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一
、
現
実
ら
し
さ
と
虚
構
性

小
説
に
描
か
れ
た
世
界
を
、
我
々
は
通
常
、
現
実
空
間
の
再
現
と
し
て
読

む
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
文
字
と
言
葉
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
非
現
実
的
な
空
間
を
描
く
幻
想
譚
を

読
め
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

「
泥
の
河
」
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
、
い
か
に
も
、
大
阪
の
あ
の

あ
た
り
に
あ
り
そ
う
な
話
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
本
人
の
体
験
に
基
づ
く
こ

と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
葉
で
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
安
治
川
の
こ
と
を
、
大
き
な
川
、

と
い
っ
て
も
よ
い
し
、
汚
い
川
、
と
呼
ん
で
も
よ
い
し
、
ま
た
、「
泥
の
河
」

と
呼
ん
で
も
、
ど
れ
も
間
違
い
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
読
者
の
イ
メ
ー

ジ
喚
起
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
。

「
泥
の
河
」
は
、
一
九
七
七
年
七
月
、『
文
芸
展
望
』
に
発
表
さ
れ
、
第

一
三
回
太
宰
治
賞
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
の
ち
発
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
る「
蛍

川
」（『
文
芸
展
望
』
一
九
七
七
年
一
〇
月
、芥
川
賞
受
賞
）、「
道
頓
堀
川
」（『
文

芸
展
望
』
一
九
七
八
年
四
月
）
と
と
も
に
、
川
三
部
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
自
伝
的
小
説
と
呼
ば
れ
る
こ
と

も
あ
る
。
確
か
に
実
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
語
り
口
の
作
品
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
必
ず
し
も
現
実
的
な

出
来
事
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
非
現
実
的
な
要
素
の
方
が
、
こ
の
作
品

の
基
調
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
例
え
ば
冒
頭
に
は
、
馬
に
荷
を
引
か
せ
て
く

る
男
の
死
が
書
か
れ
て
い
る
。
彼
は
、
来
月
ト
ラ
ッ
ク
を
買
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
と
語
っ
て
い
た
。
未
来
に
商
売
上
の
発
展
が
予
想
さ
れ
る
存
在
で
あ

る
。
そ
の
彼
が
、
自
ら
の
鉄
屑
を
満
載
し
た
荷
車
に
轢
か
れ
て
、
あ
っ
け
な
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て
い
た
。

「
き
れ
い
や
ろ
」

「
…
…
う
ん
」

こ
の
少
年
特
有
の
残
酷
さ
が
あ
る
場
面
は
、
読
者
の
場
面
想
像
力
を
強
く

喚
起
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
小
説
ど
お
り
に
映
像
化
し
よ
う
と

し
た
映
画
監
督
の
小
栗
康
平
が
ぶ
つ
か
っ
た
現
実
を
示
す
実
に
興
味
深
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
五
月
二
七
日
に
、
追
手
門
学
院
大
学

の
「
宮
本
輝
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
の
開
設
一
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
行
わ

れ
た
、
宮
本
輝
と
、
一
九
八
一
年
に
「
泥
の
河
」
を
映
画
化
し
た
小
栗
康
平

と
の
対
談
の
中
で
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
追
手
門
学
院
大
学
・

宮
本
輝
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
開
設
1
周
年
記
念
対
談
」
と
し
て
、『
読
売
新
聞
』

二
〇
〇
六
年
六
月
二
五
日
に
掲
げ
ら
れ
た
記
事
の
中
の
、
小
栗
の
次
の
よ
う

な
言
葉
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
（
司
会
は
野
間
裕
子
・
読
売
新
聞
大
阪
本
社

編
集
委
員
）。

司
会　

撮
影
で
苦
労
し
た
と
こ
ろ
は
。

小
栗　
「
小
説
家
っ
て
、
な
ん
て
嘘
つ
き
な
ん
だ
ろ
う
（
笑
い
）」
と
思

う
こ
と
ば
か
り
。
例
え
ば
カ
ニ
が
燃
え
な
が
ら
動
く
シ
ー
ン
。
映
画
で
は

本
当
に
動
か
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
が
、
実
際
は
カ
ニ
に
火
を
つ
け
る
と

一
瞬
で
燃
え
尽
き
る
。
そ
こ
で
甲
羅
の
上
に
断
熱
材
を
置
き
、
そ
の
上
に

火
を
つ
け
て
、
糸
で
引
っ
張
っ
た
。
言
葉
で
書
か
れ
た
も
の
が
絵
に
な
る

く
死
ん
で
し
ま
う
。
ま
た
、「
や
ま
し
た
丸
の
お
爺
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
、

ご
か
い
取
り
の
老
人
が
、
信
雄
が
一
瞬
眼
を
逸
ら
し
た
間
に
、
視
界
か
ら
消

え
て
い
る
と
い
う
場
面
も
あ
る
。
結
局
死
体
は
上
が
ら
な
い
が
、
そ
れ
か
ら

そ
の
お
爺
さ
ん
を
見
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
死
は
確
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
死
が
、
あ
た
か
も
日
常
茶
飯
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

こ
こ
に
は
作
者
の
戦
略
の
存
在
が
窺
え
る
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
死
は
、
事

実
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以

上
に
、
作
品
の
空
気
を
演
出
す
る
た
め
に
効
果
的
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
常
生
活
に
お
い
て
、
死
は
、
そ
れ
ほ
ど
も
近
く
に

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
作
中
の
燃
え
る
蟹
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
幻
想
的
な
場
面
で
あ
る
。

大
き
な
茶
碗
に
ラ
ン
プ
用
の
油
を
注
ぐ
と
、
喜
一
は
そ
の
中
に
蟹
を
浸

し
た
。

「
こ
い
つ
ら
、
腹
一
杯
油
を
呑
み
よ
る
で
」

「
ど
な
い
す
る
の
ん
？
」

「
苦
し
が
っ
て
、
油
の
泡
を
吹
き
よ
る
ん
や
」

喜
一
は
声
を
忍
ば
せ
て
そ
う
言
う
と
、
舟
べ
り
に
蟹
を
並
べ
、
火
を
つ

け
た
。
幾
つ
か
の
青
い
火
の
塊
が
舟
べ
り
に
散
っ
た
。

動
か
ず
に
燃
え
尽
き
て
い
く
蟹
も
あ
れ
ば
、
火
柱
を
あ
げ
て
這
い
廻
る

蟹
も
い
た
。
悪
臭
を
孕
ん
だ
青
い
小
さ
な
焔
が
、
何
や
ら
奇
怪
な
音
を
た

て
て
蟹
の
体
か
ら
放
た
れ
て
い
た
。
燃
え
尽
き
る
と
き
、
細
か
い
火
花
が

蟹
の
中
か
ら
弾
け
飛
ん
だ
。
そ
れ
は
地
面
に
落
ち
た
線
香
花
火
の
雫
に
似
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二
、
作
品
の
構
造
と
大
阪

作
者
の
創
作
意
図
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、
作
品
構
造
の
明
確
さ
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
語
は
、
板
倉
信
雄
と
い
う
川
筋
の
や
な
ぎ
食
堂
の

