
よ
う
な
も
の
が

あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
施
工
時
に
職
人
な
ど

が
、
裸
材
を
手
足
で
触
れ
て
し
ま
っ
た
際
に

付
い
た
汗
や
脂
が
、
経
年
変
化
で
赤
黒
く
浮

き
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
比
較
的
新
し

く
修
繕
さ
れ
た
寺
社
の
天
井
に
も
同
様
の
シ

ミ
が
付
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
明
白
で
あ

り
、
後
付
け
の
伝
説
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

　
「
う
ぐ
い
す
張
り
」
の
場
合
、「
血
天
井
」

の
よ
う
な
確
信
は
持
て
て
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
、
例
え
ば
京
都
だ
け

で
は
な
く
、
地
方
の
古
い
寺
社
を
訪
れ
た
際

に
も
、「
キ
ュ
ッ
、キ
ュ
ッ
」
と
鳴
る
床
が
あ
り
、

「
こ
こ
に
も
『
う
ぐ
い
す
張
り
』
が
あ
る
。
何

の
説
明
文
も
な
い
け
ど
、
僕
の
新
発
見
か
な
、

こ
れ
は
」
な
ど
と
、
喜
ん
で
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
経
験
も
合
わ
せ
て
、
経
年
劣

化
説
が
妥
当
か
な
、
と
も
思
う
の
で
す
が
、

皆
さ
ん
は
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
？

（
文
：
江
口
知
秀
）

は
じ
め
に

　

床
板
を
踏
む
と
、「
ケ
キ
ョ
ケ
キ
ョ
」
と
か

「
キ
ュ
ッ
キ
ュ
ッ
」
と
い
っ
た
、
ウ
グ
イ
ス
が

鳴
く
よ
う
な
音
が
す
る
「
う
ぐ
い
す
張
り
」。

京
都
の
二
条
城
や
知ち

恩お
ん
い
ん院
が
有
名
で
、
知

恩
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
そ
の
成
立
の

由
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

ま
す
。

　
「
御
影
堂
か
ら
集
会
堂
、
大お
お
ほ
う
じ
ょ
う

方
丈
、
小こ

方ほ
う
じ
ょ
う丈
に
至
る
廊
下
は
、
全
長
５
５
０
m
も
の

長
さ
が
あ
り
ま
す
。
歩
く
と
鶯
ウ
グ
イ
スの
鳴
き
声
に

似
た
音
が
出
て
、
静
か
に
歩
こ
う
と
す
る
ほ

ど
、
音
が
出
る
の
で
「
忍
び
返
し
」
と
も
い

わ
れ
、
曲く
せ
も
の者
の
侵
入
を
知
る
た
め
の
警
報
装

置
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
鶯
の
鳴
き
声
が
「
法
（
ホ
ー
）
聞
け

よ
（
ケ
キ
ョ
）」
と
も
聞
こ
え
る
こ
と
か
ら
、

不
思
議
な
仏
様
の
法
を
聞
く
思
い
が
す
る
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

　

一
方
の
二
条
城
に
つ
い
て
も
、
観
光
で
訪

れ
た
こ
と
の
あ
る
方
は
、
バ
ス
ガ
イ
ド
や
観

光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
か
ら
同
様
の
説
明
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
、
嵐
山
タ
ク
シ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
タ

ク
シ
ー
会
社
が
こ
っ
そ
り
教
え
る
京
都
の
魅

力
」
で
は
、「
鶯
張
り
の
廊
下
が
京
都
二
条

城
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
意
外
な
理

由
と
は
？
」
と
題
し
て
、
現
存
の
二
条
城
は

徳
川
氏
が
京
都
で
の
宿
と
し
て
築
い
た
も
の

で
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
鶯
張
り
の
廊
下
と
い
う

も
の
が
と
て
も
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
二
条
城
に
は
、
徳
川
家
の
ほ
か
に
皇
族

の
方
た
ち
も
滞
在
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
の

日
本
に
お
い
て
、
と
て
も
大
切
な
要
人
で
す
。

そ
の
た
め
、
入
念
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
が
必

要
だ
っ
た
の
で
す
。
鶯
張
り
の
廊
下
は
当
時

の
最
高
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
一
つ
で
し
た
。

な
の
で
、
二
条
城
に
は
、
鶯
張
り
の
廊
下
が

あ
る
の
で
す
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

警
報
装
置
？

　

