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め
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
れ
以
前
に
も
、

自
分
が
読
み
取
っ
た
も
の
を
、
一
度
、
自
分
の
言
葉
で
表
現
し
て

み
な
く
て
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
っ
た
か
は
、
明
確
に
は

な
ら
な
い
。
簡
単
な
書
き
つ
け
る
作
業
が
な
く
て
は
、
実
は
「
読

む
こ
と
」
の
学
力
さ
え
保
障
さ
れ
な
い
。
こ
の
事
実
の
認
識
が
大

切
で
あ
る
。「
話
し
、
聞
く
」
に
も
「
書
く
こ
と
」
は
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
・
・
・

こ
の
よ
う
な
認
識
が
あ
れ
ば
、
い
つ
の
授
業
に
も
、
プ
リ
ン
ト

類
を
用
意
し
て
、
ご
く
ご
く
わ
ず
か
で
も
記
述
さ
せ
て
い
く
こ
と

に
な
ろ
う
。
毎
時
間
、
一
、
二
行
単
位
の
、
短
い
文
・
文
章
で
い

い
。
そ
れ
ら
の
記
述
活
動
が
数
回
あ
れ
ば
、
一
時
間
の
授
業
で
も
、

も
う
相
当
の
記
録
量
（
書
い
た
も
の
が
残
る
こ
と
）
に
な
る
。
何

回
か
の
授
業
後
に
は
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
資
料
に
成
長
し
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
の
資
料
が
あ
れ
ば
、
後
は
、
整
理
し
て
書
く
だ
け
で
あ

る
。
構
想
も
楽
し
く
、
短
時
間
で
で
き
る
。
第
一
に
、「
何
を
書

く
の
か
」
と
い
う
嘆
き
は
な
い
。「
ど
れ
を
選
ぼ
う
か
」
と
い
う

期
待
の
も
て
る
、
う
れ
し
い
嘆
き
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、

「
記
録
し
た
順
に
」
と
い
う
構
成
が
基
本
と
し
て
決
ま
っ
て
い
る
。

基
本
が
あ
る
か
ら
、
意
図
的
効
果
的
な
変
形
を
工
夫
し
て
み
よ
う

か
、
と
の
余
裕
も
生
ま
れ
る
。
第
三
に
、
記
述
の
言
葉
も
、
記
録

し
た
文
・
文
章
を
写
し
て
い
け
ば
い
い
部
分
が
大
半
と
な
り
、
頭

脳
を
苦
し
め
る
作
業
は
極
度
に
少
な
い
。
す
る
と
、
記
録
と
記
録

と
を
結
ぶ
文
の
表
現
を
工
夫
す
る
だ
け
だ
。
そ
の
わ
ず
か
な
部
分

に
集
中
す
れ
ば
い
い
の
で
、
か
え
っ
て
自
由
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
ら
の
性
質
か
ら
、
第
四
と
し
て
、
負
担
感
を
持
た
ず

に
、
短
い
時
間
内
に
、
や
や
長
い
作
文
が
で
き
あ
が
る
。
作
文
単

元
（「
書
く
こ
と
」）
の
授
業
で
、
長
い
時
間
数
を
か
け
た
後
に
、

や
っ
と
で
き
あ
が
る
作
文
と
比
べ
て
、
分
量
に
お
い
て
は
、
断
然
、

長
大
な
も
の
に
仕
上
が
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
質
に
お
い
て
も
、

優
れ
た
も
の
に
な
る
。

要
は
、
毎
時
間
、
残
る
形
で
の
記
述
（
書
く
こ
と
）
を
さ
せ
て

い
く
と
い
う
配
慮
さ
え
あ
れ
ば
い
い
。
作
文
だ
と
思
わ
な
い
う
ち

に
作
文
が
で
き
あ
が
る
経
験
を
児
童
に
与
え
た
い
。
全
て
の
時
間

で
鉛
筆
の
動
く
学
習
こ
そ
、
確
実
に
「
書
く
こ
と
」
の
力
を
つ
け

て
い
く
近
道
で
あ
る
。
表
現
好
き
な
人
間
に
育
て
て
い
く
。

学
習
の
課
題
を
最
初
に
掲
げ
て
・
・
・
　

五
年
上
「
海
に
ね
む
る
未
来
」

こ
の
説
明
文
教
材
で
の
ね
ら
い
を
一
つ
に
し
た
い
。
つ
ま
り

「
文
章
の
内
容
を
的
確
に
お
さ
え
な
が
ら
、
筆
者
の
訴
え
よ
う
と

し
た
こ
と
（
要
旨
）
を
と
ら
え
る
。」
と
い
う
一
つ
に
。

ね
ら
い
を
焦
点
化
す
る
と
、
学
習
課
題
は
明
白
に
な
る
。
明
白

に
な
る
と
、
次
の
問
題
と
し
て
そ
の
ね
ら
い
（
課
題
）
を
、
ど
の

時
間
削
減
の
一
年
間
、
ど
の
よ
う
に
・
・
・

新
教
科
書
を
使
っ
て
の
授
業
が
、
二
年
目
に
入
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
す
で
に
一
度
、
授
業
時
数
の
激
減
が
も
た
ら
す
困
難
さ
を

