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「
モ
デ
ル
小
説
」
の
黄
昏

柳
美
里
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
と
そ
れ
以
後

日

比

嘉

高

出
版
差
し
止
め
と
い
う
い
わ
ば
作
品
の
抹
殺
宣
告
と
も
い
え
る
厳
し
い
判
決

を
下
さ
れ
た
「
石
に
泳
ぐ
魚
」。
東
京
地
裁
へ
の
起
訴
か
ら
最
高
裁
判
決
に
い

た
る
そ
の
係
争
は
、
報
道
被
害
、
個
人
情
報
保
護
、
知
る
自
由
・
読
む
自
由
の

議
論
な
ど
と
交
差
し
な
が
ら
、〈
私
的
な
領
域
〉
を
め
ぐ
る
我
々
の
社
会
の
感

性
の
変
化
を
照
ら
し
出
す
。

１
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
の
経
緯

柳
美
里
の
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
は
一
九
九
四
年
九
月
、『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ

や
ん
・
ひ
ら
か

た
。
主
人
公
の
梁
秀
香
が
戯
曲
作
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
は
じ
め
な
が
ら
、
家

ぱ
く
・
り
ふ
ぁ

族
や
劇
団
の
仲
間
、
そ
し
て
「
柿
の
木
の
男
」
や
留
学
生
の
朴
里
花
ら
と
出
会

い
、
葛
藤
す
る
あ
り
さ
ま
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
発
表
二
ヶ
月
後
の
一
一
月
、

里
花
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
女
性
が
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
出
版
差
し
止
め
を
求

め
て
東
京
地
裁
に
仮
処
分
を
申
し
立
て
た
。
八
年
に
及
ぶ
、「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁

判
の
始
ま
り
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
裁
判
の
詳
細
な
経
緯
は
省
く
が
、
一

九
九
九
年
六
月
に
原
告
勝
訴
、
二
〇
〇
一
年
二
月
に
東
京
高
裁
が
控
訴
を
棄
却
。

二
〇
〇
二
年
九
月
に
最
高
裁
が
原
告
の
上
告
を
斥
け
て
東
京
高
裁
の
判
決
が
確

定
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
す
ぐ
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
に
柳
美
里
は
新
潮
社
か

ら
改
訂
版
を
出
版
し
て
い
る
。

原
告
側
が
問
題
に
し
た
の
は
三
点
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
、
名
誉
毀
損
、

名
誉
感
情
の
侵
害
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
と
し
て
、
原
告
女
性
の

経
歴
、
腫
瘍
の
描
写
、
来
日
の
経
緯
、
受
験
の
過
程
な
ど
を
作
中
に
描
い
た
こ

と
。
名
誉
毀
損
と
し
て
、
父
親
の
逮
捕
歴
、
受
験
の
選
考
過
程
、
新
興
宗
教
に

つ
い
て
の
仮
構
。
名
誉
感
情
の
侵
害
と
し
て
、
腫
瘍
に
か
か
わ
る
描
写
を
中
心

と
す
る
里
花
の
表
象
を
問
題
と
し
た
。
ま
た
裁
判
開
始
後
に
柳
が
発
表
し
た
エ

ッ
セ
イ
「
表
現
の
エ
チ
カ
」（『
新
潮
』
一
九
九
五
年
一
二
月
）
に
つ
い
て
も
、

同
様
に
名
誉
毀
損
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
お
よ
び
名
誉
感
情
の
侵
害
を
主
張
し
て
い

る
。こ

れ
に
対
し
被
告
柳
と
新
潮
社
側
は
、
モ
デ
ル
に
対
す
る
一
般
の
関
心
も
低

く
、
ま
た
原
告
が
無
名
で
あ
る
た
め
同
定
可
能
性
も
低
い
こ
と
、
純
文
学
小
説

が
虚
構
性
を
も
つ
こ
と
、
顔
面
の
腫
瘍
は
秘
匿
性
を
欠
く
た
め
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

侵
害
と
な
ら
な
い
こ
と
、
里
花
の
描
写
は
小
説
の
主
題（「
困
難
に
満
ち
た〈
生
〉
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を
い
か
に
生
き
抜
く
か
」
第
一
審
判
決
文
に
よ
る
）
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り

里
花
へ
の
「
生
の
讃
歌
」
で
あ
る
こ
と
、
表
現
の
自
由
は
そ
の
表
現
が
社
会
の

正
当
な
関
心
事
で
あ
り
適
当
な
内
容
・
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
優

越
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
を
根
拠
に
作
品
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。

最
高
裁
ま
で
闘
わ
れ
た
裁
判
は
原
告
の
勝
訴
に
終
わ
り
、
損
害
賠
償
の
支
払

い
と
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
の
公
表
差
し
止
め
が
確
定
し
た
。
論
点
の
す
べ
て
を
紹

介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
純
文
学
小
説
の
虚
構
性
に
関
し
て
、
第
一
審
は

読
者
に
は
虚
実
の
弁
別
が
不
可
能
で
あ
り
そ
の
た
め
に
権
利
侵
害
が
起
こ
り
う

る
と
指
摘
し
、
第
二
審
は
こ
れ
に
加
え
さ
ら
に
現
実
に
題
材
を
求
め
た
と
し
て

も
そ
れ
を
「
昇
華
」
し
現
実
か
ら
「
切
断
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
な

い
と
踏
み
込
ん
で
斥
け
た
。
主
題
に
と
っ
て
必
要
と
い
う
主
張
も
、
第
一
審
で

は
、
小
説
の
主
題
・
構
造
と
そ
の
表
現
の
名
誉
感
情
を
侵
害
す
る
性
質
と
は「
別

個
の
次
元
に
お
い
て
成
立
す
る
」
し
、
ま
た
問
題
の
記
述
が
小
説
の
主
題
や
作

家
の
意
図
を
実
現
す
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
た
。
第

二
審
で
は
芸
術
上
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
名
誉
感
情
の
侵
害
は
許
さ
れ
な
い