息
子
で
あ
る
小
学
二
年
生
の
少
年
が
、
舟
の
家
、
い
わ
ゆ
る
廓
舟
の
一
家
と

出
会
い
、そ
し
て
別
れ
て
い
く
、と
い
う
始
ま
り
と
終
わ
り
を
も
つ
。
一
家
は
、

廓
舟
の
私
娼
で
あ
る
母
と
、
松
本
喜
一
と
い
う
信
雄
と
同
年
の
少
年
、
お
よ

び
そ
の
姉
で
、
銀
子
と
い
う
少
女
の
三
人
か
ら
な
る
。
こ
の
出
会
い
と
別
れ

は
、
川
の
支
流
と
い
う
形
で
既
に
冒
頭
部
で
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。
川
や
舟
、

そ
し
て
遡
及
な
ど
と
い
う
語
が
、
実
に
明
快
な
象
徴
体
系
を
作
り
上
げ
て
い

る
。

堂
島
川
と
土
佐
堀
川
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
安
治
川
と
名
を
変
え
て
大
阪

湾
の
一
角
に
注
ぎ
込
ん
で
い
く
。
そ
の
川
と
川
が
ま
じ
わ
る
と
こ
ろ
に
三

つ
の
橋
が
架
か
っ
て
い
た
。
昭
和
橋
と
端
建
蔵
橋
、そ
れ
に
船
津
橋
で
あ
る
。

藁
や
板
き
れ
や
腐
っ
た
果
実
を
浮
か
べ
て
ゆ
る
や
か
に
流
れ
る
こ
の
黄

土
色
の
川
を
見
お
ろ
し
な
が
ら
、
古
び
た
市
電
が
の
ろ
の
ろ
と
渡
っ
て

い
っ
た
。

こ
の
冒
頭
部
は
、「
泥
の
河
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
な
っ
た
も
の

と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
象
徴
体
系
を
読
み
取
る
行
為
は
読
者
側
に
属
し
、

他
者
に
明
示
す
る
に
は
、
自
由
で
あ
る
が
、
証
明
の
た
め
に
は
説
得
力
を
必

か
ど
う
か
は
、
ま
た
別
の
問
題
だ
。

小
説
の
な
か
の
出
来
事
が
、
必
ず
現
実
に
起
こ
り
得
る
こ
と
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
小
説
の
可
能
性
は
、
む
し
ろ
、

現
実
に
な
い
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
象
徴
す
る
の
が
、
作
中
の
お
化
け
鯉
の
シ
ー
ク
エ

ン
ス
で
あ
ろ
う
。
作
中
の
お
化
け
鯉
は
、「
実
際
、
鯉
は
信
雄
の
身
の
丈
ほ

ど
も
あ
っ
た
。
鱗
の
一
枚
一
枚
が
淡
い
紅
色
の
線
で
ふ
ち
ど
ら
れ
、丸
く
太
っ

た
体
の
底
か
ら
、
何
や
ら
妖
し
い
光
を
放
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
描
か

れ
、
や
や
作
り
物
め
い
て
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の
鯉
が
、
作
品
の
末
尾
で
廓

舟
の
後
を
追
い
か
け
て
行
く
と
い
う
設
定
も
、
そ
の
裏
に
作
者
の
構
成
意
図

が
透
け
て
見
え
る
よ
う
で
、
や
や
作
り
話
め
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の

よ
う
な
鯉
の
存
在
が
幻
で
あ
る
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
こ
の

小
説
が
、
現
実
的
世
界
と
非
現
実
世
界
と
の
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
か

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

い
か
に
も
嘘
っ
ぽ
い
と
い
う
レ
ベ
ル
ば
か
り
が
、
虚
構
の
謂
い
を
用
意
す

る
の
で
は
な
い
。
虚
構
と
は
、
現
実
に
あ
る
か
ど
う
か
を
留
保
し
た
上
で
、

意
図
的
に
構
築
さ
れ
た
点
に
関
わ
る
概
念
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
は
、
し

た
が
っ
て
、
虚
構
性
と
現
実
空
間
の
関
係
が
、
意
図
的
に
示
さ
れ
て
い
る
も

の
と
予
想
さ
れ
る
。
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し
、
周
縁
性
の
問
題
を
形
成
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
登
場
人
物
が
子
供
で

あ
り
、
下
層
階
級
で
あ
り
、
娼
婦
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
大
人
や
一
般
社
会

な
ど
に
対
し
て
の
周
縁
か
ら
の
視
線
を
用
意
す
る
。
周
縁
要
素
を
殊
更
に
描

く
こ
と
で
、
中
心
を
逆
照
射
す
る
方
法
は
、
小
説
作
法
と
し
て
常
套
の
も
の

で
あ
る
。
周
縁
の
方
が
、
中
心
よ
り
も
、
物
事
を
示
し
や
す
い
。
こ
の
周
縁

を
扱
う
作
品
に
、
大
阪
弁
と
い
う
、
標
準
語
に
対
す
る
周
縁
的
な
言
語
が
鏤

め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
内
容
と
見
合
っ
た
形
式
上
の
周
縁
性
が
形
象
化
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
は
、
例
え
ば
先
に
挙
げ
た
お
化
け
鯉
の
象
徴
性
な
ど
も
含
ま

れ
る
。
鯉
は
、
水
面
下
の
大
き
な
謎
の
主
と
し
て
、
何
か
を
象
徴
し
て
い
る

可
能
性
は
高
い
が
、
最
後
ま
で
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
象
徴
は
、
そ
の
対
象
が

不
明
で
あ
る
場
合
に
は
、
効
果
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
む
し
ろ
空
白
を

見
て
取
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
貫
し
て
登
場
し
は
す
る
が
、
意
味

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
い
は
信
雄
の
、
ま
た
喜
一

や
銀
子
の
置
か
れ
て
い
た
、
極
め
て
中
途
半
端
な
状
況
と
見
合
っ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
信
雄
は
特
に
、
こ
の
舟
の
家
が
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も

の
か
を
、
完
全
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に

そ
こ
に
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
香
り
を
感
じ
取
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る

が
、
小
学
二
年
生
に
、
私
娼
と
い
う
存
在
、
廓
舟
の
存
在
の
完
全
な
理
解
は

不
可
能
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
感
覚
的
な
理
解
と
実
際
の
不
可
解
さ

の
間
に
あ
る
、
中
途
の
感
覚
こ
そ
が
、
こ
の
お
化
け
鯉
が
象
徴
し
た
か
っ
た

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

信
雄
は
、
こ
の
、
通
常
は
蔑
視
さ
れ
る
べ
き
廓
舟
の
一
家
と
交
流
す
る
こ

要
と
す
る
作
業
で
、
多
様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
冒
頭
の
二

文
に
お
け
る
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
と
の
出
会
い
は
、
信
雄
と
、
喜
一
少
年
の

姉
弟
と
の
出
会
い
を
象
徴
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
一
緒
に
流
れ
て
い

く
と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
結
末
部
近
く
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
舟
の
家
は
、
湊
橋
を
く
ぐ
っ
て
川
上
に
上
っ
て
行
こ
う
と
し

て
い
た
。

つ
ま
り
、
再
び
上
流
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
土
佐
堀
川
を
遡
っ
て
い

