
田
中
小
実
昌
論

そ
の
語
り
の
あ
り
方

伊
　
藤
義
孝

は
じ
め
に

　
田
中
小
実
昌
（
以
下
、
田
中
と
す
る
）
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
客
死
し
て
か
ら
は
や
四
年
が
経
っ
た
。
一
人
の
小
説
家
の
死
が
、
こ
れ
ほ
ど
文

壇
を
揺
る
が
す
話
題
に
な
る
と
は
誰
も
想
像
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
新
聞
、
文
芸
誌
と
い
っ
た
媒
体
が
急
遽
大
々
的
な
特
集
を
組
み
、
そ
の
死

を
悼
ん
だ
。
そ
の
中
で
、
保
坂
和
志
が
「
新
潮
」
に
寄
せ
た
追
悼
文
は
、
も
は
や
追
悼
文
の
域
を
超
え
、
本
格
的
な
田
中
小
実
昌
論
た
り
得
て

い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
後
「
ユ
リ
イ
カ
」
が
田
中
小
実
昌
に
関
す
る
特
集
を
組
み
、
『
総
特
集
田
中
小
実
昌
の
世
界
』
と
題
し
た
別
冊
を
刊
行
し
、
そ
れ
ま
で
ほ

ぼ
絶
版
状
態
だ
っ
た
田
中
の
作
品
や
初
期
作
品
を
一
部
掲
載
し
た
。
こ
の
特
集
は
、
そ
れ
ま
で
「
田
中
小
実
昌
」
と
い
う
人
物
を
知
る
こ
と
の

な
か
っ
た
者
た
ち
に
、
そ
の
存
在
を
知
ら
し
め
た
功
績
は
大
な
る
も
の
が
あ
る
。

　
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
、
二
〇
〇
二
年
六
月
か
ら
二
〇
〇
三
年
＝
月
に
か
け
て
、
筑
摩
書
房
か
ら
『
田
中
小
実
昌
エ
ッ
セ
イ
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
』
と
題
さ
れ
た
文
庫
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
文
庫
は
「
ひ
と
」
「
旅
」
「
映
画
」
「
お
ん
な
」
「
コ
ト
バ
」
「
自
伝
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
別
に
全
六

巻
で
編
集
さ
れ
て
お
り
、
田
中
の
作
品
に
手
軽
に
触
れ
る
こ
と
の
出
来
る
入
門
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
雑
誌
類
で
は
、
二
〇
〇
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四
年
四
月
に
河
出
書
房
新
社
よ
り
「
文
芸
」
の
別
冊
と
し
て
『
田
中
小
実
昌
・
コ
ミ
さ
ん
の
不
思
議
な
旅
』
が
発
売
さ
れ
た
。
ま
た
、
今
後
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

同
社
よ
り
絶
版
と
な
っ
て
い
た
作
品
が
数
冊
文
庫
で
復
刊
さ
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
今
は
ま
さ
に
静
か
な
「
田
中
小
実
昌
ブ
ー
ム
」
と
い
っ
て
も

差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
コ
ミ
さ
ん
」
の
名
称
で
親
し
ま
れ
て
き
た
田
中
は
、
小
説
家
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
R
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
な
ど
海
外
ミ
ス
テ
リ
ー
作

家
の
作
品
の
翻
訳
な
ど
と
い
っ
た
多
用
な
活
動
を
通
し
て
世
間
に
そ
の
名
を
広
め
て
き
た
。
ま
た
、
週
刊
誌
に
雑
文
を
発
表
し
た
り
、
テ
レ
ビ

の
ク
イ
ズ
番
組
や
深
夜
番
組
に
出
演
し
た
り
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
活
動
の
場
を
広
げ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
幅
広
い
活
動
の
あ
り
よ
う
が
災
い
し
て
か
、
「
小
説
家
・
田
中
小
実
昌
」
に
対
す
る
評
価
は
、
必
ず
し
も
正
当
に
な
さ
れ

て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え
ば
、
先
の
「
ユ
リ
イ
カ
」
臨
時
増
刊
号
に
お
け
る
星
野
智
幸
の
こ
と
ば
に
「
田
中
小
実
昌
を
初
め
て
知
っ
た

の
は
、
わ
た
し
が
ま
だ
中
学
生
か
、
高
校
生
の
八
〇
年
前
後
、
「
ク
イ
ズ
ダ
ー
ビ
ー
」
に
ゲ
ス
ト
回
答
者
と
し
て
出
て
い
た
と
き
で
す
。
漠
然
と
、

藤
本
義
一
と
か
野
坂
昭
如
と
か
テ
レ
ビ
で
よ
く
見
る
わ
り
に
小
説
は
あ
ま
り
書
か
な
い
作
家
の
一
人
だ
ろ
う
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
し
た
」
と
あ

る
こ
と
が
、
「
小
説
家
・
田
中
小
実
昌
」
の
認
知
度
の
低
さ
を
顕
し
て
い
る
。
ま
た
田
中
の
小
説
に
お
い
て
は
直
木
賞
受
賞
作
「
浪
曲
師
朝
日
丸

　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

の
話
」
「
ミ
ミ
の
こ
と
」
で
す
ら
世
間
一
般
に
お
け
る
認
知
度
は
低
い
。

　
こ
う
し
た
現
状
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
著
作
が
絶
版
で
あ
り
、
入
手
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
田
中
小
実
昌
に
対
す
る
文
学
史

的
位
置
づ
け
は
勿
論
の
こ
と
、
研
究
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
。
書
評
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
木
賞
受
賞
以
後

は
「
直
木
賞
受
賞
作
家
の
作
品
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
な
り
の
数
は
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
田
中
小
実
昌
論
」
や
「
田
中
小
実

昌
作
品
論
」
的
な
も
の
と
な
る
と
、
数
え
る
ほ
ど
し
か
存
在
し
な
い
。
以
下
に
、
書
評
を
除
く
独
立
し
た
、
「
田
中
小
実
昌
論
」
や
「
作
品
論
」

を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
文
芸
」
に
掲
載
さ
れ
た
後
藤
明
生
の
「
失
語
と
表
現
の
関
係
」
は
、
短
い
な
が
ら
も
、
田
中
の
作
品
に
つ
い
て
触
れ
た
初
の
論
考
と
い
っ
て

も
よ
く
、
こ
れ
以
降
の
田
中
小
実
昌
研
究
を
方
向
づ
け
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
藤
の
論
は
『
自
動
巻
時
計
の
一
日
』
の
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な
か
に
「
作
者
の
基
本
姿
勢
」
で
あ
る
「
自
己
卑
小
化
と
道
化
の
形
」
を
見
い
だ
し
た
。
こ
の
指
摘
は
田
中
作
品
を
読
み
解
く
上
で
重
要
な
鍵

と
な
る
。
ま
た
、
後
続
の
研
究
に
お
い
て
も
焦
点
と
な
っ
て
い
る
「
こ
と
ば
」
の
放
棄
の
問
題
を
い
ち
早
く
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
「
失
語
」
的

思
考
放
棄
の
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
た
こ
と
に
、
後
藤
論
の
意
義
は
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
本
格
的
な
論
考
が
登
場
す
る
ま
で
に
は
、