と
し
た
。（
最
高
裁
の
判
断
は
二
審
ま
で
の
追
認
に
終
わ
っ
て
い
る
。）

原
告
が
無
名
の
大
学
院
生
で
あ
っ
た
点
、
ま
た
彼
女
に
〈
容
貌
障
碍
〉
が
あ

っ
た
点
、〈
表
現
の
公
然
性
〉
に
つ
い
て
か
な
り
間
口
の
広
い
解
釈
を
と
っ
た

点
な
ど
、
見
過
ご
せ
な
い
特
徴
が
あ
っ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
再
論
す
る
）
が
、

純
文
学
小
説
の
虚
構
性
や
主
題
と
表
現
と
の
連
関
性
の
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
の

展
開
は
、
井
口
時
男
も
い
う
と
お
り
既
視
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る

（
１
）

。
三
島

由
紀
夫
の
「
宴
の
あ
と
」
裁
判
で
争
わ
れ
た
小
説
の
虚
構
性
や
一
般
読
者
の
読

解
の
問
題
が
、
多
少
の
細
部
の
緻
密
さ
を
増
し
つ
つ
も
、
そ
の
ま
ま
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
井
口
の
よ
う
に
そ
れ
を
文
学
側
の
三
〇
年
の
怠
慢

で
あ
る
と
い
う
論
点
か
ら
考
え
よ
う
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
検
討
し
た
い
の

は
む
し
ろ
、
同
じ
よ
う
な
構
図
が
反
復
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
裁
判
に
対
す
る
作
家
批
評
家
お
よ
び
法
律
家
た
ち
の
反
応
が
ま
っ
た

く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
〈
私
的
な
領
域
〉
を
め
ぐ
る
我
々
の
社
会
の
心
性
の
変
化
に
こ
そ
、
こ
こ

で
は
目
を
向
け
よ
う
。

２

法
律
家
、
文
学
者
の
分
裂

最
高
裁
の
判
決
を
受
け
て
行
わ
れ
た
公
開
法
律
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、

弁
護
士
の
木
村
晋
介
は
、
こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
こ
の
種
の
判
決
が
出
る
と
「
大

体
、
書
く
側
か
ら
は
一
斉
に
裁
判
所
に
対
す
る
批
判
の
声
が
上
が
っ
た
の
で
す

が
、
今
回
は
文
学
者
の
中
で
も
割
合
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
憲
法

学
者
の
方
の
意
見
が
分
か
れ
た
」
と
い
い
、「
時
代
の
流
れ
」
感
じ
さ
せ
る
判

決
だ
っ
た
述
べ
た

（
２
）

。「
宴
の
あ
と
」
裁
判
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
文
学

者
た
ち
は
お
お
む
ね
被
告
三
島
側
に
立
ち
、
発
言
を
行
っ
た
法
律
家
た
ち
は
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
い
う
新
し
い
用
語
を
解
説
す
る
役
に
回
る
か
、
そ
の
概
念
の

現
代
的
な
必
要
性
を
説
く
立
場
に
立
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁

判
に
お
い
て
は
、
木
村
の
指
摘
の
通
り
文
学
者
・
憲
法
学
者
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い

て
立
場
が
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。

原
告
弁
護
団
の
梓
澤
和
幸
が
最
高
裁
判
決
の
後
、「
こ
ん
な
加
害
が
作
家
の

特
権
と
し
て
ま
か
り
通
る
時
代
で
は
な
い
」（

３
）

と
声
明
す
る
一
方
で
、
メ
デ
ィ

ア
法
に
詳
し
い
憲
法
学
者
田
島
泰
彦
は
、
高
裁
の
判
決
に
対
し
、「
判
決
は
も

っ
ぱ
ら
モ
デ
ル
側
の
人
権
の
観
点
か
ら
の
み
一
方
的
、
一
面
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
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し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
と
述
べ
、「「
表
現
の
自
由
」
と
い
う
言
葉
す
ら
ほ

と
ん
ど
出
て
こ
な
い
」
と
批
判
し
て
い
た

（
４
）

。

『
毎
日
新
聞
』
が
「
文
壇
も
真
っ
二
つ
」（
一
九
九
九
年
六
月
二
三
日
、
二
七

面
）、『
朝
日
新
聞
』
が
「『
石
に
泳
ぐ
魚
』
出
版
差
し
止
め
判
決
に
文
学
者

見
解
大
き
く
分
か
れ
る
」（
二
〇
〇
一
年
二
月
一
八
日
、
二
七
面
）
と
報
じ
た

よ
う
に
、
第
一
審
か
ら
文
学
者
た
ち
の
反
応
も
割
れ
た
。
文
学
擁
護
側
と
し
て

は
一
審
に
高
井
有
一
、
島
田
雅
彦
、
福
田
和
也
、
竹
田
青
嗣
ら
作
家
・
批
評
家

が
陳
述
書
を
出
し
て
い
る
。
福
田
は
一
貫
し
て
柳
美
里
を
支
持
し
続
け
て
お
り
、

現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
『
石
に
泳
ぐ
魚
』
の
新
潮
文
庫
版
の
解
説
も
彼
が
擁
護

の
立
場
か
ら
執
筆
し
て
い
る

（
５
）

。

一
方
原
告
の
擁
護
側
に
は
大
江
健
三
郎
が
立
っ
た
。
大
江
は
作
品
が
モ
デ
ル

を
苦
し
め
た
と
き
自
分
の
作
品
が
表
現
に
際
し
「
ま
ち
が
っ
て
い
た
、
よ
く
把

握
し
え
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

と
い
い
、「
傷
つ
き
苦
し
め
ら
れ
る
人
間
を
つ
く
ら
ず
、
そ
の
か
わ
り
に
文
学

的
幸
福
を
あ
じ
わ
う
多
く
の
読
者
と
あ
な
た
〔
柳
〕
自
身
を
確
保
」
す
る
た
め

に
「
幾
度
で
も
書
き
な
お
」
す
こ
と
を
提
言
し
た

（
６
）

。

「
宴
の
あ
と
」
の
一
九
六
〇
年
代
と
比
べ
、
確
実
に
時
代
は
変
化
し
て
い
た

と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
文
芸
批
評
家
の
渡
辺
直
己
は
「
社
会
に
お
け
る
『
芸
術
』