く
こ
の
舟
は
、
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
川
を
遡
る
こ
と
で
、
そ
の
運
命
が
再

び
分
か
れ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
舟
の
上
の
生
活
自

体
が
、「
奥
の
細
道
」
の
冒
頭
部
に
も
書
か
れ
た
流
浪
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
。

ま
た
そ
れ
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
、
少
年
時
代
を
振
り
返
る
時
間
の
遡
及

を
も
比
喩
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、
一
見
少
年
の
視
線

の
物
語
に
見
え
る
。
わ
ざ
と
そ
の
視
線
の
主
を
少
年
と
す
る
こ
と
で
、
廓
舟

と
い
う
稼
ぎ
の
性
の
生
々
し
さ
を
消
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
一
方

で
、
銀
子
と
い
う
少
女
を
通
し
て
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
逆
説
的
に
浮
上
し

て
く
る
。
こ
の
少
年
期
の
独
特
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
へ
の
読
者
の
郷
愁
こ
そ

は
、
最
後
に
舟
の
家
が
遡
っ
て
い
く
こ
と
と
見
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
さ

ら
に
は
大
阪
と
い
う
土
地
自
体
の
、
昔
の
空
気
へ
の
郷
愁
と
重
な
る
と
も
言

え
よ
う
。

も
う
一
つ
、
こ
の
小
説
に
は
、
大
切
な
要
素
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

大
阪
弁
と
い
う
文
学
言
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
京
中
心
の
文
学
言
語
に
対
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に
上
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
た
。」
と
い
う
二
つ
の
文
章
に
登
場
す
る
、
堂

島
川
、
土
佐
堀
川
、
安
治
川
、
昭
和
橋
、
端
建
蔵
橋
、
船
津
橋
、
湊
橋
な
ど

の
地
名
は
、
大
阪
で
も
、
す
べ
て
が
す
べ
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
実
に
忠
実
に
、
固
有
名
詞
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
文
章
は
、
例
え
ば
、「
二
つ
の
川
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
大
阪
湾
の
一
角
に

注
ぎ
込
ん
で
い
く
。
そ
の
川
と
川
が
ま
じ
わ
る
所
に
三
つ
の
橋
が
架
か
っ
て

い
た
。」「
ち
ょ
う
ど
舟
の
家
は
、
橋
を
く
ぐ
っ
て
川
上
に
上
っ
て
行
こ
う
と

し
て
い
た
。」
と
い
う
よ
う
な
文
章
と
、
ど
こ
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

文
章
の
意
味
と
し
て
は
、
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

こ
れ
ら
は
さ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
川
や
橋
の
名
前
を
含
む
の
で
、
固
有
名

詞
が
書
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
再
現
で
き
る
読
者
も
限
ら
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
固
有
名
詞
を
、
現
実
の
場
所
に
忠
実
に
書
く
と

い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
る
の
か
。

こ
こ
に
は
、
固
有
名
の
記
号
学
的
な
機
能
と
い
う
問
題
が
関
与
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

柄
谷
行
人
の
『
探
究
Ⅱ
』（
講
談
社
、
一
九
八
九
年
四
月
。
な
お
引
用
は

講
談
社
学
術
文
庫
『
探
究
Ⅱ
』、
講
談
社
、
一
九
九
四
年
四
月
。
に
拠
っ
た
）

の
第
一
部
「
固
有
名
を
め
ぐ
っ
て
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

「
固
有
名
」
の
問
題
は
、
西
洋
中
世
の
「
普
遍
論
争
」
に
端
を
発
し
て
い
る
。

そ
れ
は
実
念
論
（realism

 

）
と
唯
名
論
（nom

inalism

）
と
の
間
で
繰
り
広

げ
ら
れ
た
普
遍
概
念
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
柄
谷
の
用
い
た
例
を
使

え
ば
、
そ
れ
は
、
先
ず
犬
と
い
う
概
念
が
あ
っ
て
個
々
の
犬
が
見
出
だ
さ
れ

と
で
、
感
覚
的
に
何
か
を
学
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
は
、
し

か
し
な
が
ら
、
確
か
に
形
象
化
す
る
こ
と
は
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作

品
は
、
い
わ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
の
形
象
化
を
目
指
し
た
も
の
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
イ
メ
ー
ジ
な
る
形
無
き
物
の
形
象
化
は
、
小
説
と
い
う
も
の
が
目

指
す
本
来
的
な
対
象
で
あ
る
。
形
が
明
確
な
も
の
は
、
描
写
す
れ
ば
済
む
。

敢
え
て
小
説
と
い
う
形
を
採
ら
な
く
と
も
そ
れ
は
、
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
感
覚
な
ど
の
要
素
は
、

形
象
化
は
困
難
で
あ
る
。
他
の
イ
メ
ー
ジ
に
置
き
換
え
る
と
い
う
、
メ
タ

フ
ァ
ー
の
方
法
で
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
こ
そ
が
、
お
化

け
鯉
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
鯉
を
活
か
し
な

が
ら
、隠
し
て
い
る
も
の
、そ
れ
が
濁
っ
た
「
泥
の
河
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
泥
の
河
」
と
は
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
を
隠
し
て
し
ま
う
、

世
間
の
自
動
化
し
制
度
化
し
た
思
考
、
世
間
の
常
識
的
な
現
実
感
覚
を
も
っ

て
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
も
測
っ
て
し
ま
う
、
我
々
の
盲
目
的
な
発
想
を

示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
ま
で
読
み
取
る
の
は
、
さ

す
が
に
困
難
で
あ
る
。

　
　

三
、
大
阪
の
地
名
の
魅
力
と
時
代
設
定

と
こ
ろ
で
、
先
に
見
た
、「
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
安

治
川
と
名
を
変
え
て
大
阪
湾
の
一
角
に
注
ぎ
込
ん
で
い
く
。
そ
の
川
と
川
が

ま
じ
わ
る
と
こ
ろ
に
三
つ
の
橋
が
架
か
っ
て
い
た
。
昭
和
橋
と
端
建
蔵
橋
、

そ
れ
に
船
津
橋
で
あ
る
。」「
ち
ょ
う
ど
舟
の
家
は
、
湊
橋
を
く
ぐ
っ
て
川
上
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な
い
。
書
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
特
殊
性
を
積
み
重
ね
る
だ
け
で

あ
る
。「
こ
の
私
」
に
つ
い
て
ど
ん
な
に
説
明
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
的

な
も
の
の
特
殊
化
（
限
定
）
で
し
か
な
い
。

言
葉
自
体
が
そ
の
よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
単
独
性
」

は
、
小
説
で
は
描
け
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、「
特
殊
性
」
に
し
か
す
ぎ

な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
小
説
で
な
ぜ
宮
本
輝
が
固
有
名
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
が
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
橋
の
特
殊
な
も
の
、
で

は
な
く
、
正
に
、
そ
こ
に
、
そ
の
時
代
に
存
在
し
た
、
そ
の
橋
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
、
強
調
し
た
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
は
「
特
殊
性
」
と
し
て
し
か
読
者
に
は
届
か
な
い
。「
単
独
性
」
を
示