十
年
の
歳
月
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
一
九
八
一
年
に
冬
樹
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
三
浦
雅
士
の
評
論
集
『
私
と
い
う
現
象
』
に
お
い
て
、
三
浦
は
「
小
島
信
夫
と
田
中
小
実
昌
、

ま
た
は
反
転
す
る
文
学
」
と
題
し
、
両
者
の
作
品
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
な
が
ら
、
七
〇
年
代
文
学
を
統
括
し
た
。
こ
の
中
で
三
浦
は
田
中
作

品
の
中
に
「
物
語
へ
の
執
拗
な
問
い
か
け
、
区
切
る
こ
と
へ
の
執
拗
な
問
い
か
け
」
を
見
出
し
、
そ
う
し
た
「
区
切
る
」
行
為
が
七
〇
年
代
文

学
を
読
み
解
く
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
と
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
多
岐
裕
介
は
『
批
評
果
つ
る
地
平
～
現
代
作
家
論
』
に
収
載
の
「
懐
疑
の
果
て
に
1
田
中
小
実
昌
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
」
に
お
い
て
、
「
ポ
ロ
ポ

ロ
」
と
同
題
名
の
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
諸
作
品
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
戦
後
作
家
と
し
て
の
田
中
の
文
学
史
的
位
置
を
定
め
よ
う
と
し
た
。

多
岐
論
は
、
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
軍
隊
小
説
」
が
、
「
我
々
を
残
酷
な
戦
争
に
駆
出
し
た
張
本
人
は
誰
だ
、
と
い
う
憤
り
を
直

接
に
ぶ
ち
ま
け
た
告
白
調
や
（
中
略
）
次
第
に
直
接
経
験
の
記
録
よ
り
も
、
そ
れ
を
戦
後
の
時
間
の
中
で
検
証
し
、
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
重

点
を
移
し
て
き
た
か
に
見
え
る
」
そ
れ
ま
で
の
「
軍
隊
小
説
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
を
貫
く
姿
勢
を
ふ
ま
え
な
が
も
、
「
い
っ
た
い
軍
隊
小
説
っ

て
な
ん
だ
い
？
　
と
い
っ
た
根
本
的
な
問
い
か
け
」
に
到
達
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
田
中
の
「
戦
争
体
験
」
を
描
い
た
小
説
と
多
岐
が
示
す
「
軍
隊
小
説
」
を
同
じ
観
点
か
ら
論
じ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ

　
一
九
八
〇
年
代
後
半
は
田
中
作
品
が
『
昭
和
文
学
全
集
　
第
三
一
巻
』
に
収
録
さ
れ
る
な
ど
、
田
中
小
実
昌
の
認
知
度
が
高
ま
り
、
ま
た
研

究
が
最
も
進
ん
だ
時
代
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
同
全
集
添
付
の
小
冊
子
「
月
報
」
二
四
集
に
収
載
さ
れ
た
柄
谷
行
人
の
「
田
中
小
実
昌
の

『
言
葉
』
」
、
同
全
集
巻
末
収
載
の
池
内
紀
「
田
中
小
実
昌
・
人
と
作
品
」
、
同
じ
く
関
井
光
男
「
田
中
小
実
昌
年
譜
」
は
、
田
中
小
実
昌
研
究
の

進
展
に
大
い
に
貢
献
し
た
。
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柄
谷
は
「
ポ
ロ
ポ
ロ
」
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
田
中
の
哲
学
的
思
考
の
側
面
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
言
葉
を
問
う
言
葉
」
と
い
っ

た
も
の
が
田
中
の
小
説
作
法
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

　
池
内
論
は
、
田
中
の
作
品
を
「
優
し
く
て
難
し
い
無
用
者
の
文
学
」
と
し
な
が
ら
、
一
連
の
「
戦
争
体
験
」
も
の
に
つ
い
て
、
先
の
多
岐
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
同
様
に
こ
れ
ま
で
の
「
戦
争
文
学
」
と
は
異
質
な
も
の
と
指
摘
す
る
ば
か
り
で
、
明
確
な
位
置
づ
け
を
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
文
学
史
的
な
田
中
小
実
昌
の
位
置
づ
け
は
、
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

　
一
九
七
七
年
七
月
「
早
稲
田
文
学
」
に
堀
江
敏
幸
の
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
マ
ー
ロ
ゥ
を
訪
ね
た
チ
ェ
ス
の
名
人
」
が
発
表
さ
れ
た
。
堀
江
論
は
、

そ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
田
中
作
品
に
対
す
る
書
評
や
研
究
の
集
大
成
と
い
っ
て
よ
く
、
前
述
の
後
藤
論
、
三
浦
論
以
降
問
題
と
な
る
「
物
語
」

を
回
避
す
る
田
中
の
姿
勢
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
父
親
の
問
題
や
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
「
哲
学
小
説
」
へ
の
移
行
の
問
題
も
視
野
に
入
れ
た
、

初
の
総
合
的
な
「
田
中
小
実
昌
論
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
「
文
芸
別
冊
　
田
中
小
実
昌
の
世
界
　
コ
ミ
さ
ん
の
不
思
議
な
旅
」
所
収
の
、
井
口
時
夫
「
強
い
ら
れ
た
も
の
を
引
き
受
け
る
こ
と
」

は
、
「
私
小
説
的
に
書
か
れ
た
戦
後
の
文
学
の
な
か
の
兵
隊
」
の
「
無
意
志
、
無
能
」
ぶ
り
に
着
目
し
た
論
を
展
開
し
て
い
る
。
井
口
は
「
強
い

ら
れ
た
も
の
」
と
「
覚
え
込
ん
だ
も
の
」
と
い
う
対
比
を
用
い
な
が
ら
、
田
中
の
作
品
に
数
多
く
登
場
す
る
信
仰
の
問
題
や
、
語
り
の
問
題
に

言
及
し
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
、
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
田
中
小
実
昌
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
目
指
し
た
い
。
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一
九
七
〇
年
代
に
書
か
れ
た
田
中
の
「
戦
争
体
験
」
を
題
材
に
し
た
作
品
に
つ
い
て
考
察
を
す
る
場
合
、
「
復
員
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
な



け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
実
際
、
田
中
小
実
昌
自
身
も
復
員
者
で
あ
る
。
彼
は
一
九
四
四
年
、
満
一
九
歳
の
時
に
、
陸
軍
に
徴
兵
さ
れ
た
。
招
集
後
す
ぐ
さ
ま
、
西
部

四
部
隊
（
山
口
聯
隊
）
に
入
営
し
、
そ
の
五
日
後
に
は
配
属
先
の
中
止
戦
線
に
向
け
て
博
多
港
か
ら
、
朝
鮮
の
釜
山
に
わ
た
っ
た
。
翌
四
五
年
、

正
月
を
南
満
州
鉄
道
の
鉄
道
警
備
隊
中
隊
と
い
う
、
最
前
線
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
戦
場
に
配
属
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
直
接
敵
と
戦
火
を
交
え
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
田
中
に
と
っ
て
本
当
の
「
戦
争
」
は
、
現
場
で
の
体
験
で
は
な
く
、
む
し
ろ
配
属
先
ま
で
の
行
軍
そ
の
も
の
と
、
敗
戦
後
に

