
戦
時
体
制
下
の
文
学
者
日

1
窪
川
鶴
次
郎
論
1

都

築

久

義

は
じ
め
に

　
窪
川
鶴
次
郎
は
今
年
の
六
月
十
五
日
、
七
十
一
才
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
新
聞
の
報
道
記
事
も
小
さ
く
、
格
別
に
追
悼
文
を
載
せ
た
と
い

う
形
跡
も
、
管
見
で
は
『
赤
旗
』
以
外
に
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
文
芸
雑
誌
で
も
『
新
日
本
文
学
』
の
菊
池
章
一
、
『
民
主
文
学
』
の
佐

藤
静
夫
く
ら
い
し
か
、
私
は
見
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
扱
い
は
い
か
に
も
彼
の
現
在
の
評
価
を
象
徴
し
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
の
「
民
主
、
王
義

文
学
者
」
の
一
つ
の
典
型
を
具
現
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　
昨
年
、
僚
友
小
田
切
秀
雄
が
、
窪
川
の
仕
事
を
あ
つ
め
て
『
昭
和
十
年
代
文
学
の
立
場
』
　
（
河
出
書
房
新
社
、
昭
4
8
．
7
）
を
編
ん

だ
。
　
「
窪
川
鶴
次
郎
は
、
昭
和
文
学
の
実
質
的
代
表
的
な
批
評
家
の
一
人
で
あ
る
。
　
か
れ
の
仕
事
の
う
ち
か
ら
主
要
な
も
の
を
え
ら
ん

で
、
い
ま
こ
こ
に
一
巻
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
の
、
根
本
の
理
由
は
そ
れ
に
尽
き
る
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。
小
田
切
は
敗
戦
直
後
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
て
も
、
相
変
ら
ず
窪
川
へ
の
評
価
は
変
え
て
い
な
い
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

　
窪
川
が
昭
和
文
学
の
実
質
的
代
表
的
な
批
評
家
の
一
人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
彼
の
事
実
上
の
文
学
的
出
発
が
昭
和
九
年
で

あ
る
か
ら
、
　
「
昭
和
十
年
代
文
学
」
者
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
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2
1

　
そ
し
て
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
自
己
の
青
春
時
代
を
む
か
え
、
そ
こ
で
知
的
青
年
に
と
っ
て
不
可
避
な
マ
ル
ク
ス
主
義



体
験
を
通
過
し
、
や
が
て
「
転
向
」
、
戦
時
下
の
活
躍
を
経
て
、
敗
戦
と
と
も
に
「
民
主
主
義
」
を
叫
ん
だ
、
と
い
う
彼
の
閲
歴
は
、
そ
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2

の
ま
ま
日
本
型
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
を
体
現
す
る
一
人
で
あ
る
こ
と
も
私
の
興
味
を
そ
そ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
戦
時
下
知
識
人
、
な
か
で
も
文
学
者
の
動
向
に
興
味
と
関
心
を
持
っ
て
い
る
私
は
、
い
ま
さ
ら
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
が
、

窪
川
の
他
界
し
た
の
を
機
に
、
彼
の
戦
時
下
の
仕
事
と
、
そ
れ
に
対
す
る
戦
後
の
評
価
に
つ
い
て
、
　
こ
の
際
も
う
一
度
検
討
し
て
み
た

い
と
思
う
。

　
窪
川
鶴
次
郎
に
「
日
本
文
学
の
位
置
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
後
述
す
る
『
再
説
現
代
文
学
論
』
巻
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
日

本
文
学
報
国
会
の
結
成
式
に
参
列
し
た
の
を
機
会
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
窪
川
独
特
の
抽
象
的
な
文
面
で
あ
る
た
め
に
、
い
わ
ば
両
義
に

解
釈
で
き
て
、
彼
を
「
抵
抗
」
の
文
学
者
に
す
る
場
合
も
、
彼
を
権
力
へ
の
「
迎
合
」
者
と
見
な
す
場
合
に
も
、
こ
れ
が
引
き
合
い
に
出

さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
こ
れ
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
、
吉
本
隆
明
流
に
言
え
ば
、
第
二
段
転
向
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
だ
と
見
る

か
、
そ
れ
と
も
轄
晦
低
迷
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
「
抵
抗
」
の
姿
勢
を
堅
持
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
解
釈
の
し
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
両
説

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

成
立
つ
と
い
う
し
ろ
も
の
で
あ
る
。

　
と
い
っ
て
も
、
前
者
と
見
る
の
は
比
較
的
容
易
で
、
素
直
に
読
め
ば
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
後
者
と
読
む
の
は
い
さ
さ
か
先
入
観
や
予
見

的
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
少
し
長
い
が
左
に
抜
奉
す
る
。

ω
　
日
本
文
学
報
国
会
の
結
成
式
が
本
日
（
昭
和
十
七
年
六
月
十
八
日
）
日
比
谷
公
会
堂
で
挙
行
さ
れ
た
。

　
員
で
あ
っ
た
。
各
部
代
表
た
ち
の
祝
辞
に
傾
聴
し
な
が
ら
、
私
は
深
い
感
慨
を
催
し
た
一
人
で
あ
る
。

会
場
は
文
字
ど
ほ
り
満



②
　
日
本
文
学
報
国
会
要
綱
第
二
条
（
事
業
）
は
、
そ
の
第
一
項
に
、
皇
国
文
学
者
と
し
て
の
世
界
観
の
確
立
、
第
二
項
に
、
文
芸

　
政
策
の
樹
立
並
に
遂
行
へ
の
協
力
、
　
と
書
か
れ
て
ゐ
る
。
日
本
の
文
学
が
、
全
体
的
に
完
全
に
打
っ
て
一
丸
と
な
り
且
つ
公
然

　
と
、
自
己
の
課
題
と
し
て
世
界
観
の
問
題
を
提
出
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
実
に
瞠
目
す
べ
き
事
柄
で
、
未
だ
か
つ
て
見
ら
れ
な
か

　
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
然
し
、
か
や
う
な
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
そ
れ
を
国
家
的
見
地
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
と
い
ふ
こ

　
と
よ
り
外
な
い
で
あ
ら
う
。

③
　
か
つ
て
思
想
は
芸
術
を
殺
す
と
さ
へ
言
は
れ
た
。
　
こ
れ
ま
で
思
想
が
芸
術
に
よ
っ
て
敵
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と

　
は
、
何
人
も
否
定
し
難
い
で
あ
ら
う
。
か
か
る
偏
見
は
日
本
的
な
芸
術
観
を
特
色
づ
け
て
さ
へ
ゐ
る
。
こ
の
黒
想
の
敵
視
は
、
芸

　
術
の
独
創
性
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
尊
重
す
る
精
神
に
基
づ
い
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
し
て
思
想
は
常
に
芸
術
と
の

　
対
立
に
お
い
て
、
和
解
し
難
い
対
立
と
さ
へ
考
え
ら
れ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
、
日
本
文
学
の
真
に
新
た
な
発
足
に
と
っ
て
、

　
先
づ
第
一
に
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
皇
国
文
学
者
と
し
て
の
世
界
観
の
確
立
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
も
は
や
思
想
に
つ
い

　
て
の
些
か
の
偏
見
を
も
そ
の
ま
ま
に
し
て
一
歩
で
も
先
へ
す
す
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

㈲
　
私
た
ち
が
世
界
観
の
問
題
を
特
に
取
り
あ
げ
る
と
き
は
、
　
そ
の
世
界
観
は
私
た
ち
の
中
に
た
だ
在
る
も
の
と
し
て
の
そ
れ
で
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は
な
い
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
、
新
た
な
世
界
観
の
意
識
的
な
形
成
を
め
ざ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
新
た
な
世
界
観
の
形
成

　
は
他
の
何
処
に
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
自
身
の
中
よ
り
外
に
は
な
い
。
そ
れ
は
既
に
在
る
も
の
と
し
て
の