す
橋
と
し
て
は
、
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
た

ち
が
今
、
あ
の
場
所
に
見
る
同
じ
名
前
の
橋
と
、
宮
本
輝
が
書
こ
う
と
し
た

橋
と
は
、
同
じ
で
あ
っ
て
、
同
じ
で
は
な
い
。
描
こ
う
と
す
る
が
、
描
き
き

れ
な
い
も
の
が
残
る
、
と
い
う
の
が
、
い
わ
ば
固
有
名
の
表
現
の
特
徴
と
も

云
え
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
試
み
の
痕
跡
が
、
固
有
名
に
は
示
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。「
単
独
性
」
か
ら
、「
特
殊
性
」
を
経
て
、
二
重
の
間
接

性
を
経
て
で
も
伝
え
た
い
、
当
時
の
あ
の
端
建
蔵
橋
や
昭
和
橋
が
、
そ
こ
に
、

表
現
そ
の
も
の
で
は
無
く
、
表
現
意
図
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
、
こ
の
小
説
の
舞
台
が
い
つ
頃
の
大
阪
な
の
か
、
と
い
う
問
題

も
、
当
然
な
が
ら
関
わ
っ
て
く
る
。
作
品
に
は
「
昭
和
三
十
年
の
大
阪
の
街

に
は
、
自
動
車
の
数
が
急
速
に
増
え
つ
づ
け
て
い
た
が
、
ま
だ
こ
う
や
っ
て

る
の
か
、
個
々
の
犬
が
い
る
か
ら
犬
と
い
う
概
念
が
で
き
あ
が
る
の
か
、
と

い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
普
遍
概
念
と
個
体
の
共
通
名
称
の
対
立
と
さ
れ

る
が
、
以
後
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
後
者
の
う
ち
そ
の
個
体
性
が
重
視
さ
れ

て
い
く
方
向
に
展
開
し
、
そ
れ
が
「
固
有
名
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ

て
い
く
。

近
代
哲
学
が
「
私
」
か
ら
出
発
し
た
と
き
、
そ
れ
は
「
特
殊
性
」
と
し
て

の
個
体
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
「
単
独
性
」
と
し
て
の
個
体
で

あ
る
「
こ
の
私
」
の
「
こ
の
」
は
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
固
有
名
」
だ
け
は
、

一
般
化
し
え
な
い
「
単
独
性
」
を
も
指
示
す
る
。
柄
谷
が
「
固
有
名
」
に
こ

だ
わ
る
の
も
、
こ
の
「
単
独
性
」
の
回
復
を
目
指
す
か
ら
で
あ
る
。

『
探
究
Ⅱ
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

近
代
小
説
に
生
じ
た
こ
と
は
、
近
代
哲
学
に
生
じ
た
こ
と
と
並
行
し
て
い

る
。
そ
れ
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
一
般
概
念
を
先
行
さ
せ
る
か
わ
り
に
、

個
物
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
単
独
性
と
し

て
の
個
物
に
向
か
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
逆
に
、
そ
れ
は
い
つ
も
単
独
性

を
特
殊
性
に
変
え
よ
う
と
す
る
の
だ
。
い
い
か
え
れ
ば
、特
殊
な
も
の
（
個

物
）
を
通
し
て
一
般
的
な
も
の
を
象
徴
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
近

代
小
説
と
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
象
徴
の
装

置
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、わ
れ
わ
れ
は
あ
る
小
説
を
読
ん
で
、ま
さ
に
「
自

分
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
」
か
の
よ
う
に
共
感
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自

分
＝
私
は
、「
こ
の
私
」
で
は
な
い
。

だ
れ
も
「
こ
の
私
」
を
、
あ
る
い
は
「
こ
の
物
」
を
書
く
こ
と
は
で
き
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こ
の
事
実
は
、
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
日
常
生
活
に
つ
い
て
も
芝
村
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

テ
レ
ビ
は
、
一
九
五
三
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
本
放
送
を
開
始
し
、
力
道
山
の

活
躍
で
プ
ロ
レ
ス
が
大
人
気
を
よ
ん
だ
。
し
か
し
、
当
時
の
受
像
機
は

二
〇
万
円
以
上
も
し
、
一
九
五
五
年
の
大
阪
で
の
テ
レ
ビ
の
普
及
率
は
、

二
・
一
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
家
庭
で
の
楽
し
み
は
ラ
ジ
オ
で
あ
っ
た
。

大
人
は「
君
の
名
は
」（
一
九
五
二
年
四
月
開
始
）に
熱
狂
し
、子
ど
も
は「
笛

吹
童
子
」（
一
九
五
三
年
一
月
開
始
）
が
始
ま
る
ま
で
に
は
、
遊
び
を
や

め
て
家
に
帰
っ
た
。
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫
・
洗
濯
機
を
「
三
種
の
神
器
」
と

し
て
、
電
化
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
約
三
年
後
で
あ
る
。

た
と
え
自
分
が
直
に
吸
っ
て
い
た
時
代
の
空
気
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
再
現

は
、
記
憶
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
困
難
で
あ
る
。
作
家
は
、
例
え
ば
自
分
の
過

去
に
実
際
に
体
験
し
た
風
景
で
あ
っ
て
も
、
記
憶
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た

め
に
、
調
査
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
業
は
、
実
は
意

外
に
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
著
名
な
場
所
の
写
真
な
ど
は
残
っ
て
い
て
も
、

自
分
が
暮
ら
し
た
場
所
や
風
景
は
、
思
う
よ
う
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
が
通

常
で
あ
ろ
う
。
写
真
が
今
よ
り
貴
重
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
人
物
が
中
心
で
、

家
族
写
真
に
風
景
写
真
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
稀
な
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら

に
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
動
画
な
ど
は
ま
ず
一
般
的
に
は
残
っ
て
い
な
い
時
代

で
あ
ろ
う
か
ら
、
音
や
匂
い
な
ど
も
、
記
憶
に
頼
る
し
か
な
い
の
が
実
情
で

あ
る
。

馬
車
を
引
く
男
の
姿
も
残
っ
て
い
た
。」
と
の
記
述
が
見
え
る
。「
市
電
の
轟

音
や
三
輪
自
動
車
の
け
た
た
ま
し
い
排
気
音
」
が
聞
こ
え
る
そ
の
風
景
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

安
治
川
と
呼
ば
れ
て
い
て
も
、
船
舶
会
社
の
倉
庫
や
夥
し
い
数
の
貨
物

船
が
両
岸
に
ひ
し
め
き
合
っ
て
、
そ
れ
は
も
う
海
の
領
域
で
あ
っ
た
。
だ

が
反
対
側
の
堂
島
川
や
土
佐
堀
川
に
目
を
移
す
と
、
小
さ
な
民
家
が
軒
を

並
べ
て
、
そ
れ
が
ず
っ
と
川
上
の
、
淀
屋
橋
や
北
浜
と
い
っ
た
ビ
ル
街
へ

と
一
直
線
に
連
な
っ
て
い
く
さ
ま
が
窺
え
た
。

こ
れ
は
正
し
く
、
一
九
四
七
年
生
ま
れ
の
宮
本
輝
の
少
年
時
代
の
大
阪
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
信
雄
は
男
に
「
八
つ
や
。
二
年
生
や
で
」
と
答
え
て
い