内
地
へ
帰
る
ま
で
の
マ
ラ
リ
ア
、
コ
レ
ラ
、
ア
メ
ー
バ
赤
痢
な
ど
と
の
闘
病
、
さ
ら
に
は
復
員
後
の
「
戦
後
社
会
」
へ
の
違
和
感
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
三
点
こ
そ
が
、
田
中
の
描
く
「
戦
争
体
験
」
の
原
風
景
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
一
九
七
〇
年
代
の
文
壇
は
、
小
田
切
秀
夫
が
「
満
州
事
変
か
ら
四
〇
年
の
文
学
の
問
題
」
（
「
東
京
新
聞
」
昭
和
四
六
・
三
）
の
な
か
で
「
内

向
の
世
代
」
と
名
付
け
た
作
家
た
ち
が
活
躍
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
「
内
向
の
世
代
」
の
作
家
た
ち
は
、
「
自
我
を
個
人
的
な
状
況
の
中
だ
け
に

自
己
の
作
品
の
手
応
え
を
求
め
よ
う
」
と
す
る
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
的
な
文
学
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
。
同
時
に
こ
の
時
代
は
、

田
中
の
作
家
活
動
の
ピ
ー
ク
で
も
あ
る
。
当
時
の
文
壇
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
「
内
向
の
世
代
」
の
影
響
を
田
中
が
受
け
て
い
な
い
と
は
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

え
に
く
い
。
た
と
え
ば
、
『
自
動
巻
時
計
の
一
日
』
の
中
で
主
人
公
の
「
お
れ
」
が
し
き
り
に
口
に
す
る
「
カ
ン
ケ
イ
な
い
」
「
し
か
た
が
な
い
」

と
い
っ
た
、
一
種
の
あ
き
ら
め
に
似
た
言
葉
に
は
、
「
内
向
の
世
代
」
の
特
質
で
あ
る
「
外
部
社
会
と
の
接
触
を
避
け
、
内
向
的
に
な
っ
て
い
る
」

姿
勢
に
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
田
中
が
現
実
社
会
を
「
カ
ン
ケ
イ
な
い
」
も
の
と
突
き
放
す
理
由
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
以
下
の
文

を
引
用
す
る
。
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危
機
は
我
々
が
「
現
実
」
に
背
を
向
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
危
機
」
は
む
し
ろ
、
我
々
が
過
剰
な
ほ
ど
「
現
実
」
に
接



触
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
底
で
致
命
的
な
ま
で
に
「
非
現
実
感
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

に
む
し
ば
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

　
「
現
実
」
に
向
け
て
「
カ
ン
ケ
イ
な
い
」
と
言
い
放
つ
田
中
の
姿
勢
は
、
換
言
す
れ
ば
「
非
現
実
感
」
に
蝕
ま
れ
て
い
る
も
の
た
ち
を
描
く
姿

勢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
の
原
点
と
し
て
、
田
中
が
体
験
し
た
「
戦
争
」
に
目
を
向
け
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　
田
中
の
「
戦
争
体
験
」
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
「
復
員
」
と
い
う
単
語
に
収
敏
さ
れ
る
体
験
で
あ
る
。

ま
た
、
「
復
員
」
後
の
「
戦
後
社
会
」
へ
の
「
帰
還
」
も
同
時
に
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
田
中
の
「
戦
争
体
験
」
を
基
盤
と
す
る
作
品
を
仮
に
「
復
員
文
学
」
と
し
て
文
学
史
上
に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
検

証
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

兀

　
「
復
員
文
学
」
と
い
う
用
語
は
、
文
学
史
上
に
お
い
て
一
般
的
に
流
通
す
る
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
こ
で
、
「
復
員
文
学
」
と
い
う
も
の
を
広
義
に
定
義
づ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
形
で
戦
争
に
加
担
し
た
者
ー
戦
地
に
送
ら
れ
た
者

の
み
な
ら
ず
、
内
地
に
お
い
て
動
員
さ
れ
た
者
も
視
野
に
入
れ
る
。
ー
が
敗
戦
後
、
非
常
時
か
ら
日
常
に
戻
り
文
学
活
動
を
行
い
、
そ
の
痕
跡

を
記
し
た
「
作
品
」
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
，

　
し
か
し
な
が
ら
、
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
「
復
員
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
定
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
当
時
の
時
代
状
況
と
も
相
ま
っ

て
誕
生
し
た
「
新
た
な
戦
場
」
、
全
共
闘
運
動
と
の
脈
絡
の
中
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
国
民
的
大
闘
争
」
の
バ
リ
ケ
ー
ド
の
崩
壊
に
よ
り
、

社
会
に
「
帰
還
」
し
た
者
も
「
復
員
者
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
六
〇
年
代
は
、
前
者
の
定
義
に
、
後
者
を
加
え
た
状
態
で
の
「
復
員
」
が

文
学
的
な
視
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
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本
稿
に
お
い
て
は
、
「
復
員
」
「
復
員
者
」
と
い
う
言
葉
を
、
元
来
の
意
味
で
あ
る
前
者
に
限
定
し
た
う
え
で
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
復
員
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
共
同
体
」
が
、
外
的
、
内
的
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
圧
力
に
よ
っ
て
崩
壊
・
解
体
し
、
さ
ら
に
回
収
さ
れ
「
新

し
い
共
同
体
」
へ
と
転
移
す
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
太
平
洋
戦
争
を
こ
こ
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
戦
前
の
帝
国
主
義
（
大
日
本
帝
国
憲
法
に
則
っ
た
「
日
本
」
と
い
う
共
同
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
が
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
受
諾
に
よ
り
、
崩
壊
・
解
体
し
、
解
体
さ
れ
た
「
前
」
共
同
体
は
、
連
合
国
総
司
令
部
に
よ
っ
て
「
回
収
」
さ
れ
、
一
九
四
六
年
＝

月
三
日
に
交
付
さ
れ
た
「
日
本
国
憲
法
」
に
よ
り
、
「
新
た
な
」
共
同
体
へ
と
「
転
移
」
し
た
。

　
こ
の
「
転
移
」
後
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
岐
路
が
あ
っ
た
。
人
は
自
分
の
生
き
る
場
所
を
選
択
す
る
必
要
に
迫
ら

れ
、
そ
の
選
択
の
方
向
は
お
お
む
ね
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
ひ
と
つ
は
「
転
移
」
さ
れ
る
場
所
が
見
つ
け
ら
れ
た
者
（
仮
に
A
と
す
る
）
。
二
つ
め
に
は
「
転
移
」
さ
れ
た
場
所
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
者
（
仮

に
B
と
す
る
）
、
三
つ
目
に
は
、
意
識
的
に
「
転
移
」
し
な
か
っ
た
者
（
仮
に
C
と
す
る
）
で
あ
る
。

　
田
中
の
描
く
「
復
員
者
」
た
ち
は
主
に
A
、
B
の
範
疇
に
あ
て
は
ま
る
者
た
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
A
の
例
と
し
て
は
『
自
動
巻
時
計
の
一
日
』