の
意
義
が
変
化
し
て
い
る
以
上
、そ
の
歴
史
性
に
鈍
感
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
指
摘
し
て
い
た

（
７
）

。
自
分
自
身
の
創
作
の
論
理
を
貫
き
た
い
作
家
の
論
理
と
、

自
分
自
身
の
〈
私
的
な
領
域
〉
の
安
全
性
・
静
穏
性
を
守
り
た
い
モ
デ
ル
の
論

理
と
が
衝
突
し
た
際
に
、
モ
デ
ル
側
を
支
持
す
る
方
向
へ
我
々
の
社
会
は
確
実

に
振
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
高
裁
判
決
の
次
の
一
文
は
、
そ
の
変
動
を
明
確
に

言
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

創
作
上
の
配
慮
を
す
る
こ
と
な
く
、
小
説
の
公
表
に
よ
っ
て
他
人
の
尊
厳

を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
小
説
の
公
表
は
、
芸
術
の
名
に
よ
っ

て
も
容
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
宴
の
あ
と
」
以
降
、「
石
に
泳
ぐ
魚
」
に
至
る
ま
で
の
過
程
で
、
我
々
の
社

会
に
は
〈
私
的
な
領
域
〉
を
め
ぐ
る
大
き
な
感
性
の
変
化
が
あ
っ
た
と
見
る
べ

き
だ
ろ
う
。３

報
道
被
害
と
個
人
情
報

ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た
変
化
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
動
因
の

す
べ
て
を
挙
げ
る
の
は
難
し
い
が
、
主
要
な
二
つ
ほ
ど
を
考
え
る
こ
と
は
で
き

そ
う
だ
。

一
つ
は
、〈
報
道
被
害
の
発
見
〉
で
あ
る
。
先
の
梓
澤
和
幸
は
長
く
報
道
被

害
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、『
報
道
被
害
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
一

月
）
も
書
い
て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
梓
澤
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
半
ば
に
事

件
報
道
の
あ
り
方
が
集
中
的
に
問
題
化
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
八
三

年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
三
つ
の
死
刑
囚
の
再
審
無
罪
判
決
が
次
々
と
出
さ

れ
（
８
）

、
一
九
八
五
年
に
は
日
航
機
墜
落
事
故
で
の
遺
族
の
取
材
手
法
が
問
題
に

な
る
。
同
年
に
は
ロ
ス
疑
惑
で
三
浦
和
義
氏
が
逮
捕
さ
れ
る
が
（
の
ち
無
罪
判

決
）、
そ
の
報
道
合
戦
に
は
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
。
八
六
年
に
法
律
家
た

ち
の
人
権
交
流
集
会
が
は
じ
め
て
「
報
道
と
人
権
分
科
会
」
を
開
催
、
そ
の
準

備
過
程
で
刑
事
事
件
の
被
疑
者
・
被
告
人
た
ち
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
が
行
わ

れ
、
報
道
被
害
の
深
刻
さ
が
次
々
に
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
う
。
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『
朝
日
新
聞
』（
二
〇
〇
八
年
四
月
六
日
）
は
ロ
ス
疑
惑
の
容
疑
者
が
再
び
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
市
警
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
事
件
を
と
り
上
げ
、
八
〇
年
代
以
降

の
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
姿
勢
の
変
化
を
整
理
し
て
い
る
。
ロ
ス
疑
惑
当
時
の
過
熱

報
道
と
三
浦
氏
自
身
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
を
相
手
取
っ
た
多
数
の
提
訴
が
報
道
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
関
心
を
高
め
、
さ
ら
に
八
九
年
の
女
子
高
校
生
コ
ン
ク
リ

ー
ト
詰
め
殺
人
事
件
、
連
続
幼
女
誘
拐
殺
人
事
件
に
対
す
る
過
剰
報
道
批
判
、

東
京
都
足
立
区
の
母
子
強
盗
殺
人
事
件
の
不
処
分
判
断
、
そ
し
て
島
田
事
件
の

死
刑
再
審
無
罪
判
決
を
受
け
て
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
犯
人
と
目
さ
れ
る
人
物

を
呼
び
捨
て
か
ら
「
容
疑
者
」
呼
称
へ
と
切
り
替
え
る
と
い
う
配
慮
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。

報
道
被
害
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
く
犯
罪
被
害
に
つ
い
て
も
、
一
九
九
〇
年

に
は
そ
の
救
済
の
あ
り
方
を
学
術
的
に
考
え
る
日
本
被
害
者
学
会
が
発
足
、
九

二
年
に
東
京
医
科
歯
科
大
学
に
日
本
で
は
じ
め
て
犯
罪
被
害
者
相
談
室
が
設
置

さ
れ
、
九
八
年
に
は
民
間
組
織
で
あ
る
全
国
被
害
者
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
設

立
さ
れ
て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
加
熱
し
た
取
材
や
過
激
な
記
事
が
し
ば
し
ば
問
題
を
引
き

起
こ
し
、
そ
れ
は
報
道
さ
れ
る
側
に
深
刻
な
被
害
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
認
識

は
、
こ
う
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
一
般
の
人
々
の
意
識
の
な
か
へ
次
第
に

浸
透
し
て
き
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
は
表
現
の
自

由
と
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
の
対
立
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
の
裁
判
を
め
ぐ
る
司
法
の
判
断
や
そ
れ
を
受
け
止
め
る
一
般
の
人
々
の
側
に