る
の
で
、
宮
本
輝
と
同
じ
一
九
四
七
年
生
ま
れ
と
推
測
さ
れ
る
。

芝
村
篤
樹
『
都
市
の
近
代
・
大
阪
の
20
世
紀
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九

年
九
月
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

一
九
五
五
年
の
大
阪
府
の
人
口
が
、
四
〇
年
の
水
準
を
ほ
ぼ
回
復
し
た

の
に
対
し
、
大
阪
市
の
人
口
は
、
一
九
四
〇
年
を
一
〇
〇
と
す
る
指
数
で

七
七
・
一
、
実
数
で
は
約
七
五
万
人
減
と
戦
争
の
痛
手
か
ら
回
復
で
き
て

い
な
い
。（
略
）
大
阪
市
内
で
は
、
空
襲
の
被
害
の
大
き
か
っ
た
臨
海
部
・

都
心
部
の
人
口
が
、
指
数
三
九
・
〇
、五
一
・
八
で
戦
前
に
比
べ
て
大
幅
に

減
少
し
、
逆
に
南
部
の
人
口
は
戦
前
を
上
回
っ
て
い
る
。
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馬
の
蹄
が
ど
ろ
ど
ろ
に
熔
け
て
い
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
で
滑
っ
た
。
信
雄

の
頭
上
で
貞
子
が
叫
び
声
を
あ
げ
た
。

突
然
あ
と
も
ど
り
し
て
き
た
馬
と
荷
車
に
押
し
倒
さ
れ
た
男
は
、
鉄
屑

を
満
載
し
た
荷
車
の
下
敷
き
に
な
っ
た
。
後
輪
が
腹
を
、
前
輪
が
く
ね
り

な
が
ら
胸
と
首
を
轢
い
た
。
さ
ら
に
、
も
が
き
な
が
ら
お
と
ず
さ
り
し
て

い
く
馬
の
足
が
、
男
の
全
身
を
踏
み
砕
い
て
い
く
。

再
現
力
の
高
い
表
現
と
い
え
よ
う
。

場
所
の
空
気
や
時
代
の
空
気
は
、
視
覚
的
要
素
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

匂
い
や
、
音
、
時
に
は
、
そ
の
と
き
食
べ
た
も
の
の
味
や
、
触
れ
た
も
の
の

触
感
な
ど
に
よ
っ
て
、
記
憶
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
小
説
家
の
う

ち
に
も
、
こ
れ
ら
に
意
識
的
な
作
家
と
そ
う
で
な
い
作
家
が
い
る
。

宮
本
輝
は
、
ど
う
や
ら
、
五
感
に
よ
る
再
現
を
読
者
に
求
め
る
タ
イ
プ
の

作
家
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

四
、
音
に
よ
る
「
大
阪
」
の
再
現

「
泥
の
河
」
に
お
け
る
音
の
表
現
を
通
じ
て
、
一
九
五
五
年
、
す
な
わ
ち

昭
和
三
〇
年
前
後
の
「
大
阪
」
に
つ
い
て
、そ
の
時
代
の
様
子
と
特
徴
を
追
っ

て
み
た
い
。

先
に
も
触
れ
た
が
、
冒
頭
近
く
に
は
、
こ
の
作
品
の
舞
台
が
、
大
阪
湾
か

ら
近
い
土
地
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
、「
実
際
、
川
と
橋
に
囲
ま
れ
、
市
電

の
轟
音
や
三
輪
自
動
車
の
け
た
た
ま
し
い
排
気
音
に
体
を
震
わ
さ
れ
て
い
る

そ
れ
で
も
、
宮
本
輝
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
か
な
り

丁
寧
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
逆
に
、
読
者
の
再
現
を
期
待
し
、

こ
れ
を
求
め
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
杯
の
か
き
氷
を
、
信
雄
と
男
は
向
か
い
合
っ
て
食
べ
た
。
信
雄
は
男

の
顔
に
あ
る
火
傷
の
あ
と
を
そ
っ
と
見
た
。
左
の
耳
が
熔
け
た
よ
う
に

な
っ
て
ち
ぎ
れ
て
い
た
。
信
雄
は
、
お
っ
ち
ゃ
ん
の
耳
ど
な
い
し
た
ん
と

訊
い
て
み
た
い
の
だ
が
、
言
お
う
と
す
る
と
い
つ
も
体
が
火
照
っ
て
く
る
。

「
終
戦
後
十
年
も
た
つ
大
阪
で
、
い
ま
だ
に
馬
車
で
は
稼
ぎ
も
し
れ
て

る
わ
」

「
ト
ラ
ッ
ク
買
う
て
ほ
ん
ま
か
い
な
？
」（
略
）

苺
色
の
冷
た
さ
が
き
り
き
り
と
脳
味
噌
に
突
き
あ
が
っ
て
く
る
。
信
雄

は
匙
を
口
に
く
わ
え
た
ま
ま
、
思
わ
ず
身
を
捩
ら
せ
た
。（
略
）

「
ほ
ん
ま
に
い
っ
ぺ
ん
死
ん
だ
ん
や
。
そ
ら
ま
ざ
ま
ざ
と
覚
え
て
る

で
ェ
、あ
の
時
の
こ
と
は
な
あ
。
真
っ
暗
な
と
こ
へ
ど
ん
ど
こ
沈
ん
で
い
っ

た
ん
や
。
な
に
や
し
ら
ん
蝶
々
み
た
い
な
ん
が
急
に
目
の
前
で
飛
び
始
め

て
な
あ
、
慌
て
て
そ
れ
に
つ
か
ま
っ
た
ひ
ょ
う
し
に
生
き
か
え
っ
た
。
確

か
に
五
分
間
ほ
ど
息
も
脈
も
止
ま
っ
て
た
…
…
わ
し
を
ず
っ
と
抱
い
て
て

く
れ
た
上
官
が
、
そ
な
い
言
う
と
っ
た
。
死
ん
だ
ら
何
も
か
も
終
わ
り
や

い
う
の
ん
、
あ
れ
は
絶
対
嘘
や
で
」（
略
）

「
き
ょ
う
は
重
た
い
も
ん
積
ん
で
ん
ね
ん
。
船
津
橋
の
坂
、
よ
う
登
る

や
ろ
か
…
…
」

暑
い
日
で
あ
る
。
市
電
の
レ
ー
ル
が
波
打
っ
て
い
る
。（
略
）
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の
時
代
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
五
五
年
前
後
の
三
輪
自
動
車
の
普
及
に
つ
い
て
は
、
片
山
三
男
「
戦

前
・
戦
後
の
三
輪
自
動
車
産
業
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
国
民
経
済
雑
誌
』

二
〇
〇
九
年
六
月
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

1953
年
（
昭
和
28
年
）
6
月
の
朝
鮮
戦
争
休
戦
と
と
も
に
特
需
ブ
ー
ム
も

終
焉
、
そ
の
反
動
で
一
時
日
本
経
済
は
不
況
に
陥
っ
た
。
し
か
し
特
需
で

再
生
復
興
の
糸
口
を
掴
ん
だ
自
動
車
産
業
は
比
較
的
堅
調
に
成
長
、
特
に

三
輪
自
動
車
産
業
は
好
調
で
戦
後
第
1
次
の
ピ
ー
ク
を
記
録
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
四
輪
の
小
型
自
動
車
の
生
産
も
増
え
、
同
論
文
に
拠
る