に
登
場
す
る
「
戦
後
社
会
」
に
順
応
す
る
人
々
た
ち
の
日
常
が
そ
う
で
あ
る
し
、
B
の
例
と
し
て
は
「
北
川
は
ぼ
く
に
」
に
登
場
す
る
北
川
の

姿
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
「
戦
争
」
と
新
た
に
始
ま
っ
た
「
戦
後
」
の
ジ
レ
ン
マ
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
た
だ
「
ぼ
く
」
に
「
お
に
ぎ
り
を
す
す
め
る
」
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

　
こ
こ
に
示
し
た
「
復
員
」
す
な
わ
ち
新
し
い
共
同
体
へ
の
転
移
の
可
能
性
を
問
う
姿
勢
こ
そ
、
田
中
の
文
学
作
品
を
「
戦
後
文
学
史
」
の
な

か
に
お
い
て
、
明
確
な
位
置
づ
け
を
行
う
た
め
に
必
要
な
鍵
な
の
で
あ
る
。

　
戦
後
文
学
に
お
い
て
、
「
戦
争
（
戦
記
）
文
学
」
は
太
平
洋
戦
争
の
事
実
を
追
究
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
大
き
な
目
標
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、

近
年
再
燃
し
て
き
た
「
戦
後
」
へ
の
問
い
か
け
に
お
い
て
、
「
戦
争
文
学
」
の
「
語
り
」
の
問
題
が
、
新
た
に
考
察
す
べ
き
課
題
と
し
て
取
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
加
藤
典
洋
『
敗
戦
後
論
』
や
小
林
よ
し
の
り
『
新
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
　
戦
争
論
』
、
川
村
湊
、
成
田
隆
一
ら
に
よ
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る
「
戦
争
の
語
り
方
」
を
文
学
者
、
歴
史
家
双
方
か
ら
見
直
そ
う
と
い
う
動
き
…
…
そ
う
し
た
動
き
が
連
動
し
て
、
新
た
な
「
戦
後
文
学
史
」

を
構
築
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
に
「
復
員
文
学
」
と
い
う
枠
組
み
を
組
み
込
む
こ
と
も
ま
た
、
新
た
な
「
戦
後
文

学
史
」
を
考
え
る
う
え
で
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
今
ま
で
の
「
戦
争
文
学
」
は
、
我
々
は
帝
国
主
義
の
「
被
害
者
」
で
あ
り
、
同
時
に
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
「
加
害
者
」
で
も
あ
っ
た
、
と

い
う
視
点
で
し
か
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
戦
争
を
「
す
る
」
側
の
視
点
で
し
か
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
し
か
し
、
近
年
、
こ
れ
ま
で
と
は
反
対
の
視
点
か
ら
の
「
語
り
方
」
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
要
性
が
出
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
「
被

害
者
で
あ
る
か
加
害
者
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て
「
国
民
」
と
い
う
主
体
を
想
定
」
し
て
き
た
。
し
か
し
、
「
語
り
」
の
見
直
し
が
な
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
今
、
そ
れ
ま
で
の
「
語
り
」
の
主
体
で
あ
っ
た
「
国
民
」
「
我
々
」
の
自
明
性
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「
語
り
の
位
置
」
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
誰
が
誰
に
向
か
っ
て
、
ど
の
立
場
か
ら
戦
争
を
語
る
の
か
」
や
「
あ
ら
か
じ

め
あ
る
の
で
は
な
く
、
告
発
を
受
け
て
は
じ
め
て
立
ち
あ
が
る
も
の
」
と
し
て
の
「
主
体
」
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
「
復
員
者
の
文
学
」
と
い
っ
た
枠
組
み
を
設
定
し
、
論
じ
る
こ
と
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
は
ず
だ
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
、
「
復
員
」
と
は
「
新
た
な
共
同
体
へ
の
転
移
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
復
員
者
の
文
学
」
を
想
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
浮
遊
し
途
切
れ
途
切
れ
が
ち
な
「
戦
後
文
学
史
」
を
ひ
と
つ
の
糸
で
結
ぶ
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
、
一
九
四
五

年
八
月
一
五
日
の
敗
戦
か
ら
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
の
「
国
民
的
大
闘
争
」
の
時
代
、
果
て
は
現
在
ま
で
を
繋
ぐ
「
戦
後
文
学
史
」
の
構
築

の
ひ
と
つ
の
手
だ
て
に
な
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
田
中
小
実
昌
の
文
学
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
作
品
の
特
異
性
と
作
者
の
社
会
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
文
学
と
し
て
扱
う
こ
と
す
ら
な
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
戦
争
の
語
り
方
」
を
見
直
そ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
今
こ
そ
、
田
中
小
実
昌
作
品
に

「
復
員
文
学
」
と
し
て
の
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
戦
後
」
を
と
ら
え
直
す
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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皿

　
　
　
兵
隊
さ
ん
た
ち
が
大
陸
や
南
方
か
ら
復
員
し
て
か
え
っ
て
く
る
の
を
、
見
た
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
疲
れ
て
、
や
せ
て
、
元
気

　
　
も
な
く
て
、
い
か
に
も
気
の
毒
な
様
子
で
す
。
中
に
は
病
人
に
な
っ
て
、
蝋
の
よ
う
な
顔
色
を
し
て
、
担
架
に
か
つ
が
れ
て
い
る
人
も
あ

　
　
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
竹
山
道
雄
作
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』
の
こ
の
一
節
は
、
「
復
員
」
と
い
っ
た
も
の
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
が
太
平
洋
戦
争

に
敗
戦
し
た
後
、
シ
ベ
リ
ヤ
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
各
地
の
戦
場
へ
と
出
征
し
て
い
た
兵
士
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
方
に
い
た
兵
士

た
ち
も
日
本
へ
「
帰
る
」
こ
と
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
「
復
員
」
の
状
況
も
あ
っ
た
。

　
　
　
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
日
本
の
植
民
地
、
占
領
地
に
住
み
つ
い
て
い
た
人
た
ち
、
訪
れ
て
い
た
人
た
ち
、
そ
こ
で
生
ま
れ

　
　
育
っ
た
人
た
ち
も
、
日
本
人
と
し
て
「
日
本
」
の
四
つ
の
島
（
北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
）
へ
帰
還
す
る
こ
と
を
真
っ
先
に
考
え
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
田
中
も
も
ち
ろ
ん
復
員
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
、
『
ビ
ル
マ
の
竪
琴
』
の
一
節
の
よ
う
に
、
飢
餓
と
病
気
に
冒
さ
れ
、
「
軍
医
も
、
お

ま
え
死
ぬ
よ
」
と
さ
じ
を
投
げ
る
よ
う
な
状
況
の
な
か
か
ら
、
九
死
に
一
生
を
得
、
「
飢
え
と
病
気
の
た
め
、
あ
の
四
年
兵
の
兵
長
み
た
い
に
ジ

ジ
ム
サ
イ
顔
つ
き
に
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
老
衰
し
た
よ
う
」
な
状
態
で
、
や
っ
と
の
こ
と
で
本
土
に
「
帰
還
」
し
た
。