　
世
界
観
の
変
革
で
あ
る
。
形
成
は
絶
え
ざ
る
変
革
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
私
た
ち
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
　
　
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
革
新
で
あ
り
、
不
断
の
闘
ひ
で
あ
る
。
新
た
な
世
界
観
の
形
成
は
、
単
な
る
決
意
や
良
心
や
告
白
だ
け
に
よ
っ
て
為
し
遂
げ
ら
れ



得
る
ほ
ど
、
と
か
く
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
　
（
略
）
自
己
革
新
は
、
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な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
革
新
は
絶
え
ざ
る
自
己
の
発
見
で
あ
る
。
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ど
こ
ま
で
も
実
践
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
性
的

一

　
　
⑤
　
新
た
な
世
界
観
と
そ
の
方
法
も
ま
た
、
既
に
私
た
ち
の
中
に
在
る
も
の
と
し
て
の
世
界
観
の
現
実
的
な
在
り
方
と
支
配
と
の
複

　
　
　
雑
性
の
中
に
の
み
捉
へ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
行
は
れ
る
最
も
実
践
的
な
、
個
性
的
な
自
己
革
新
と
自
己
発
見
の
闘
ひ
に
お
い
て
、
独

　
　
　
創
性
が
期
待
さ
れ
な
い
筈
は
な
い
。
独
創
性
こ
そ
却
っ
て
世
界
観
に
つ
い
て
真
の
理
解
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
皇
国
文
学
者

　
　
　
と
し
て
の
世
界
観
の
樹
立
は
、
理
論
的
に
も
、
実
践
的
に
も
、
実
に
広
汎
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
必
至
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
想
像

　
　
　
さ
れ
る
。
　
（
傍
点
原
文
）

　
平
野
謙
は
例
の
『
昭
和
文
学
史
』
で
こ
れ
に
つ
い
て
「
窪
川
鶴
次
郎
は
く
国
家
的
見
地
に
お
い
て
取
り
上
げ
V
ら
れ
た
こ
の
世
界
観
と

文
芸
政
策
と
の
関
聯
を
ま
こ
と
し
や
か
に
論
じ
た
が
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
表
明
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
、
窪
川
は
一
文
学
者
と
し
て
棲
息
す

る
」
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
L
と
、
彼
の
苦
し
い
立
場
と
苦
衷
に
理
解
を
示
し
た
。
当
時
乱
れ
飛
ん
だ
筆
詠
や
「
非
国
民
」
的
告
発

を
例
証
し
、
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
な
が
ら
、
「
こ
う
い
う
一
種
の
自
己
証
明
を
こ
と
あ
る
ご
と
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、

旧
左
翼
作
家
を
筆
頭
と
す
る
人
々
の
苦
衷
が
あ
っ
た
。
」
と
、
同
情
す
る
。

　
た
し
か
に
、
あ
の
時
代
に
は
時
局
に
非
協
力
的
素
振
り
を
見
せ
た
り
す
る
者
へ
の
筆
詠
や
、
魔
女
狩
り
の
よ
う
な
告
発
が
あ
ち
こ
ち
に

見
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
時
の
権
力
者
か
ら
敵
視
さ
れ
て
い
た
一
部
旧
左
翼
や
自
由
主
義
者
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
ス
ネ
に
傷

持
つ
者
が
、
常
に
ビ
ク
ビ
ク
し
、
動
揺
し
、
権
力
に
迎
合
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
空
気
が
漂
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
転
向
者
」
の
群
れ
が
と
り
わ
け
「
陰
惨
な
挑
発
者
の
ま
な
ご
を
た
え
ず
背
中
に
感
じ
」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
雰
囲

気
が
横
溢
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
察
し
が
つ
く
。



、

　
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
実
は
こ
の
「
転
向
者
」
達
も
か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
全
盛
時
代
に