と
三
輪
自
動
車
は
す
ぐ
さ
ま
以
下
の
よ
う
な
状
況
に
陥
る
。

一
方
、
三
輪
自
動
車
の
生
産
台
数
は
伸
び
悩
み
、
小
型
三
輪
車
が
小
型
四

輪
車
（
乗
用
＋
ト
ラ
ッ
ク
）
に
逆
転
さ
れ
た
の
は

1957
年
、小
型
三
輪
ト
ラ
ッ

ク
が
小
型
四
輪
ト
ラ
ッ
ク
に
抜
か
れ
た
の
は

1958
年
、
軽
三
輪
ト
ラ
ッ
ク
が

軽
四
輪
ト
ラ
ッ
ク
に
抜
か
れ
た
の
は

1961
年
で
あ
る
（
略
）。
車
種
間
の
競

争
と
し
て
み
れ
ば
、
三
輪
自
動
車
は
こ
の
段
階
で
将
来
性
と
汎
用
性
の
点

か
ら
四
輪
に
劣
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
記
述
か
ら
も
、
一
九
五
五
年
前
後
と
は
、
正
に
三
輪
自
動
車
か
ら

四
輪
自
動
車
へ
と
主
役
が
交
代
す
る
、
街
の
自
動
車
の
風
景
の
端
境
期
だ
っ

た
と
判
断
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
輪
自
動
車
が
す
ぐ
さ
ま
消
え
た
わ
け
で

と
、
そ
の
周
囲
か
ら
海
の
風
情
を
感
じ
取
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
」
と
い
う

文
章
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
反
対
に
言
え
ば
、
市
電
や
三
輪
自
動
車

の
音
が
、
こ
の
土
地
の
街
と
し
て
の
性
格
を
前
景
化
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。市

電
に
つ
い
て
は
、松
尾
理
也
「
大
阪
市
電　

車
が
消
し
た
〝
市
民
の
足
〞」

（『
産
経
新
聞
』
一
九
九
九
年
三
月
二
八
日
、
大
阪
府
内
版
『
大
阪
の
20
世
紀
』、

な
お
引
用
は
、
産
経
新
聞
大
阪
本
社
社
会
部
『
大
阪
の
20
世
紀
』、
東
方
出
版
、

二
〇
〇
〇
年
七
月
。
に
拠
っ
た
。）
に
、
以
下
の
と
お
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
最
初
の
公
営
路
面
電
車
と
し
て
大
阪
市
電
が
開
通
し
た
の
は
、
明

治
三
十
六
年
九
月
十
二
日
。
区
間
は
、
現
在
の
西
区
九
条
新
道
に
あ
た
る

「
花
園
橋
」
か
ら
大
阪
港
の
「
築
港
桟
橋
」
ま
で
の
五
キ
ロ
だ
っ
た
。（
略
）

発
展
を
続
け
る
大
阪
の
庶
民
の
足
と
し
て
、
市
電
は
明
治
四
十
一
年
に

東
西
線
（
九
条
中
通

－

末
吉
橋
間
）、
南
北
線
（
梅
田

－

恵
美
須
町
間
）

が
開
通
。
そ
の
後
も
次
々
と
新
線
が
建
設
さ
れ
、
大
阪
の
町
を
網
の
目
の

よ
う
に
カ
バ
ー
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
戦
後
に
な
っ
て
、
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
、
地
下
鉄
網
の
整
備
が
重
な
り
、
大
阪
市
電
は

次
第
に
利
用
客
を
奪
わ
れ
て
い
く
。
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
、
つ
い
に

六
十
五
年
間
の
歴
史
の
幕
を
閉
じ
る
。

こ
の
記
事
か
ら
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
が
、
一
九
五
五
年
、
す
な
わ
ち
昭

和
三
〇
年
前
後
は
、
後
に
見
る
と
お
り
、「
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
発

達
期
で
あ
り
、
市
電
と
自
動
車
が
同
じ
道
路
上
を
激
し
く
行
き
交
う
ピ
ー
ク
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時
代
は
、
正
に
高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
作

中
に
も
「
鋸
や
金
槌
を
使
う
音
が
河
畔
の
あ
ち
こ
ち
で
響
き
、そ
れ
に
混
じ
っ

て
子
供
た
ち
の
歓
声
も
聞
こ
え
て
き
た
」
と
い
う
表
現
も
見
え
る
。
子
供
た

ち
が
多
い
の
も
、
こ
の
時
代
の
特
徴
と
い
え
ば
い
え
よ
う
。

廓
舟
の
喜
一
が
初
め
て
信
雄
の
家
を
訪
れ
た
際
、「
こ
こ
は
御
国
を
何
百

里
／
離
れ
て
遠
き
満
州
の
／
赤
い
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
て
／
友
は
野
末
の
石
の

下
」「
戦
い
す
ん
で
日
が
暮
れ
て
／
捜
し
に
戻
る
心
で
は
／
ど
う
ぞ
生
き
て

い
て
く
れ
よ
／
も
の
な
と
言
え
と
願
う
た
に
」
と
い
う
歌
を
歌
い
、
う
ま
い

と
褒
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、
真
下
飛
泉
作
詞
、

三
善
和
気
作
曲
の
軍
歌
「
戦
友
」
で
、
日
露
戦
争
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
歌

詞
か
ら
も
窺
え
る
と
お
り
、
や
や
厭
戦
的
な
内
容
で
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
と
て

も
勇
ま
し
い
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
太
平
洋
戦
争
中
は

あ
ま
り
歌
わ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

類
推
さ
れ
る
と
お
り
、
当
時
の
人
々
に
愛
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ

の
と
お
り
、
こ
の
小
説
に
は
、
直
接
間
接
に
反
戦
的
要
素
が
鏤
め
ら
れ
て
い

る
。
ち
な
み
に
、
喜
一
は
「
も
の
な
と
言
え
」
と
歌
う
が
、
通
常
は
「
も
の

な
ど
」
と
歌
わ
れ
る
。
そ
の
音
か
ら
、
大
阪
弁
が
ほ
の
か
に
感
じ
取
ら
れ
る

箇
所
で
あ
る
。

「
泥
の
河
」
に
は
、
晋
平
が
廓
舟
の
姉
弟
の
父
親
に
つ
い
て
、「
あ
そ
こ
の

親
父
も
、戦
争
で
受
け
た
傷
が
も
と
で
死
ん
だ
そ
う
や
」「（
略
）
…
…
戦
争
は
、

ま
だ
終
わ
っ
て
な
い
で
ェ
、
な
あ
、
の
ぶ
ち
ゃ
ん
」
と
信
雄
に
告
げ
る
言
葉

も
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
晋
平
に
も
「
背
中
か
ら
脇
の
下
に
抜
け
た
貫
通
銃

創
の
、
大
き
な
傷
痕
」
が
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
前
後
は
、
高
度
経
済
成
長
期

は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
九
五
七
年
八
月
に
街
を
走
り
始
め
た
、
ダ
イ
ハ
ツ
工