　
敗
戦
後
に
復
員
者
た
ち
が
、
こ
ぞ
っ
て
先
を
争
う
よ
う
に
内
地
を
目
指
し
た
こ
と
を
、
川
村
湊
は
「
日
本
の
戦
後
文
学
は
「
帰
る
」
こ
と
か
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ら
は
じ
ま
っ
た
」
（
『
戦
後
文
学
を
問
う
ー
そ
の
体
験
と
理
念
ー
』
岩
波
新
書
　
一
九
九
五
．
一
）
と
定
義
づ
け
た
。

　
川
村
の
こ
の
定
義
は
、
戦
後
の
文
学
を
再
考
す
る
う
え
で
有
効
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
時
に
田
中
作
品
を
考
察
す
る
う
え
に

お
い
て
も
有
効
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
復
員
者
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
目
指
し
た
「
帰
る
」
場
所
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
「
故
郷
」
と
し
て
の
日
本
で
あ

る
。　

「
復
員
者
」
た
ち
は
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
「
故
郷
」
を
目
指
し
た
。
中
に
は
死
に
よ
っ
て
そ
の
思
い
を
阻
ま
れ
、
「
故
郷
」
に
た
ど

り
着
け
な
か
っ
た
も
の
も
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
肉
体
的
に
「
故
郷
」
に
た
ど
り
着
け
た
も
の
た
ち
全
て
が
、
同
時
に
精
神
的
に
も
「
故
郷
」

に
「
帰
還
」
で
き
た
と
は
必
ず
し
も
言
い
難
い
。

　
そ
の
と
き
、
精
神
的
に
「
帰
る
」
べ
き
「
故
郷
」
を
失
っ
た
復
員
者
た
ち
は
、
彼
ら
の
「
故
郷
」
を
取
り
戻
す
た
め
に
自
ら
の
体
験
を
語
り

は
じ
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
彼
ら
復
員
者
が
「
体
験
」
を
語
る
時
間
は
、
以
下
の
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。

　
①
一
九
四
五
年
か
ら
六
〇
年
代
後
半
ま
で
。

　
②
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
ま
で
。

　
③
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
、
現
在
に
至
る
ま
で
。

　
①
の
時
期
に
お
け
る
「
語
り
」
の
姿
勢
は
『
太
平
洋
戦
争
史
』
や
『
太
平
洋
戦
争
へ
の
道
』
な
ど
と
い
っ
た
通
史
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
太
平
洋
戦
争
の
真
実
や
心
理
を
積
極
的
に
解
明
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
た
。
そ
こ
で
は
、
否
応
な
し
に
戦
争
に
「
巻
き
込
ま

れ
た
」
と
い
っ
た
感
が
強
く
、
語
り
は
「
わ
れ
わ
れ
国
民
」
が
な
ぜ
戦
争
を
開
始
し
、
ま
た
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
惨
状
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
っ

た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
「
わ
れ
わ
れ
国
民
」
は
戦
争
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
侵
略
戦
争
的
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な

が
ら
「
加
害
者
」
わ
れ
わ
れ
と
い
う
意
識
は
弱
く
、
む
し
ろ
「
『
被
害
者
』
わ
れ
わ
れ
が
、
被
害
者
『
わ
れ
わ
れ
』
自
身
に
向
け
る
」
と
い
っ
た
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「
語
り
」
の
手
法
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
②
の
時
期
の
「
語
り
」
は
、
様
々
な
立
場
か
ら
戦
争
に
加
担
し
た
者
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
観
点
か
ら
戦
争
を
「
語
る
」
手
法
を
と
っ

て
い
る
。
成
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
加
害
者
」
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
こ
の
時
期
の
「
語
り
」
か
ら
影
響
を
持
ち
は
じ
め
る
の
で
あ

る
。　

ま
た
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
こ
っ
た
「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
ブ
ー
ム
」
と
も
相
ま
っ
て
「
加
害
者
」
と
し
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
像
を

「
私
」
の
視
点
か
ら
提
供
す
る
「
語
り
」
の
手
法
が
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
七
〇
年
代
に
お
け
る
自
分
史
の
流
行
は
、
敗
戦
時
に
命
か
ら
が
ら

復
員
し
た
世
代
が
「
生
き
る
た
め
」
に
焼
け
跡
の
ド
サ
ク
サ
の
中
で
働
き
始
め
、
後
に
高
度
経
済
成
長
と
い
う
「
経
済
戦
争
」
に
参
加
し
、
定

年
を
迎
え
る
。
気
が
付
け
ば
、
自
分
の
人
生
は
残
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
現
在
」
に
、
も
っ
と
も
燃
焼
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
苦
痛
を
伴
い
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
期
を
書
き
残
す
た
め
の
手
法
と
し
て
の
「
語
り
」
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
高
橋
三
郎
は
、
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
「
戦
争
体
験
」
を
描
い
た
も
の
の
特
徴
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
死
ん
だ
戦
友
に
代
わ
っ
て
抗
議
や
告
発
を
す
る
、
死
ん
だ
戦
友
に
す
ま
な
い
と
い
っ
た
調
子
は
、
戦
争
体
験
者
の
書
い
た
も
の
か
ら
も

少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
消
え
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
死
者
も
生
者
を
も
淡
々
と
し
か
も
克
明
に
描
い
て
い
る
も
の

が
多
く
な
り
ま
す
。

　
戦
争
体
験
を
描
く
際
の
田
中
は
、

の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

確
か
に
高
橋
の
指
摘
す
る
よ
う
な
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
お
　

野
坂
昭
如
と
の
対
談
に
は
、

次

あ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
仲
間
が
「
こ
ん
な
に
つ
ら
い
行
軍
を
し
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
象
徴
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
（
中
略
）
い
ま
だ
に
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「
あ
の
つ
ら
い
行
軍
」
と
い
う
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
名
前
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
る
。

だ
け
ど
、
わ
た
し
た
ち
に
す
れ
ば
、
そ
の
行
軍
し
か
な
い
わ
け
で
す
よ
。

こ
れ
が
、
や
や
イ
ン
チ
キ
で
す
け
ど
ね
。

　
こ
の
発
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
田
中
は
事
実
を
「
事
実
」
そ
の
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
三
浦
雅

士
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
事
実
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
語
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
と
な
く
不
透
明
な
感
じ
」
が
つ
き
ま
と
う
の
も
事
実
で

あ
る
。
同
様
の
指
摘
は
、
堀
江
敏
幸
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
、
「
実
際
「
は
な
し
」
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
語
り
手
の
彷
復
は
、
田
中
小
実
昌
の
生

涯
に
わ
た
る
主
題
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
野
坂
と
の
対
談
の
引
用
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
事
実
」
を
語
る
こ
と
に
、
ど
こ
と
な
く
「
イ

ン
チ
キ
」
な
感
じ
が
伴
う
の
は
、
事
実
を
語
る
際
に
「
あ
の
つ
ら
い
行
軍
」
と
い
っ
た
意
味
が
付
与
さ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
実
に

「
意
味
」
と
い
う
装
飾
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
事
実
が
「
事
実
そ
の
も
の
」
で
な
く
な
る
危
険
性
を
田
中
は
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