は
、
　
「
左
翼
に
あ
ら
ず
ん
ば
人
に
あ
ら
ず
」
の
調
子
で
、
筆
諒
や
告
発
、
挑
発
に
近
い
罵
倒
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
国
家
権
力
が
直
接
手
を
下
す
ま
で
の
数
年
間
は
、
文
筆
業
者
の
首
を
実
際
に
押
さ
え
て
い
た
の
は
、
出
版
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

資
本
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
も
商
品
と
な
る
限
り
利
用
す
る
、
と
い
う
寛
容
さ
が
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「
商
業
左
翼
」
が
横
行
し
て
い
る
時
代
に
彼
等
か
ら
の
罵
倒
に
た
え
る
に
は
、
相
当
の
勇
気
と
自
信
が
い
る
。
新
・
旧
「
左
翼
」
か
ら
の

筆
詠
、
告
発
、
挑
発
は
も
う
一
度
あ
る
。
敗
戦
直
後
で
あ
る
。
　
「
戦
争
犯
罪
人
」
の
告
発
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
結
果
的
に
、
国
家

権
力
（
当
時
は
連
合
軍
）
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
戦
争
反
対
者
」
と
「
戦
争
犯
罪
人
」
を
同
等
に
扱
う
こ
と
は
異
論
が
残
る
と
し
て

も
、
そ
の
判
断
を
し
た
の
は
と
も
に
被
権
力
者
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
問
題
が
あ
ろ
う
。
権
力
者
が
指
向
し
て
い
る
方
向
に
、
被
権
力
者

が
協
力
し
、
そ
れ
が
筆
詠
、
密
告
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
被
害
者
」
の
受
け
た
動
揺
や
苦
痛
、
不
安
、
そ
れ
が
も
た
ら

す
「
陰
惨
」
な
状
況
は
、
こ
と
が
「
右
翼
」
か
ら
な
さ
れ
よ
う
が
、
「
左
翼
」
か
ら
発
せ
ら
れ
よ
う
が
同
じ
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
組
織
で
あ
れ
国
家
で
あ
れ
、
そ
の
統
制
が
強
化
さ
れ
、
弾
圧
が
厳
し
く
な
る
と
、
必
ず
、
密
告
や
告
発
が
横

行
す
る
、
逆
に
い
え
ば
そ
う
す
る
こ
と
が
一
つ
の
自
衛
手
段
で
あ
り
、
　
そ
う
い
う
形
で
自
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
　
と
い
う
「
組
織

悪
」
や
「
国
家
悪
」
、
さ
ら
に
は
人
間
の
「
弱
さ
」
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
至
す
と
実
は
私
に
は
そ
の
こ
と
の
方
が
気
が
め
い
る
。

　
も
う
一
点
こ
の
時
代
の
筆
諒
や
告
発
、
密
告
に
つ
い
て
留
意
し
た
い
の
は
、
右
に
述
べ
た
の
と
は
異
質
な
、
い
わ
ば
素
朴
で
む
し
ろ
誠

実
な
そ
れ
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
戦
い
の
目
的
が
何
で
あ
れ
、
大
多
数
の
庶
民
や
若
者
は
、
祖
国
の
危
機
を
感
じ
、
祖
国
を
守
る
こ
と
を
信
じ
、
親
を
捨
て
、
妻
子
と
別

れ
て
、
異
郷
の
戦
場
で
命
を
賭
け
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
の
イ
ン
テ
リ
の
な
か
に
は
、
決
意
に
燃
え
ず
、
の
み
な
ら
ず
、
反

戦
や
嫌
戦
の
名
分
の
も
と
に
、
自
己
の
「
安
全
」
に
執
心
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
彼
等
を
現
実
に
親
を
失
い
、
子
を
亡
く
し
、
夫
を
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奪
れ
た
者
達
が
「
告
発
」
し
「
筆
詠
」
し
た
い
、
と
い
う
感
情
に
駆
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
切
実
な
心
情
を
慮
か
れ
ば
、
私
は
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
ち
が
い
に
非
難
で
き
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
そ
の
問
題
は
さ
て
お
き
、
平
野
は
こ
う
も
言
う
。
窪
川
は
皇
国
主
義
者
と
し
て
の
世
界
観
を
持
ち
出
し
な
が
ら
、
日
本
的
世
界
観
そ
の