業
の
軽
三
輪
自
動
車
「
ミ
ゼ
ッ
ト
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、前
田
雅
紀
「
ミ
ゼ
ッ

ト
物
語　

高
度
成
長
期
を
快
走
」（『
産
経
新
聞
』
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
七
日
、

大
阪
府
内
版
『
大
阪
の
20
世
紀
』
な
お
引
用
は
、
産
経
新
聞
大
阪
本
社
社
会

部
『
大
阪
の
20
世
紀
』、
東
方
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
。
に
拠
っ
た
。）
に

は
、「「
ミ
ゼ
ッ
ト
」
は
軽
三
輪
の
代
名
詞
と
な
っ
た
。「
街
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
」

と
も
呼
ば
れ
、
ミ
ゼ
ッ
ト
を
乗
り
回
す
大
阪
の
商
売
人
た
ち
は
「
浪
速
の
名

車
」
と
胸
を
張
っ
た
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
商
都
大
阪
に
お
い
て
は
、
こ

の
後
し
ば
ら
く
、
小
回
り
の
利
く
軽
三
輪
自
動
車
は
街
の
顔
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
は
、
市
電
の
「
轟
音
」
と
、
三
輪
自
動
車

の
「
け
た
た
ま
し
い
排
気
音
に
体
を
震
わ
さ
れ
て
い
る
と
」
と
い
う
表
現
か

ら
わ
か
る
と
お
り
、
馬
車
な
ど
の
時
代
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
に
向
か
っ
た

転
換
の
空
気
で
あ
ろ
う
。

街
の
音
に
戻
る
。
川
沿
い
で
あ
る
こ
と
が
、
特
別
な
音
も
提
供
し
て
い
る
。

小
説
に
は
、「
昭
和
三
十
年
の
大
阪
の
街
に
は
、
自
動
車
の
数
が
急
速
に
増

え
つ
づ
け
て
い
た
が
、
ま
だ
こ
う
や
っ
て
馬
車
を
引
く
男
の
姿
も
残
っ
て
い

た
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
馬
車
の
男
が
信
雄
の
店
に
立
ち
寄
る
場
面
で
は
、

「
馬
が
水
を
飲
む
音
と
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
ポ
ン
ポ
ン
船
の
音
が
、
蒸
暑

い
店
の
中
で
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
」
と
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
馬
車

か
ら
自
動
車
へ
と
移
り
変
わ
る
過
渡
期
の
時
代
性
と
、
川
沿
い
で
あ
る
が
ゆ

え
に
そ
こ
に
船
の
音
が
混
じ
る
土
地
の
特
徴
が
、
音
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
他
に
も
、「
遠
く
か
ら
貨
物
船
の
汽
笛
が
鳴
り
響
き
」

と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
。
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こ
の
と
お
り
、
こ
の
祭
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
は
、
あ
た
か
も
映
画
の
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
如
く
に
祭
り
囃
子
が
ず
っ
と
寄
り
添
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
次
に
続
く
の
が
、
舟
の
上
で
の
蟹
を
燃
や
す
、
先
に
述
べ
た
実
に
印

象
的
な
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
想
像
力
に
訴
え
る
視
覚
的
要
素
に
加
え
、

さ
り
げ
な
く
、
し
か
し
な
が
ら
し
っ
か
り
と
音
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

舟
べ
り
に
置
か
れ
た
竹
箒
の
中
か
ら
、
無
数
の
蟹
が
這
い
出
て
き
て
、

い
つ
の
ま
に
か
座
敷
の
中
を
這
い
廻
り
始
め
た
。
舟
の
中
の
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
蟹
の
這
う
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
そ
れ
は
ベ
ニ
ヤ

板
の
向
こ
う
か
ら
も
聞
こ
え
て
い
た
。
花
火
が
夜
空
に
あ
が
っ
て
い
く
音

に
も
似
て
い
た
し
、
誰
か
が
啜
り
泣
い
て
い
る
よ
う
な
音
に
も
思
え
た
。

信
雄
は
舟
の
中
に
身
を
屈
め
て
、
そ
の
不
思
議
な
音
に
耳
を
澄
ま
し
て

い
た
。
ポ
ン
ポ
ン
船
が
川
を
上
っ
て
く
る
音
で
信
雄
は
我
に
返
っ
た
。

こ
の
と
お
り
、
重
要
な
場
面
に
聞
こ
え
て
く
る
音
を
、
ど
れ
だ
け
意
識
し
、

再
現
す
る
も
の
か
は
、
読
者
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

読
者
が
こ
の
音
を
確
か
に
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
も
手
が
か
り
に
場
面
を
再
現

す
る
際
、
そ
こ
に
豊
か
な
作
中
空
間
が
確
か
な
存
在
感
を
も
っ
て
拡
が
る
こ

と
だ
け
は
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

の
入
り
口
で
あ
る
と
同
時
に
、
戦
争
の
傷
跡
も
鮮
明
に
残
っ
て
い
た
。
こ
こ

に
も
過
渡
期
の
時
代
性
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
作
品
の
一
つ
の
重
要
な
シ
ー
ク
エ
ン
ス
で
あ
る
、
信
雄
と
喜

一
が
、
天
神
祭
の
日
、
大
阪
天
満
宮
で
は
な
く
や
や
近
い
「
浄
正
橋
の
天
神

さ
ん
」
に
出
か
け
る
場
面
で
も
、
祭
の
音
が
丁
寧
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

遠
く
で
だ
ん
じ
り
の
お
囃
子
が
響
い
て
い
る
。（
略
）
堂
島
川
の
ほ
と

り
を
上
っ
て
い
き
、
堂
島
大
橋
を
渡
っ
て
北
へ
歩
い
て
行
く
う
ち
に
、
お

囃
子
の
音
が
大
き
く
聞
こ
え
て
き
た
。（
略
）
に
わ
か
に
大
き
く
う
ね
り

だ
し
た
祭
り
囃
子
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
信
雄
は
な
に
や
ら
急
に
心
細

く
な
っ
て
き
た
。（
略
）

「
き
っ
ち
ゃ
ん
、
き
っ
ち
ゃ
ん
」

信
雄
の
声
は
、
子
供
た
ち
の
喚
声
や
祭
り
囃
子
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

（
略
）
何
人
か
の
足
を
踏
み
、
と
き
ど
き
怒
声
を
浴
び
て
突
き
飛
ば
さ
れ

た
り
し
た
。
境
内
の
手
前
に
あ
る
風
鈴
屋
の
前
で
や
っ
と
喜
一
に
追
い
つ

い
た
。
赤
や
青
の
短
冊
が
一
斉
に
震
え
始
め
、
そ
れ
と
一
緒
に
、
何
や
ら

胸
の
底
に
突
き
立
っ
て
く
る
よ
う
な
冷
た
い
風
鈴
の
音
に
包
み
込
ま
れ
た
。

（
略
）
二
人
は
縺
れ
合
い
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
祭
り
の
賑
わ
い
か
ら
離
れ

て
い
っ
た
。（
略
）
二
人
は
と
ぼ
と
ぼ
河
畔
を
帰
っ
て
行
っ
た
。
風
の
加

減
で
、
祭
り
囃
子
の
音
が
に
わ
か
に
大
き
く
聞
こ
え
た
り
す
る
と
、
二
人

は
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
立
ち
停
ま
っ
て
、
無
言
で
互
い
の
顔
を
窺
い