痛
感
さ
れ
た
方
も
多
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

今
ま
で
、
国
語
学
習
の
主
体
を
な
し
て
き
た
「
読
む
」
学
習
は
、

年
間
を
通
し
て
、
ご
く
た
ま
に
し
か
な
い
。
そ
れ
も
、
と
び
と
び

に
、
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
ほ
ど
稀ま

れ

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
問
題

に
な
る
の
は
、
一
つ
の
教
材
に
か
け
る
時
間
数
が
、
従
来
の
も
の

に
比
べ
て
、
少
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
新
指
導
要
領
の
決
ま

り
に
し
た
が
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
時

間
数
の
削
減
は
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
理
解
で
き

る
に
し
て
も
、
具
体
的
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
い
い
の
か
。
実
践
に

あ
た
っ
て
解
決
困
難
な
問
題
に
突
き
当
た
る
こ
と
も
多
い
。

と
は
い
え
、
二
年
目
の
先
生
方
は
、
昨
年
の
経
験
を
生
か
し
て
、

な
ん
と
か
工
夫
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な

試
み
の
一
つ
に
、
私
案
も
加
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

私
の
考
え
は
、
前
号
と
前
々
号
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
と
お

り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
語
科
の
「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」、

「
書
く
こ
と
」「
読
む
こ
と
」
の
各
領
域
の
学
習
が
ど
の
授
業
に
も

有
機
的
に
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
時
間
数
の
激
減

が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
能
率
を
考
え
た
指
導
計
画
が
必
要
で
あ
る
。

指
導
計
画
を
立
て
る
に
際
し
て
は
、
こ
の
有
機
的
な
総
合
化
を
基

準
に
し
て
い
く
。（
指
導
書
に
一
例
と
し
て
い
る
、
領
域
ご
と
の

時
間
配
当
で
な
く
、
単
元
全
体
の
時
間
配
当
を
重
視
す
る
。）

と
い
う
こ
と
は
、「
書
く
こ
と
」
の
時
間
も
、
い
わ
ゆ
る
「
作

文
」（
書
く
こ
と
を
主
と
し
た
）
の
単
元
（
教
材
）
の
み
で
充
当

す
る
の
で
は
な
く
、「
読
む
こ
と
」、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
単
元
（
教
材
）
に
お
い
て
も
、
計
算
に
入
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

逆
に
、「
書
く
こ
と
」
の
時
間
に
も
「
読
む
こ
と
」
を
入
れ
て
い

く
。
同
じ
日
本
語
を
対
象
に
、
そ
の
理
解
と
表
現
を
目
ざ
す
学
習

な
の
で
あ
る
か
ら
、「
読
む
こ
と
」
と
切
り
離
さ
れ
た
「
書
く
こ

と
」
は
、
非
能
率
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
本
当
の
意
味
で
書
く
実

力
が
つ
い
て
い
く
の
か
、
誠
に
不
安
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
読
む
こ
と
」
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。「
書
く
こ
と
」
の
知
恵

に
ま
で
届
か
な
い
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
は
、
こ
れ
も
本
当
に
読

限
ら
れ
た
授
業
時
間
を

生
か
す
指
導
の
工
夫
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ナ
ー
に
も
、「
や
ま
な
し
」
を
使
っ
て
、
相
手
の
興
味
を
引
く
展

示
の
内
容
・
形
式
・
方
法
な
ど
を
工
夫
さ
せ
る
。
こ
の
作
業
に
第

四
単
元
の
学
習
を
焦
点
化
し
て
お
き
、
成
就
感
が
達
成
で
き
る
よ

う
に
努
め
る
。

そ
の
快
感
を
拠
り
所
に
し
て
、
残
っ
た
わ
ず
か
な
時
間
で
、
他

の
作
品
、
他
の
作
家
に
も
向
か
わ
せ
る
。
そ
れ
ら
は
、
仕
事
の
端

緒
を
授
け
る
こ
と
を
ね
ら
い
に
す
る
。
手
が
か
り
（
方
法
）
さ
え

与
え
て
お
け
ば
、
成
功
し
た
経
験
に
支
え
ら
れ
て
、
夏
休
み
な
ど

の
自
由
時
間
を
利
用
し
て
、
ね
ら
い
ど
お
り
の
作
業
を
主
体
的
に

し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
注
文
し
な
く
て
も
完
成
し

て
く
れ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
単
元
の
ね
ら
い
は
真
に
達
成

さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
の
だ
か
ら
。

以
上
、
高
学
年
を
取
り
上
げ
た
。
低
・
中
学
年
で
は
、
同
じ
観

点
さ
え
持
て
ば
、
時
間
の
融
通
は
、
も
っ
と
容
易
で
あ
る
。
書
き

込
み
や
書
き
抜
き
さ
え
あ
れ
ば
、
表
現
は
十
二
分
に
で
き
る
。

よ
う
に
し
て
、
達
成
す
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う
手
順
・
着
眼
点