は
、
底
流
と
し
て
こ
の
報
道
被
害
に
関
す
る
感
性
の
変
化
が
潜
在
し
て
い
た
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
裁
判
の
原
告
側
の
弁
護
人
の
中
に
は
、
梓
澤
の
名
が
あ
る
。
原

告
女
性
が
地
裁
判
決
後
に
出
し
た
コ
メ
ン
ト
に
は
、「
こ
の
小
説
は
ま
さ
し
く

ペ
ン
の
暴
力
」
と
い
う
一
節
が
あ
り

（
９
）

、
当
初
か
ら
原
告
側
は
報
道
被
害
に
準

ず
る
問
題
と
し
て
こ
の
事
件
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
梓
澤

は
前
掲
『
報
道
被
害
』
の
「
報
道
被
害
と
た
た
か
う
」
の
章
に
お
い
て
、
そ
の

対
抗
策
と
し
て
裁
判
所
に
よ
る
公
表
差
し
止
め
の
仮
処
分
を
利
用
す
る
こ
と
を

あ
げ
て
い
る
。
そ
の
実
例
の
一
つ
と
し
て
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
は
引
用
さ
れ

て
お
り
、「
報
道
被
害
の
救
済
の
う
え
で
も
今
後
こ
の
〔
最
高
裁
〕
判
例
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
」（
１１４
頁
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
〈
私
的
な
領
域
〉
に
関
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
感
性
を
変

え
た
も
う
一
つ
の
要
因
は
、〈
個
人
情
報
の
登
場
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
八
六
年
四
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
論
』（
日
本
評
論
社
）

に
お
い
て
阪
本
昌
成
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

消
極
国
家
か
ら
積
極
国
家
へ
の
国
家
の
役
割
の
変
容
は
、「
私
生
活
」
の

範
囲
を
狭
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
公
的
生
活
と
の
境
界
を
相
対
化
し
た
。

ま
た
、「
情
報
化
社
会
」
に
お
け
る
積
極
国
家
は
、
個
人
情
報
を
収
集
・

保
有
・
利
用
す
る
最
大
組
織
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
代
背
景
に
対

応
し
た
新
し
い
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
公
権
力
に

よ
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
収
集
、
貯
蔵
、
利
用
、
伝
達
等
）
を
―
―
「
私

生
活
」
領
域
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
―
―
い
か
に
事
前
に
規
制
す
る
か
、

と
い
う
問
題
点
に
こ
た
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
〕
こ
う
し

た
欠
陥
に
対
応
す
べ
く
提
唱
さ
れ
て
き
た
の
が
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
を

「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ウ
ル
権
」
と
す
る
有
力
な
見
解
で
あ
る
。（
２
頁
）
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日
本
社
会
で
「
個
人
情
報
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
起

点
は
、
一
九
七
五
年
に
社
会
党
が
提
出
し
た
「
個
人
情
報
保
護
基
本
法
案
」
及

び「
個
人
情
報
処
理
に
係
る
電
子
計
算
機
等
の
利
用
の
規
制
に
関
す
る
法
律
案
」

だ
と
さ
れ
る

（
１０
）

。
堀
部
政
男
の
整
理
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
年
前
半
か
ら
ア
メ

リ
カ
、
西
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
で
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
を
「
自
己
に

関
す
る
情
報
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
利
」
と
考
え
直
し
て
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
化
に
対
応
す
る
た
め
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
。
一
九
八
〇
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
個
人
デ
ー
タ
の
国
際
流
通
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
関
す
る
理
事
会
勧
告
を
採
択
し
、
ま
た
欧
州
評
議
会
も
同
年
「
個
人
デ
ー

タ
の
自
動
処
理
に
係
る
個
人
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
を
採
択
、
こ
れ
ら
が
日

本
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
う
け
、
国
内
で
も
行

政
管
理
庁
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
研
究
会
の
「
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
に
伴
う
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
対
策
」（
一
九
八
二
年
）
の
と
り
ま
と
め
や
、
地
方
自
治
体

レ
ベ
ル
で
の
個
人
情
報
保
護
条
例
の
制
定
が
行
わ
れ
、
一
九
八
八
年
に
「
行
政

機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
」
が
公
布
さ
れ
て
い
る

（
１１
）

。
な
お
、「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
の
結
審
以
降
と

な
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
二
〇
〇
三
年
五
月
に
は
保
護
義
務
の
対
象
を
、
行
政

機
関
か
ら
一
定
の
規
模
以
上
の
個
人
テ
ー
タ
を
取
り
扱
う
一
般
企
業
や
報
道
機

関
、
個
人
事
業
主
な
ど
に
ま
で
拡
大
す
る「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

が
成
立
、
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
全
面
施
行
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
こ
の
観
点
か
ら
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
を
振
り
返
る
と
、
地
裁
に
お

け
る
原
告
の
主
張
に
は
「
本
件
小
説
の
記
載
に
対
応
す
る
事
実
は
、
原
告
が
公

表
を
望
ま
な
い
個
人
情
報
で
あ
り
」、
あ
る
い
は
「
原
告
は
、
前
記
２
記
載
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
に
よ
り
、
原
告
の
個
人
情
報
を
広
く
社
会
に
知
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
」（
判
決
文
に
よ
る
）
と
い
う
よ
う
に
、
訴
え
の
中
に
個
人
情
報

保
護
の
問
題
構
成
を
織
り
込
ん
で
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。

た
だ
、
正
確
に
言
え
ば
足
か
け
九
年
に
及
ぶ
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
の
過
半

に
お
い
て
、
個
人
情
報
に
ま
つ
わ
る
問
題
意
識
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
先
鋭
化
し
て

い
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
一
般
の
人
々
の
間
に
個
人
情
報
を
保
護
し
な
け
れ
ば

と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
た
の
は
、
私
見
で
は
二
〇
〇
二
年
に
稼
働
が
始
ま
っ
た

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
い
わ
ゆ
る
住
基
ネ
ッ
ト
の
導
入
に
際