①
や
②
の
時
期
の
「
語
り
」
が
、
「
被
害
者
」
の
立
場
の
も
の
で
あ
る
か
「
加
害
者
」
の
立
場
の
も
の
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
「
国
民
」
と

い
う
大
き
な
主
語
を
想
定
し
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
③
の
九
〇
年
代
以
降
の
時
期
に
お
け
る
「
語
り
」
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
前
提
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
「
国
民
」
の
自
明
性
を
疑
う
姿
勢
を
持
ち
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
成
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
語
り
は
以

　
　
　
　
　
　
　
ロ

下
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
れ
ま
で
は
体
験
が
語
ら
れ
て
い
た
。
今
は
記
憶
が
語
ら
れ
て
い
る
と
。

と
い
う
こ
と
と
し
て
考
察
さ
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
。

戦
争
の
語
り
と
は
、
記
憶
を
ど
の
よ
う
な
形
で
表
彰
す
る
か

こ
の
時
期
の
「
語
り
」
を
担
う
も
の
は
、
「
戦
争
体
験
を
持
た
な
い
世
代
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
焦
点
は
「
体
験
を
参
照
系



に
し
な
い
戦
争
の
語
り
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　
田
中
の
戦
争
の
語
り
を
考
察
す
る
際
に
、
こ
れ
ま
で
は
「
物
語
」
の
回
避
と
消
失
の
み
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
語
り
」
の
不
透
明
さ
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
視
点
で
の
考
察
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
い
ま

だ
に
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
問
題
で
も
あ
る
。
後
藤
明
生
は
「
も
う
ひ
と
つ
の
眼
」
の
存
在
を
忘
れ
て
い
る
た
め
に
問
題
が
決
着
を
み
な
い
と

い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
足
り
な
い
の
は
「
も
う
一
つ
の
眼
」
だ
け
で
は
な
い
。
他
者
の
目
の
欠
落
と
同
じ
く
、
田
中
自
身

の
「
事
実
」
を
み
る
「
視
点
」
が
問
題
で
は
な
い
の
か
。
田
中
は
、
自
分
の
体
験
を
「
事
実
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
描
き
出
そ
う
と
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
「
事
実
」
を
語
る
姿
勢
に
は
、
あ
る
種
の
屈
託
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
屈
託
の
内
実
を
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
田
中
の
作
品
を
論
じ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
田
中
の
「
語
り
」
は
、
「
事
実
を
正
確
に
語
ろ
う
と
し
な
が
ら
」
も
、
「
ど
こ
か
し
ら
不
透
明
」
で
あ
る
。
田
中
は
、

自
分
の
体
験
を
題
材
に
し
た
作
品
を
書
く
こ
と
に
よ
り
「
作
家
・
田
中
小
実
昌
」
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
っ
て
き
た
感
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

例
え
ば
、
初
期
の
「
や
く
ざ
ア
ル
バ
イ
ト
」
は
、
田
中
が
二
十
代
に
経
験
し
た
香
具
師
の
生
活
や
、
易
者
と
し
て
全
国
を
巡
業
し
た
経
験
に
基

づ
く
作
品
で
あ
る
。

　
田
中
は
、
こ
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
、
ま
る
で
自
分
を
裸
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
自
己
の
体
験
を
顕
わ
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ひ
と
た
び
「
戦
争
」
体
験
を
描
き
出
せ
ば
、
そ
の
語
り
口
は
急
激
に
重
く
な
り
、
内
容
も
不
透
明
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
は
、
田
中
小
実
昌
の
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。
田
中
の
作
品
に
お
い
て
は
、
「
事
実
」
を
「
事
実
」
と
し
て
語
ろ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
そ
れ
が
「
物
語
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
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こ
の
特
徴
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
む

「
寝
台
の
穴
」

に
お
け
る
次
の
一
節
で
あ
る
。

ぼ
く
は
、
自
分
に
物
語
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
言
葉
こ
そ
が
、
作
品
を
書
く
田
中
の
姿
勢
を
明
確
に
表
し
て
い
る
。

　
自
分
が
体
験
し
て
き
た
こ
と
を
正
確
に
語
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
「
物
語
」
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
田
中
は
、

そ
の
「
物
語
」
を
回
避
す
る
た
め
に
、
「
語
る
」
こ
と
を
停
止
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
田
中
が
、
語
る
こ
と
を
停
止
さ
せ
、
事
実
を
そ
の
ま
ま
語
ろ
う
と
し
な
い
の
は
、
事
実
を
「
語
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
事
実
」
に
何
ら
か
の

意
味
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
う
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
「
寝
台
の
穴
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
あ
な
た
に
と
っ
て
…
…
と
い
う
言
葉
が
、
近
頃
流
行
語
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
チ
キ
の
物
語
用
語
で
あ
る
こ
と
は
ま

ち
が
い
な
い
。
あ
な
た
に
と
っ
て
…
…
と
、
そ
れ
こ
そ
自
分
に
は
対
象
と
し
て
外
に
お
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
も
の
、
対
象
と
し
て
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
を
、
対
象
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
で
き
な
い
こ
と
を
で
き
た
よ
う
な
気
に
な
り
、
や
れ
な
い
こ
と
を
、
や
っ
た
よ
う
な
気

に
な
る
、
そ
れ
は
物
語
の
世
界
だ
ろ
う
。
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こ
こ
で
田
中
は
、
自
己
の
体
験
を
語
る
際
の
他
者
の
関
与
を
拒
否
し
て
い
る
。
自
ら
の
体
験
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
し
か
知
り
得
な
い
の

で
あ
り
、
他
者
が
自
己
の
経
験
の
「
語
り
」
に
関
与
し
て
く
れ
ば
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
「
意
味
」
が
付
随
す
る
。
そ
の
「
意
味
」
こ
そ
が
、

田
中
が
も
っ
と
も
嫌
う
「
物
語
」
そ
の
も
の
な
の
だ
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
「
物
語
」
と
は
、
第
三
者
的
立
場
の
者
が
、
紛
れ
も
な
い
「
事
実
」

そ
の
も
の
に
対
し
て
、
新
た
な
解
釈
を
付
与
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
引
用
の
「
あ
な
た
に
と
っ
て
…
…
」
と
い
う
一
語



に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
確
か
に
田
中
は
小
説
と
い
う
手
段
を
用
い
て
、
自
己
の
体
験
を
「
事
実
」
と
し
て
書
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
書
か
れ
る
内
容
は
、
田
中
自
身

に
と
っ
て
疑
い
よ
う
の
な
い
「
事
実
」
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
「
事
実
」
は
、
他
者
か
ら
の
解
釈
や
改
変
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理

解
し
て
、
田
中
は
作
品
を
執
筆
し
て
い
る
。

　
一
方
で
田
中
は
、
自
己
の
体
験
を
外
部
に
発
信
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
物
語
」
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
説

と
い
う
形
で
外
部
に
自
己
の
体
験
を
発
信
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
他
者
の
解
釈
が
付
随
し
て
く
る
。
そ
の
解
釈
こ
そ
、
「
物
語
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
避
け
た
く
て
も
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ジ
レ
ン
マ
に
気
づ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
作
中
に
書
か
れ
て
い
る
の