が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
の
有
力
な
着
眼
点
は
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
。
そ
れ
も
、

「
海
」
＋
「
ね
む
る
」
＋
「
未
来
」
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
、
そ

れ
ぞ
れ
が
、
第
一
段
落
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
、

を
読
み
取
る
。
つ
ま
り
、「
予
想
」
を
持
っ
て
読
ん
で
い
け
る
よ

う
に
す
る
。
続
い
て
、
最
後
の
段
落
に
移
り
、「
予
想
」
が
外
れ

て
い
な
い
か
、
確
実
な
観
点
か
、
と
検
証
す
る
。
こ
の
よ
う
に

「
読
み
」
の
姿
勢
が
で
き
る
と
、
一
回
の
読
み
で
も
教
材
文
全
体

の
あ
ら
ま
し
（
構
成
）
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
反
復
表
現
に

注
目
す
れ
ば
、
事
例
に
分
け
る
こ
と
も
、
事
例
ご
と
の
「
要
旨
」

も
、
ほ
ぼ
見
当
が
つ
く
。
二
、
三
回
も
読
み
返
せ
ば
、
ね
ら
い
は

達
成
で
き
る
。
こ
の
手
順
と
着
眼
点
が
決
め
手
と
な
る
。

五
年
上
「
読
書
の
楽
し
さ
を
伝
え
合
お
う
」

こ
こ
に
は
、「
プ
ラ
ム
・
ク
リ
ー
ク
の
土
手
で
」
と
「
宇
宙
を

み
た
よ
」
が
、
読
む
教
材
と
し
て
あ
る
。
二
つ
を
六
時
間
で
読
む

の
は
無
理
が
伴
う
。
全
十
五
時
間
の
う
ち
、
十
二
時
間
ほ
ど
を
も

ら
う
。
読
み
の
学
習
を
し
な
が
ら
、
読
書
感
想
文
の
メ
モ
や
発
表

メ
モ
を
書
き
た
め
て
お
く
。
残
り
の
三
時
間
を
活
用
し
て
、
二
作

品
で
の
メ
モ
を
生
か
し
て
、
自
分
た
ち
の
読
書
生
活
を
語
り
合
い
、

こ
れ
か
ら
の
読
書
計
画
を
書
き
、
発
表
す
る
。

六
年
上
「
や
ま
な
し
」

文
学
教
材
で
は
、
読
み
手
の
自
由
を
認
め
、
好
き
な
と
こ
ろ
を

探
し
、
そ
の
理
由
を
書
い
て
、
発
表
し
よ
う
、
と
い
う
課
題
が
最

上
か
。
こ
の
課
題
な
ら
、
素
直
で
活
発
な
授
業
が
展
開
す
る
。
し

か
し
、
場
面
を
二
つ
だ
け
で
な
く
、
も
う
少
し
細
分
し
て
選
ば
せ

た
い
。
プ
リ
ン
ト
に
は
、
好
き
な
部
分
の
視
写
と
選
ん
だ
理
由
に
、

発
表
を
聞
い
て
い
て
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
友
達
の
言
葉
を
書
き

加
え
る
空
欄
も
設
け
て
お
く
。
指
導
事
項
と
し
て
は
、「
作
品
の

情
景
を
、
叙
述
に
即
し
て
想
像
し
な
が
ら
読
む
。」
と
「
書
か
れ

て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
持
ち
な
が
ら
読
む
。」

の
二
つ
に
限
る
。「
や
ま
な
し
」
が
好
き
に
な
ら
な
く
て
は
、「
宮

沢
賢
治
の
他
の
作
品
や
、
興
味
の
あ
る
作
家
の
作
品
を
読
む
。」

と
い
う
ね
ら
い
へ
は
発
展
し
に
く
い
。
自
分
の
中
に
し
っ
か
り
し

た
土
台
（
興
味
と
方
法
）
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
さ
え
で
き

れ
ば
、
自
然
と
他
の
作
品
に
も
広
が
っ
て
い
く
。

そ
こ
で
、
自
分
の
好
み
を
発
見
さ
せ
る
こ
と
に
集
中
さ
せ
た
い
。

そ
れ
が
、
結
果
と
し
て
「
興
味
」
を
増
し
、
他
の
作
家
の
作
品
を

読
む
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
、
読
む
時
間
の
七
時
間
を
全

部
、「
や
ま
な
し
」
に
費
や
す
。
そ
の
う
え
、「
作
家
と
作
品
に
出

会
お
う
」、「『
作
家
と
作
品
』
展
示
コ
ー
ナ
ー
を
作
ろ
う
」
と
い

う
活
動
か
ら
も
、
二
〜
四
時
間
ほ
ど
も
ら
う
。「
作
品
と
出
会
う
」

（
こ
の
場
合
は
「
や
ま
な
し
」
と
出
会
う
）
に
限
る
。
展
示
コ
ー
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