し
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
〇
〇
二
年
九
月
に
最
高
裁
判
決
が
出
た
「
石
に

泳
ぐ
魚
」
裁
判
の
議
論
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
は
本
格
的

に
は
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
、「
今
後
は
た
と
え
文
学
作
品
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
個
人
情
報
の
公
表
に
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
慎
重
な
配
慮
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
鈴
木
秀
美

（
１２
）

）
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ

る
程
度
の
状
況
だ
っ
た
。
逆
説
的
に
言
え
ば
、「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
は
、
個

人
情
報
保
護
を
め
ぐ
る
我
々
の
社
会
の
大
き
な
感
性
の
変
化
を
、
そ
の
議
論
と

わ
ず
か
な
交
点
し
か
も
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
明
確
に
刻

印
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

４
「
宴
の
あ
と
」
の
あ
と

以
上
の
背
景
を
ふ
ま
え
る
と
、〈
私
的
な
領
域
〉
を
め
ぐ
る
我
々
の
社
会
の

変
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

「
宴
の
あ
と
」
の
時
代
は
、
週
刊
誌
に
代
表
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
暴

走
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ

た
時
代
だ
っ
た
。
裁
判
の
中
で
「
の
ぞ
き
見
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
用
い

― １２８ ―



ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
観
は
秘
匿
さ
れ
た
個
人
の
生

活
が
窃
視
さ
れ
た
り
暴
露
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
だ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
後
、
多
く
の
裁
判
や
問
題
提
起
を
経
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
概
念
は
浸
透

し
（
１３
）

。
同
時
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
過
剰
な
暴
露
主
義
に
対
す
る
批
判
的
な
姿

勢
、
お
よ
び
報
道
被
害
に
つ
い
て
の
理
解
が
進
ん
だ
。

し
か
し
現
代
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
観
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
個
人

情
報
」
の
流
出
・
悪
用
・
商
業
利
用
へ
の
警
戒
と
い
う
性
格
が
強
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
国
勢
調
査
票
の
回
収
率
の
低
下
が
、
端
的
に
事
態
の
変
移
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
国
勢
調
査
の
「
調
査
票
が
提
出
さ
れ
た
な
っ
た
世
帯
」
は
二
〇

〇
〇
年
の
調
査
時
の
１
・
７
％
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
調
査
時
の
４
・
４
％
へ

と
二
倍
以
上
に
増
加
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
調
査
委
員
会
は
そ
の
原
因
の

一
つ
め
と
二
つ
め
に
「
①
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
意
識
の
高
ま
り
（
個
人
情
報
を
第
三

者
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
意
識
等
）」
と
「
②
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
意
識
の
高

ま
り
（「
振
り
込
め
詐
欺
」
の
横
行
等
に
伴
う
防
犯
意
識
等
）」
を
挙
げ
て
い
る

（
１４
）

。

つ
ま
り
、
の
ぞ
か
れ
、
曝
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
か
ら
、
意
に
反
し
て
管
理
さ

れ
た
り
顧
客
化
さ
れ
た
り
悪
用
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
へ
、
と
い
う
変

化
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
、
公
私
の
境
界
は
被
服
や
住
居
の
壁
な
ど
、
す
な

わ
ち
隔
て
る
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
語
ら
れ
る
。
一
方
、
後
者
で
は
〈
私
〉
の

領
域
は
収
集
、
加
工
、
流
通
が
可
能
な
デ
ー
タ
の
束
と
し
て
把
握
さ
れ
、
公
私

の
別
は
壁
の
比
喩
で
捉
え
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
。

モ
デ
ル
小
説
に
つ
い
て
い
え
ば
、
六
〇
年
代
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
「
純
文

学
」
と
い
う
存
在
の
価
値
が
下
落
し
続
け
て
い
る
と
い
う
問
題
が
こ
れ
に
重
な

る
。「
純
文
学
」
内
部
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
は
よ
り
多
く
Ｓ
Ｆ
、
ミ
ス

テ
リ
ー
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
、
そ
し
て
映
画
や
マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

と
い
う
隣
接
領
域
の
価
値
上
昇
に
と
も
な
う
相
対
的
な
「
下
落
」
と
い
う
方
が

よ
い
だ
ろ
う
。「
純
文
学
」
は
い
ま
や
、
過
去
の
栄
光
を
引
き
ず
っ
て
い
る
た

め
に
多
少
高
尚
な
気
味
の
あ
る
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
石

に
泳
ぐ
魚
」
の
よ
う
な
文
芸
作
品
が
引
き
起
こ
す
、「
モ
デ
ル
問
題
」
よ
る
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
は
、
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
一
般
の
人
々
の
関
心
を
ひ
く
こ
と

も
な
く
、
し
か
も
そ
の
衝
突
の
構
図
も
既
視
感
の
あ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、

古�

典�

的�

な
ト
ラ
ブ
ル
だ
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
の
で
あ
る
。

５

読
む
こ
と
の
エ
チ
カ

「
あ
る
人
が
自
分
は
こ
の
小
説
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
人
権
侵
害
を
受
け
た
と

申
し
立
て
れ
ば
、
モ
デ
ル
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
か
ぎ
り
、
出

版
禁
止
と
さ
れ
る
」（
竹
田
青
嗣

（
１５
）

）
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
社
会
。
そ
れ
が

「
石
に
泳
ぐ
魚
」
裁
判
以
降
、
我
々
が
生
き
る
社
会
で
あ
る
。
の
ち
の
裁
判
が

参
照
し
踏
襲
す
る
可
能
性
の
高
い
最
高
裁
の
判
断
が
下
っ
た
こ
と
に
よ
り
、〈
私

的
な
領
域
〉
を
め
ぐ
る
こ
の
国
の
法
的
な
境
界
線
は
確
か
に
大
き
く
動
い
た
。

現
代
は
、
モ
デ
ル
小
説
の
黄
昏
の
時
代
で
あ
る
。

容
貌
に
障
碍
を
抱
え
た
女
性
が
、
そ
の
障
碍
の
部
位
を
小
説
家
に
よ
っ
て
描

写
さ
れ
、
傷
つ
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
避
け
ら
れ
て
し
か
る