な
る
ほ
ど
、
二
条
城
の
場
合
、
将
軍
家
や

皇
族
が
宿
泊
す
る
施
設
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
念
入
り
に
警
報
装
置
が
用
意
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
も
う
な
ず
け
ま
す
が
、
こ
う
し
た

説
に
疑
問
を
唱
え
る
声
も
あ
り
ま
す
。

　

他
な
ら
ぬ
二
条
城
の
職
員
か
ら
も
、「
江
戸

初
期
に
３
代
将
軍
家
光
が
入
城
し
た
際
に
は

30
万
人
と
も
い
わ
れ
る
大
軍
を
率
い
て
い
た
。

明
治
以
降
は
宮
内
省
が
管
理
し
、
皇
室
な
ど

限
ら
れ
た
人
し
か
入
れ
ず
、
一
般
公
開
が
始

ま
っ
た
の
は
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）、
隙
が

な
い
ほ
ど
警
備
が
厳
し
か
っ
た
。
わ
ざ
わ
ざ

音
を
鳴
ら
す
意
味
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う

意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

知
恩
院
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
高
貴
な

人
々
が
訪
れ
た
で
あ
ろ
う
大
寺
院
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
宗
教
施
設
で
あ
り
、

５
０
０
ｍ
以
上
も
の
廊
下
を
、
ま
る
ご
と

警
報
装
置
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、

何
を
警
戒
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
ち
ょ
っ

と
納
得
い
か
な
い
気
が
し
ま
す
。

音
が
鳴
ら
な
く
な
っ
た
一
方
で

　

そ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
か
の
よ
う
な
記

事
が
、『
朝
日
新
聞
』の
平
成
29
年（
２
０
１
７
）

12
月
27
日
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

知
恩
院
の
「
平
成
の
大
修
理
」
の
際
に
、
御

影
堂
な
ど
建
物
４
つ
を
つ
な
ぐ
約
５
５
０
ｍ

の
「
う
ぐ
い
す
張
り
」
の
廊
下
の
う
ち
、
平

成
23
年
（
２
０
１
１
）
に
修
理
を
終
え
た
建

物
の
廊
下
が
、
そ
れ
以
降
に
鳴
ら
な
く
な
っ

た
と
い
う
の
で
す
。

　

一
方
で
、
別
の
場
所
に
あ
る
阿
弥
陀
堂
は
、

「
う
ぐ
い
す
張
り
」
で
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、
近
年
に
な
っ
て
音
が
で
る
よ
う
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。

「
う
ぐ
い
す
張
り
」の
仕
組
み

　

こ
こ
で
、「
う
ぐ
い
す
張
り
」
の
仕
組
み
を

見
て
み
ま
し
ょ
う
。
普
通
の
床
で
は
、
上
か

ら
釘
を
打
ち
込
ん
で
床
板
を
固
定
し
ま
す
が
、

「
う
ぐ
い
す
張
り
」
と
呼
ば
れ
る
床
で
は
、
図

で
示
し
た
よ
う
に
「
根ね

太だ

」
と
い
う
床
板
を

固
定
す
る
た
め
の
材
に
、
目め
か
す
が
い鎹
を
釘
で
取
り

付
け
、
下
か
ら
床
板
を
固
定
し
て
い
ま
す
。

　
『
工
学
』
の
1
9
1
8
年
2
月
号
に
は
、

い
ち
は
や
く
「
う
ぐ
い
す
張
り
」
の
構
造
を

調
べ
た
記
事
が
投
稿
さ
れ
て
お
り
、「
床
板

は
羽
子
板
釘
（
目
鎹
の
こ
と
）
と
も
称
す
べ

き
平
鉄
と
鉄
釘
と
で
床
板
に
取
付
け
ら
れ
て

あ
る
、
而
し
て
床
板
の
裏
が
中
高
に
仕
上
げ

ら
れ
て
あ
る
の
で
、
歩
行
に
従
っ
て
床
板
が

動
揺
す
る
と
共
に
平
鉄
と
鉄
釘
が
摩
擦
す
る
、

其
音
の
響
が
美
妙
な
る
音
を
発
す
る
の
で
あ

る
、
之
が
仕
口
に
は
巧
妙
な
る
秘
伝
が
あ
る

か
も
知
れ
な
い
、
し
か
し
其
理
屈
は
上
記
の

通
り
に
相
違
あ
る
ま
い
」
と
し
て
、
音
が
鳴

る
仕
組
み
は
目
鎹
と
釘
と
の
摩
擦
に
違
い
な

シ
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