合
っ
た
。
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の
あ
の
匂
い
を
、
黄
色
い
ラ
ン
プ
の
下
に
と
じ
込
め
た
ま
ま
、
舟
の
家
は
、

真
っ
暗
な
川
の
縁
に
ひ
た
ひ
た
と
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
」
と
い

う
表
現
や
、
娘
の
銀
子
に
つ
い
て
の
「
信
雄
は
銀
子
に
体
を
寄
せ
た
。
あ
の

母
親
と
よ
く
似
た
匂
い
が
、
銀
子
の
体
か
ら
も
漂
っ
て
き
そ
う
な
気
が
し
た

の
だ
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
実
際
に
嗅
い
だ
匂
い
で
は
な
い
が
、
読
者
の

中
で
は
、
同
様
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
化
け
鯉
や
青
く
燃
え
る
蟹
と
い
う
、
幻
想
的
で
、
実
在
に
確
証
が
持
て

な
い
よ
う
な
視
覚
的
虚
構
物
と
、
音
と
匂
い
、
さ
ら
に
は
、
直
接
の
味
の
表

現
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
父
晋
平
の
焼
く
き
ん
つ
ば
や
、
か
き
氷
、
舟
の

母
親
が
出
し
て
く
れ
た
黒
砂
糖
、
新
潟
に
引
越
し
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ

と
を
聞
い
た
馴
染
み
客
の
「
お
ば
は
ん
の
作
る
ま
ず
い
け
つ
ね
う
ど
ん
、
も

う
食
べ
ん
で
す
む
か
と
思
た
ら
、
ほ
っ
と
す
る
わ
」
と
い
う
言
葉
な
ど
か
ら

想
像
さ
れ
る
味
覚
や
、
信
雄
が
銀
子
に
足
を
洗
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
、「
突
然
、
少
女
の
優
し
い
指
の
動
き
が
、
さ
ら
に
は
背
筋
を
這
い
昇

る
そ
の
く
す
ぐ
っ
た
い
感
触
が
、
切
な
い
、
そ
し
て
寂
し
い
も
の
と
し
て
信

雄
の
足
先
に
甦
っ
て
き
た
」
と
い
う
表
現
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
、
記

憶
の
中
で
再
現
さ
れ
る
触
感
な
ど
、
こ
の
小
説
に
は
、
五
感
の
表
現
が
満
ち

溢
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
五
感
の
表
現
は
、
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
た
め
に
は
、
感
覚

的
で
あ
る
が
た
め
に
、
最
も
直
接
的
に
働
き
か
け
る
要
素
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
時
間
で
あ
る
の
か
と
、
記
憶
の
中
の
時
間
で
あ
る

の
か
の
差
異
は
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
。
そ
の
場
と
記
憶
の
中
の
空
間
の
差

異
が
、
現
実
空
間
と
虚
構
空
間
の
差
異
へ
と
変
奏
さ
れ
、
そ
の
境
界
を
曖
昧

　
　
　

五
、
五
感
の
想
像
力
と
虚
構
空
間

こ
の
作
品
は
、
他
に
も
、「
烈
し
く
な
っ
た
雨
や
風
の
音
」
な
ど
に
加
え
、

水
道
の
無
い
廓
舟
の「
水
甕
の
底
を
さ
ら
う
ひ
し
ゃ
く
の
乾
い
た
音
」と
い
っ

た
、
象
徴
的
な
音
、
さ
ら
に
は
、
夫
の
提
案
す
る
新
潟
行
き
に
反
対
す
る
母

貞
子
の
「
川
風
に
乗
っ
て
聞
こ
え
て
き
た
祭
り
囃
子
に
紛
れ
込
ん
で
い
く
」

泣
き
声
や
、
廓
舟
で
男
に
抱
か
れ
る
喜
一
の
母
親
の
姿
を
覗
き
見
て
し
ま
っ

た
信
雄
の
「
河
畔
に
響
き
渡
る
よ
う
な
」
泣
き
声
な
ど
、
人
間
に
関
わ
る
音

も
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
聴
覚
的
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
五
感
も
書
き
込
ま
れ
て

い
る
。
特
に
印
象
的
で
あ
る
の
は
、
嗅
覚
的
要
素
で
あ
る
。
例
え
ば
、
喜
一

の
母
親
に
、
信
雄
が
初
め
て
、
そ
の
廓
舟
の
「
部
屋
」
に
招
き
入
れ
ら
れ
た

場
面
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

部
屋
の
中
に
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
っ
て
い
る
、
こ
の
不
思
議
な
匂
い
は
、

霧
状
の
汗
と
と
も
に
母
親
の
体
か
ら
忍
び
出
る
疲
れ
た
そ
れ
で
い
て
な
ま

め
い
た
女
の
匂
い
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
信
雄
は
自
分
で
も
気
づ
か

ぬ
ま
ま
、
そ
の
匂
い
に
潜
ん
で
い
る
疼
く
よ
う
な
何
か
に
、
ど
っ
ぷ
り
と

む
せ
か
え
っ
て
い
た
。

そ
し
て
こ
の
匂
い
は
、
そ
の
後
も
信
雄
の
想
像
の
中
で
何
度
も
再
現
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、「
信
雄
の
心
の
芯
を
熱
っ
ぽ
く
包
み
込
ん
で
き
た
母
親
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に
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
小
説
は
、
そ
こ
が
現
実
空
間
で
あ
る
か
の
よ
う

な
ふ
り
を
し
つ
つ
、
虚
構
空
間
と
し
て
構
築
さ
れ
た
後
に
は
、
そ
こ
で
起
こ

る
こ
と
や
そ
こ
に
あ
る
風
景
の
確
か
ら
し
さ
を
読
者
に
再
確
認
は
し
な
い
。

確
か
ら
し
さ
の
根
拠
は
、
再
現
さ
れ
た
感
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
組
み
か
ら
、「
泥
の
河
」
と
い
う
現
実
空
間
ら
し
さ
と
虚

構
性
と
を
併
せ
持
つ
作
品
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
鍵
は
、
読
者
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
た
、
五
感
の
再
現
と
い
う
手
法
で
あ
っ
た
。
音
は
、
そ
の
代
表

的
存
在
で
あ
る
。

読
者
の
再
現
に
よ
っ
て
始
め
て
、
虚
構
空
間
が
存
在
感
を
主
張
す
る
。
こ

の
読
書
の
基
本
的
な
性
格
を
、
あ
え
て
主
張
し
、
明
示
す
る
こ
の
作
品
は
、

小
説
空
間
の
虚
構
性
に
殊
更
に
意
識
的
な
作
品
と
い
え
よ
う
。
作
者
宮
本
輝

の
幼
少
期
の
記
憶
を
素
材
と
し
て
も
つ
こ
と
以
上
に
、
こ
の
虚
構
空
間
の
確

か
な
構
築
に
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
価
値
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

※ 

「
泥
の
河
」
の
引
用
は
、『
宮
本
輝
全
集
』
第
1
巻
（
新
潮
社
、
一
九
九
二

年
四
月
）
に
拠
っ
た
。
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