べ
き
行
為
だ
っ
た
。「
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
程
の
痛
み
と
苦
し
み
の
中
へ
と

追
い
や
」（
１６
）

ら
れ
た
モ
デ
ル
女
性
が
、
裁
判
と
い
う
対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
は

当
然
で
あ
り
、
裁
判
所
が
原
告
側
の
主
張
を
支
持
し
た
こ
と
も
一
定
の
妥
当
性

を
も
つ
と
私
は
考
え
る
。

だ
が
最
後
に
問
い
か
け
た
い
の
は
、
こ
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
す
べ
て
の
障
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碍
者
の
も
つ
障
碍
は
、
描
写
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
モ
デ
ル
小
説
よ
り
も
モ
デ
ル
の
利

害
が
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
優
先
す
る
」
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

表
現
す
る
者
と
さ
れ
る
者
は
各
々
多
様
で
あ
り
、
そ
の
関
係
の
持
ち
方
も
多
様

で
あ
り
、
そ
し
て
表
現
の
さ
れ
方
も
多
様
だ
。
同
じ
表
現
で
も
、
そ
れ
が
生
み

出
さ
れ
受
け
取
ら
れ
る
場
に
よ
っ
て
、
異
な
る
意
味
を
持
ち
う
る
。「
障
碍
者

の
障
碍
に
対
す
る
描
写
」
も
モ
デ
ル
小
説
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
具
体
的
な
場
に
お

い
て
、
具
体
的
な
表
現
に
も
と
づ
い
て
、
具
体
的
な
関
係
の
も
と
で
、
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
一
般
化
し
、
原
理
的
に
規
定
す
る
の
は
間
違
い
で

あ
る
。

い
や
、
ま
だ
む
し
ろ
原
理
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
者
の
方
が
ま
し
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
原
理
を
主
張
す
る
だ
け
に
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て

い
る
。
我
々
が
い
ま
生
き
る
社
会
は
、
そ
の
議
論
の
基
盤
が
著
し
く
弱
体
化
し

て
い
る
社
会
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
や
さ
し
さ
と
自
己
防
衛
が
、

思
考
停
止
と
一
体
に
な
っ
た
危
険
な
世
界
で
あ
る
。

最
高
裁
の
判
決
を
受
け
、
国
会
図
書
館
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
図
書

館
は
、「
石
に
泳
ぐ
魚
」
が
掲
載
さ
れ
た
『
新
潮
』
一
九
九
四
年
九
月
号
を
閲

覧
禁
止
措
置
に
し
た
。
山
家
篤
夫
の
批
判
す
る
よ
う
に
、「
こ
れ
ら
の
図
書
館

は
、
最
高
裁
判
所
が
妥
当
で
あ
る
か
を
検
証
す
る
機
会
を
市
民
か
ら
遠
ざ
け
る

こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
」（
１７
）

。
現
実
に
は
、
す
べ
て
の
図
書
館
に
お
い
て

こ
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
検
証
の
機
会
が
完
全
に
閉

ざ
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が

（
１８
）

、
閲
覧
禁
止
を
決
定
し
た
図
書
館
は
そ

の
表
現
の
侵
害
性
を
め
ぐ
る
判
断
を
す
べ
て
裁
判
所
に
預
け
る
と
い
う
判
断
を

下
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
我
々
の
「
知
る
自
由
」
お
よ
び
考
え
る
機
会
を

不
当
に
低
く
見
積
も
り
、「
図
書
館
の
自
由
」
を
自
ら
傷
つ
け
る
判
断
と
い
う

ほ
か
な
い
。
日
本
図
書
館
協
会
は
、
国
会
図
書
館
に
閲
覧
禁
止
措
置
に
対
す
る

質
問
状
を
送
っ
た
が
、
そ
の
回
答
は
質
問
に
直
接
答
え
る
も
の
で
は
な
く
「
毀

損
、
侵
害
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
適
当
で
な
い
」（
前
掲
、
山
家
論
文
３４
頁
）
と

い
う
内
部
判
断
を
述
べ
る
の
み
で
、
司
法
判
断
と
「
知
る
自
由
」
と
図
書
館
の

あ
り
方
に
関
す
る
議
論
が
深
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

自
己
防
衛
が
思
考
停
止
と
一
体
に
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
組
織
の
問
題
だ
け

で
は
な
く
、
根
本
的
に
は
我
々
一
人
ひ
と
り
の
姿
勢
の
問
題
で
あ
る
。「
障
碍

者
の
障
碍
を
、
克
明
に
描
き
出
し
て
よ
い
場
合
も
あ
る
」
と
主
張
す
る
よ
り
も
、

「
障
碍
者
の
障
碍
を
書
い
た
り
す
る
の
は
…
…
ね
ぇ
」
と
あ
い
ま
い
な
ま
ま
判

断
を
避
け
、
そ
こ
で
思
考
と
対
話
を
止
め
る
方
が
簡
単
で
あ
り
、
安
全
だ
。
こ

う
し
た
振
る
舞
い
は
一
見
�
や
さ
し
さ
�
と
み
え
る
が
、
実
は
思
考
の
停
止
で

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
思
考
停
止
の
安
全
策
は
、
そ
も
そ
も
議
論
に
入
る
前
に
自