（
⑳
）

だ
。

　
い
や
、
世
の
な
か
は
、
み
ん
な
物
語
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
が
い
い
と
か
悪
い
と
か
は
べ
つ
に
し
て
、
そ
れ
に
、
な
に
か
の
役
に
た

つ
の
は
、
物
語
や
、
そ
れ
に
連
な
る
も
の
だ
ろ
う
け
ど
、
少
な
く
と
も
自
分
自
身
に
物
語
を
し
ゃ
べ
っ
た
っ
て
、
つ
ま
ら
な
い
。
自
分
自

身
に
物
語
を
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
た
い
け
な
い
こ
と
と
か
、
間
違
っ
て
い
る
こ
と
と
か
言
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
げ
ん
に
、
つ
ま
ん

な
い
ん
だ
か
ら
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
自
分
で
物
語
と
わ
か
っ
て
る
こ
と
を
、
自
分
に
は
な
し
て
き
か
せ
て
も
…
…
（
中
略
）

　
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
つ
ま
ら
な
く
、
そ
れ
こ
そ
、
物
語
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
は
、
生
き
て
い
る
気
が
し
な
い
…
…

　
「
世
の
中
は
、
み
ん
な
物
語
」
だ
と
い
う
認
識
は
、
き
わ
め
て
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
発
想
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
田
中
が
「
物
語
」
を
回
避

し
た
い
と
思
っ
て
も
、
田
中
が
小
説
と
い
う
作
法
を
用
い
て
外
部
と
接
触
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
語
る
も
の
す
べ
て
が
物
語
に
な
っ
て
い
く
か
ら

だ
。　

先
項
で
は
、
田
中
小
実
昌
の
作
品
に
お
い
て
、
彼
が
「
事
実
」
を
描
き
出
す
と
き
の
姿
勢
に
、
あ
る
種
の
屈
託
を
感
じ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
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屈
託
の
正
体
こ
そ
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
ジ
レ
ン
マ
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
田
中
が
純
粋
に
「
事
実
」
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

ど
う
し
よ
う
も
な
く
そ
れ
が
「
物
語
」
近
づ
い
て
し
ま
う
こ
と
に
気
づ
い
た
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
。
「
事
実
」
を
「
語
る
」

た
め
に
、
外
部
と
接
触
す
れ
ば
、
自
ら
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
以
外
の
「
解
釈
」
が
そ
こ
に
付
け
加
え
ら
れ
「
物
語
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
「
物
語
」

は
田
中
に
と
っ
て
「
つ
ま
ら
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
「
生
き
て
い
る
」
感
覚
を
失
わ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
語
る
こ
と
を
続
行
す

る
こ
と
は
不
可
能
の
は
ず
だ
。
し
か
し
、
「
語
る
」
べ
き
「
事
実
」
は
、
次
か
ら
次
へ
と
自
ら
の
内
奥
か
ら
ポ
ロ
ポ
ロ
と
田
中
の
口
を
通
じ
て
溢

れ
出
て
く
る
。
そ
の
た
め
、
田
中
は
語
る
こ
と
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
宿
命
的
と
も
言
え
る
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
、
田
中
は
あ
る

「
語
り
」
の
方
法
を
選
択
し
た
。
そ
の
方
法
は
、
彼
の
作
品
の
至
る
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
「
カ
ン
ケ
イ
な
い
」
「
仕
方
が
な
い
」
「
ど
う
し
よ

う
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
、
語
り
を
放
棄
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
外
部
と
の
接
触
を
か
た
く
な
に
拒
み
、
自
己

の
内
部
に
潜
り
、
そ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
内
向
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
田
中
は
外
部
の
現
実
か
ら
目
を
背
け
て
内
向
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

む
し
ろ
、
現
実
も
、
内
面
も
す
べ
て
が
信
じ
切
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
希
薄
な
内
面
に
潜
り
、
そ
こ
か
ら
外
部
と
接
触
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
の
か
。
そ
れ
は
戦
争
体
験
、
な
ら
び
に
復
員
体
験
を
題
材
に
し
た
作
品
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
戦
争
や
復
員
と
い
う
事
実
を
そ
の
ま
ま

外
に
出
す
の
で
は
な
く
、
い
っ
た
ん
内
面
で
消
化
し
、
そ
れ
を
小
説
と
い
う
形
で
外
部
と
接
触
さ
せ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
争
を
題
材
と
し
た

最
初
の
作
品
を
発
表
す
る
の
に
、
約
二
〇
年
も
の
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
内
面
か
ら
外
部
へ
と
接
触
す
る
姿
勢
は
、
内
向

の
世
代
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
作
家
群
の
あ
り
よ
う
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
古
井
由
吉
や
後
藤
明
生
な
ど
の
作
品
に
見
ら
れ
る
、
言
語
化

で
き
な
い
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
や
、
意
識
で
き
な
い
も
の
を
何
と
か
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
田
中
小
実
昌
の
作
品
に

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

　
田
中
は
、
外
部
の
現
実
と
の
接
触
を
拒
み
、
内
向
し
つ
つ
も
、
ま
た
一
方
で
は
語
る
べ
き
「
事
実
」
を
小
説
と
い
う
方
法
を
用
い
て
外
部
に

接
触
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
も
し
く
は
、
対
談
や
講
演
、
テ
レ
ビ
出
演
と
い
っ
た
場
に
お
い
て
、
口
頭
で
「
事
実
」
を
不
特
定
多
数
の
他
者
に
向
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か
っ
て
発
話
す
る
。
そ
の
と
き
に
、
田
中
は
語
ら
れ
る
「
事
実
」
が
、
「
物
語
」
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
極
め
て
自
覚
的
な
の
だ
。

　
つ
ま
り
、
小
説
を
書
く
と
い
う
行
為
に
せ
よ
、
発
話
行
為
に
せ
よ
、
外
界
に
対
し
、
自
己
の
内
面
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
す
る
行
為
自
体
が
意
識

の
屈
折
を
は
ら
み
、
誤
謬
、
隠
蔽
、
欺
購
、
更
に
自
己
欺
購
に
さ
え
通
じ
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
に
田
中
は
気
づ
い
て
い
る
の
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
、
田
中
は
事
実
を
伝
達
す
る
こ
と
自
体
を
放
棄
し
、
「
カ
ン
ケ
イ
な
い
」
「
仕
方
が
な
い
」
「
し
ょ
う
が
な
い
」
と
い
っ
た
言
葉
で
わ
れ

わ
れ
を
突
き
放
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
田
中
は
「
語
る
」
こ
と
を
や
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
内
奥
か
ら
突
き
上
げ
て
く
る

よ
う
な
、
彼
に
と
っ
て
は
宿
命
的
な
行
為
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
田
中
は
、
口
を
開
け
ば
「
事
実
」
が
「
物
語
」
化
す
る
こ
と

を
理
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
内
奥
か
ら
の
「
他
者
に
向
け
て
語
る
」
と
い
う
欲
求
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
「
語