粛
や
自
己
検
閲
に
よ
っ
て
主
張
を
閉
ざ
す
。
判
断
が
本
当
に
必
要
な
場
合
に
こ

そ
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
。

「
宴
の
あ
と
」
裁
判
以
降
、
書
く
者
と
書
か
れ
る
者
の
衝
突
を
め
ぐ
る
議
論

の
場
に
お
い
て
、
影
の
主
役
に
な
っ
て
い
た
の
は
実
は
読
者
で
あ
る
。
ど
う
読

ま
れ
る
か
、
と
い
う
可
能
性
が
司
法
判
断
の
一
つ
の
大
き
な
決
定
要
因
と
な
っ

て
い
た
の
だ
。
司
法
の
場
に
お
け
る
「
読
者
」
は
、
想
定
上
の
読
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
具
体
的
で
質
の
高
い
読
解
の
議
論
が
現
実
の
空
間
で
保
た
れ
れ
ば
、

そ
の
こ
と
に
よ
り
司
法
の
想
定
す
る
「
読
者
」
の
像
や
「
読
解
の
場
」
の
像
が

修
正
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
大
切
な
の
は
、
つ
ま
り

他
な
ら
ぬ
我
々
が
実
際
に
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る

「
モ
デ
ル
小
説
」
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
と
き
、
我
々
読
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
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同
時
に
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
問
い
か
え
し
て
お
き
た
い

（
１９
）

。

注
（
１
）
井
口
時
男
「
小
説
は
他
人
を
巻
き
添
え
に
し
て
よ
い
か
―
―
『
石
に
泳

ぐ
魚
』
裁
判
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
社
会
文
学
』
二
〇
〇
七
年
六
月
）。

（
２
）
第
１２
回
大
東
文
化
大
学
公
開
法
律
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代
の
法
律
問
題

を
考
え
る

モ
デ
ル
小
説
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
〜
柳
美
里「
石
に
泳
ぐ
魚
」

事
件
を
素
材
と
し
て
〜
」（『
大
東
文
化
大
学
法
学
研
究
所
報
』
別
冊
第

１２
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
１８
頁
。

（
３
）
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
の
原
告
女
性
弁
護
団
梓
澤
和
幸
の
コ
メ
ン
ト

（『
週
刊
金
曜
日
』
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
一
日
）、
２７
頁
。

（
４
）
田
島
泰
彦
「
疑
問
残
る
出
版
差
し
止
め
「
表
現
の
自
由
」
に
配
慮
欠

く
」『
毎
日
新
聞
』
夕
刊
、
二
〇
〇
一
年
二
月
二
二
日
）、
一
〇
面
。

（
５
）
柳
美
里
『
石
に
泳
ぐ
魚
』（
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）。
裁
判

所
に
提
出
し
た
「
改
訂
版
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

（
６
）
大
江
健
三
郎
「
陳
述
書
と
二
つ
の
付
記
」（『
世
界
』
一
九
九
九
年
九
月
）、

２１７－

２１９
頁
。

（
７
）
前
掲
「『
石
に
泳
ぐ
魚
』
出
版
差
し
止
め
判
決
に
文
学
者

見
解
大
き

く
分
か
れ
る
」
で
の
コ
メ
ン
ト
。

（
８
）
免
田
事
件
、
財
田
川
事
件
、
松
山
事
件
。
な
お
い
わ
ゆ
る
四
大
死
刑
冤

罪
事
件
の
残
り
の
一
つ
島
田
事
件
も
八
九
年
に
無
罪
が
確
定
し
て
い
る
。

（
９
）
「
柳
美
里
さ
ん
の
小
説
第
１
作
に
初
の
出
版
禁
止
命
令
」（『
世
界
週
報
』

一
九
九
九
年
七
月
二
七
日
）、
４４
頁
。

（
１０
）
堀
部
政
男「
個
人
情
報
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
世
界
的
潮
流
と
日
本
」

（『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
一
九
八
八
年
八
月
）、
３２
頁
、
新
保
史
生
『
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
権
利
の
生
成
と
展
開
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
）、

２６６
頁
。

（
１１
）
堀
部
政
男
「
情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保
護
制
度
の
回
顧
と
展
望
」

（『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
増
刊
、
一
九
九
四
年
五
月
）。

（
１２
）
鈴
木
秀
美
「
判
例
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

小
説
『
石
に
泳
ぐ
魚
』
事
件
東

京
高
裁
判
決
」（『
法
学
教
室
』
二
〇
〇
一
年
九
月
）、
９０
頁
。

（
１３
）
関
連
し
て
、
村
上
孝
止
「
モ
デ
ル
作
品
と
名
誉
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問

題
―
―
『
石
に
泳
ぐ
魚
』
事
件
判
決
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
久
留
米
大

学
法
学
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
は
、
九
〇
年
代
後
半
か
ら
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
事
件
の
判
決
が
急
減
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し

て
多
量
の
起
訴
を
行
っ
て
い
た
三
浦
和
義
氏
が
訴
訟
を
起
こ
さ
な
く
な

っ
た
こ
と
に
加
え
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
訴
訟
が
「
メ
デ
ィ
ア
側
の
反

省
を
促
し
、
報
道
姿
勢
に
修
正
を
迫
る
こ
と
に
な
」
り
、「
一
時
期
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
事
件
と
し
て
訴
訟
提
起
さ
れ
る
の
が
普
通
だ
っ
た

よ
う
な
事
件
が
、
わ
ざ
わ
ざ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
う
た
わ
な
く
て
も
訴
訟

が
可
能
」
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
１２８－

１２９
頁
）。

（
１４
）
「
国
勢
調
査
の
実
施
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
報
告
」（
二
〇
〇
六
年
七

月
、
国
勢
調
査
の
実
施
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
、
座
長：

竹
内
啓
）。

（
１５
）
竹
田
青
嗣
「
文
学
は
�
刻
印
�
を
持
っ
た
人
間
を
描
く
」（『
新
潮
４５
』

二
〇
〇
一
年
四
月
）、
５８
頁
。
な
お
こ
こ
に
は
モ
デ
ル
の
同
定
可
能
性

を
め
ぐ
る
一
審
、
二
審
の
判
決
の
論
理
構
成
が
大
き
く
影
を
投
げ
か
け

て
い
る
。
第
一
審
は
そ
の
前
提
と
な
る
「
表
現
の
公
然
性
」
が
「
一
般

の
読
者
の
普
通
の
注
意
と
読
み
方
」
に
関
わ
り
な
く
不
特
定
多
数
の
も
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の
が
知
り
う
る
状
態
に
お
か
れ
る
だ
け
で
充
分
に
充
足
さ
れ
る
と
し
、