る
」
こ
と
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
は
投
げ
や
り
な
言
葉
に
ま
か
せ
て
、
そ
の
語
り
を
無
理
矢
理
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
事
実
」
を
嘘
偽
り
な
く
、
そ
の
も
の
と
し
て
伝
え
る
た
め
に
は
、
「
事
実
」
を
語
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
逆
説
的
な
考
え
方
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
田
中
の
あ
り
よ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
読
み
手
を
混
乱
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
に
彼
の
作
品
に
対
す
る
「
不
透
明
」
「
曖
昧
」
と
い
っ
た
印
象
を
も

た
せ
る
大
ぎ
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
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終
わ
り
に

　
序
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
田
中
小
実
昌
の
作
品
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
す
ら
忘
れ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
は
、
一
部
の

熱
狂
的
な
読
者
に
よ
っ
て
の
み
支
持
さ
れ
、
そ
し
て
い
ず
れ
は
消
え
て
い
く
運
命
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
「
戦
争
の
語

り
方
」
の
諸
問
題
や
、
戦
後
を
見
直
す
と
い
う
気
運
か
ら
、
奇
跡
的
と
も
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
偶
然
に
、
田
中
小
実
昌
の
作
品
は
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。



　
し
か
し
、
い
ざ
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
と
、
彼
の
作
品
に
は
、
戦
後
を
問
い
直
す
た
め
の
必
要
な
諸
問
題
が
数
多
く
内
包
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
判
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
意
識
が
、
最
近
の
田
中
小
実
昌
ブ
ー
ム
の
一
端
を
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
て
、
田
中
の
文
学
史
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
序
で
も
述
べ
た
ご
と
く
、
現
在
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
従
軍
体
験
や
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
復
員
体
験
を
描
い
た
一
連
の
小
説
は
、
現
在
の
文
学
史
上
に
お
け
る
「
戦
争
文
学
」
の
あ
り

方
を
再
考
さ
せ
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
る
に
違
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
「
内
向
の
世
代
」
と
共
通
す
る
思
考
の
あ
り
方
は
、
田
中
小
実
昌
の
文

学
を
新
た
な
枠
組
み
に
組
み
込
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。

　
ま
た
、
「
語
り
」
の
諸
問
題
は
、
田
中
小
実
昌
の
文
学
的
な
姿
勢
は
も
と
よ
り
、
彼
自
身
が
戦
後
の
日
常
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
向
き
合
い

方
を
し
て
い
た
の
か
を
解
き
明
か
す
重
要
な
鍵
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
田
中
小
実
昌
の
語
り
に
現
れ
た
不
透
明
さ
や
暖
昧
さ
に
は
、

事
実
を
事
実
そ
の
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
の
不
可
能
性
に
気
づ
き
つ
つ
も
、
何
と
か
そ
れ
を
可
能
に
し
よ
う
と
格
闘
し
て
き
た
田
中
の
姿
が
隠

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
内
面
に
お
い
て
言
語
化
で
き
な
い
も
の
を
何
と
か
し
て
表
象
し
よ
う
と
す
る
作
家
的
意
図
が
見
ら
れ
る
。
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
こ
そ
内
向
の
世
代
と
田
中
小
実
昌
に
見
ら
れ
る
共
通
の
思
考
形
式
な
の
で
あ
る
。
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註（
1
）
六
月
臨
時
増
刊
号
　
第
三
二
巻
第
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
　
六
月
二
五
日
　
青
土
社
）

（
2
）
二
〇
〇
四
年
十
一
月
現
在
、
『
香
具
師
の
旅
』
（
二
〇
〇
四
・
七
）
、
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
（
二
〇
〇
四
・
八
）
、
『
自
動
巻
時
計
の
一
日
』
（
二
〇
〇
四
・
九
）

　
の
三
冊
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
（
い
ず
れ
も
河
出
書
房
新
社
）

（
3
）
田
中
小
実
昌
著
『
香
具
師
の
旅
』
（
｝
九
七
九
年
二
月
一
〇
日
　
泰
流
社
）
収
載
。

（
4
）
（
3
）
に
同
じ
。

（
5
）
「
文
芸
」
（
一
九
七
一
年
一
〇
月
号
河
出
書
房
新
社
）
に
収
載
。

（
6
）
『
批
評
果
つ
る
地
平
』
（
一
九
八
五
年
二
月
　
旺
史
社
）



（
7
）
一
九
入
八
年
一
二
月
に
小
学
館
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

（
8
）
論
中
に
お
い
て
、
池
内
は
多
岐
が
用
い
た
「
軍
隊
小
説
」
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
い
な
い
。

（
9
）
×
〉
≦
＞
O
同
夢
ム
ッ
ク
「
文
芸
別
冊
［
総
特
集
］
田
中
小
実
昌
　
コ
ミ
さ
ん
の
不
思
議
な
旅
」
（
二
〇
〇
四
年
四
月
二
〇
日
　
河
出
書
房
新
社
）

（
1
0
）
一
九
七
一
年
八
月
一
〇
日
　
河
出
書
房
新
社
。
書
き
下
ろ
し
の
長
編
小
説
。

（
1
1
）
一
九
七
一
年
三
月
二
三
日
か
ら
同
年
五
月
一
九
日
に
か
け
て
「
東
京
新
聞
」
夕
刊
上
で
交
わ
さ
れ
た
柄
谷
行
人
と
小
田
切
秀
雄
の
「
内
向
の
世
代
」

　
を
め
ぐ
る
論
争
か
ら
引
用
。
こ
の
引
用
部
分
は
柄
谷
の
も
の
で
あ
る
。

（
1
2
）
一
九
九
七
年
八
月
五
日
　
講
談
社
。

（
1
3
）
一
九
九
八
年
七
月
　
幻
冬
舎
。

（
1
4
）
「
赤
と
ん
ぼ
」
一
九
四
七
年
三
月
、
同
年
九
月
か
ら
一
九
四
八
年
二
月
に
か
け
て
連
載
。
単
行
本
と
し
て
は
一
九
四
八
年
に
中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
。

（
1
5
）
川
村
湊
、
成
田
龍
一
ら
に
よ
る
「
戦
争
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
か
』
（
一
九
九
九
年
八
月
　
朝
日
新
聞
社
）
中
の
同
名
の
章
に
お
け
る
、
成
田

　
の
位
置
づ
け
に
よ
る
。

（
1
6
）
『
不
純
異
性
交
友
録
』
（
一
九
七
四
年
四
月
　
三
笠
書
房
）
収
載
。
「
「
践
」
に
か
え
て
巻
末
対
談
　
戦
後
ち
ょ
ん
ぼ
風
雲
録
」
よ
り
引
用
。

（
1
7
）
（
1
5
）
に
同
じ
。

（
1
8
）
一
九
五
〇
年
に
「
文
藝
春
秋
」
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
。
当
時
は
、
田
中
小
実
昌
名
義
で
は
な
く
、
上
田
玄
太
の
名
で
発
表
さ
れ
た
。
現
在
は
、
（
1
）

　
の
中
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
9
）
『
ポ
ロ
ポ
ロ
』
（
一
九
七
九
年
五
月
　
中
央
公
論
社
）
に
収
載
。

（
2
0
）
（
1
9
）
に
同
じ
。

（
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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