第
二
審
は
一
審
の
公
然
性
の
議
論
を
補
足
し
つ
つ
モ
デ
ル
に
関
す
る
知

識
が
知
る
者
か
ら
知
ら
な
い
者
へ
と
「
伝
播
」
す
る
可
能
性
を
指
摘
し

た
。

（
１６
）
飯
田
正
剛
「
柳
美
里
さ
ん
を
訴
え
た
原
告
女
性
が
吐
露
し
た
�
痛
み
�」

（『
創
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
）、
１２１
頁
。

（
１７
）
山
家
篤
夫
「
公
共
図
書
館
の
『
石
に
泳
ぐ
魚
』
掲
載
雑
誌
の
利
用
制
限

を
め
ぐ
っ
て
」（『
マ
ス
コ
ミ
市
民
』
二
〇
〇
三
年
一
月
）、
３１
頁
。
な

お
佐
藤
卓
己
「
図
書
館
の
自
由
を
脅
か
す
も
の
―
―
「
石
に
泳
ぐ
魚
」

マ
ス
キ
ン
グ
事
件
か
ら
―
―
」（『en-taxi

』
二
〇
〇
三
年
三
月
）
も
同

様
の
論
点
を
展
開
し
て
い
る
。

（
１８
）
中
村
美
帆
「
小
説
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
出
版
差
し
止
め
判
決
―
―
日
本
に

お
け
る
自
由
権
的
文
化
権
保
障
の
現
状
―
―
」（『
文
化
資
源
学
』
二
〇

〇
八
年
三
月
）
が
共
同
通
信
社
の
調
査
を
も
と
に
整
理
し
て
い
る
。

（
１９
）
私
自
身
の
「
石
に
泳
ぐ
魚
」
に
つ
い
て
の
読
解
・
評
価
を
簡
単
に
示
し

て
お
く
。「
石
に
泳
ぐ
魚
」
の
表
現
を
評
価
す
る
の
は
確
か
に
難
し
い
。

初
出
形
の
表
現
は
苛
烈
な
箇
所
を
も
っ
て
い
る
が
、
苛
烈
で
あ
る
か
ら

こ
そ
獲
得
で
き
る
イ
ン
パ
ク
ト
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
問
題

と
な
っ
た
戯
曲
形
式
の
部
分
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
こ
も
明
ら
か
に
初
出

形
の
方
が
小
説
表
現
と
し
て
優
れ
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
秀
香
の
激

し
さ
、
里
花
の
強
さ
、
そ
し
て
障
碍
の
直
視
こ
そ
が
真
の
関
係
の
構
築

に
つ
な
が
る
と
い
う
視
点
は
、
こ
の
作
品
全
体
の
テ
ー
マ
構
築
に
際
し

て
も
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
場
面
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
読
者
の
心
に
強

く
響
く
強
度
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
や
は
り
初
出
に
お
け
る
腫
瘍

の
描
写
は
苛
烈
で
あ
る
。
そ
の
苛
烈
さ
を
、
描
か
れ
る
立
場
の
者
に
強

要
で
き
る
の
か
―
―
。
こ
れ
は
調
停
の
困
難
な
対
立
だ
。

モ
デ
ル
か
ら
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
や
名
誉
感
情
を
侵
害
し
た
と
訴
え
ら

れ
た
と
き
に
、
柳
美
里
側
は
里
花
の
描
写
は
小
説
の
主
題
―
―
「
困
難

に
満
ち
た
〈
生
〉
を
い
か
に
生
き
抜
く
か
」（
第
一
審
判
決
文
に
よ
る
）

―
―
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
里
花
へ
の
「
生
の
讃
歌
」
で
あ
る
と

主
張
し
た
。
モ
デ
ル
に
こ
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

作
品
に
秀
香
と
里
花
と
の
間
に
互
い
の
苦
し
み
や
生
き
に
く
さ
に
つ
い

て
の
深
い
相
互
理
解
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
納
得
し

て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
相
互
理
解
そ
の
も
の
は
テ
ー
マ
で

な
い
、
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
。
だ
が
、
生
き
に
く
さ
を
抱

え
た
秀
香
と
里
花
が
必
要
と
し
あ
う
姿
を
描
い
て
い
る
以
上
、
互
い
に

苦
し
み
を
理
解
し
合
い
、
響
き
合
う
二
人
の
姿
を
作
中
に
書
く
出
す
こ

と
は
可
能
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

し
か
し
二
人
は
最
後
ま
で
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
心
を
接
し
合
う
の

を
避
け
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
小
説
の
実�

は�

魅�

力�

の�

一�

つ�

で�

あ�

る�

と
私

は
考
え
て
い
る
が
（
個
人
的
に
は
こ
う
し
た
他
者
と
う
ま
く
関
係
が
取

り
結
べ
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
に
陥
っ
て
苦
し
み
足
掻
く

類
の
小
説
は
嫌
い
で
は
な
い
）、
そ
れ
を
書
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
モ

デ
ル
と
さ
れ
た
女
性
の
心
証
が
悪
く
な
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。

結
局
作
品
表
現
の
も
つ
苛
烈
さ
は
、〈
相
互
理
解
の
た
め
必
要
不
可
欠

な
苛
烈
さ
〉と
し
て
で
は
な
く
、そ
の
一
歩
手
前
の〈
二
人
の
激
し
く
危

う
い
交
流
が
発
火
し
た
と
き
に
噴
出
す
る
苛
烈
さ
〉
と
し
て
提
示
さ
れ

た
。
原
告
は
そ
の
表
現
の
あ
り
か
た
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

― １３２ ―