も
の
を
ほ
と
ん
ど
論
じ
な
か
っ
た
。
「
窪
川
は
日
本
的
世
界
観
な
ど
と
い
う
も
の
の
非
合
理
性
を
、
　
に
お
わ
す
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ

た
。
た
だ
世
界
観
の
問
題
は
大
事
だ
ぞ
、
そ
れ
は
レ
デ
イ
・
メ
イ
ド
の
も
の
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
そ
、
と
し
か
い
え
な
か
っ
た
。
こ
う
い
う

窪
川
の
す
が
た
」
は
ま
こ
と
に
「
哀
れ
」
だ
っ
た
と
。

　
平
野
の
弁
護
の
仕
方
は
い
わ
ゆ
る
状
況
証
拠
を
強
調
し
、
い
わ
ば
情
状
酌
量
を
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
前
提
に

は
、
彼
の
「
前
歴
」
か
ら
推
測
し
て
「
旧
左
翼
」
は
、
権
力
に
基
本
的
に
は
抵
抗
し
た
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
窪
川

は
林
房
雄
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
鮮
か
な
「
転
向
」
ぶ
り
を
露
呈
し
な
か
っ
た
か
ら
、
　
「
偽
装
転
向
」
説
も
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
彼

の
「
救
い
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
よ
う
に
、
世
界
観
一
般
を
論
じ
た
文
章
を
抽
出
す
れ
ぱ
、
両
義
解
釈
で
き
る
の
で
、
平
野
の

ご
と
き
見
解
も
成
立
つ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
次
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
点
は
、
も
と
も
と
文
芸
評
論
家
と
し
て
出
発
し
て
か
ら
の
論
文
、
エ
ッ
セ
イ
は
ほ
と
ん
ど
一
般
論
、
原
則
論
、
原
理
を
述
べ
て
い

る
。
後
で
詳
述
す
る
が
、
民
族
論
、
　
「
人
間
に
還
れ
」
論
、
　
「
政
治
と
文
学
論
」
等
に
つ
い
て
、
明
確
な
自
己
の
立
場
を
表
明
し
て
い
な

い
。
そ
れ
は
偽
装
な
ど
で
は
な
く
彼
の
資
質
、
性
格
の
問
題
で
あ
る
。

　
第
二
点
は
、
彼
の
「
後
歴
」
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
の
彼
の
姿
勢
は
明
白
で
あ
る
。
日
本
的
世
界
観
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

た
と
え
ぱ
、
　
「
現
代
の
超
克
」
と
い
っ
た
際
ど
い
エ
ッ
セ
イ
も
あ
る
。
こ
の
内
容
は
省
く
が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
「
皇
国
文
学
叢
刊
」
の

一
著
『
超
克
の
美
』
　
（
昭
森
社
、
昭
1
8
’
9
）
に
収
載
さ
れ
、
執
筆
陣
の
顔
ぶ
れ
の
な
か
に
は
、
蓮
田
善
明
や
藤
田
徳
太
郎
の
い
る
こ
と



を
想
起
す
れ
ぱ
、
何
を
意
味
す
る
か
は
容
易
に
理
解
で
き
る
。

　
第
三
点
は
、
　
引
用
③
以
降
で
明
き
ら
か
な
こ
と
は
、
　
か
つ
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
論
の
裏
返
え
し
で
あ
る
こ
と
は
瞭
然
と
し
て
い

る
。
思
想
と
芸
術
の
対
立
と
い
う
発
想
は
、
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
の
常
套
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
偏
見
を
今
こ
そ
正
せ
と
言
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
て
い
ね
い
に
も
、
　
「
単
な
る
決
意
や
良
心
や
告
白
だ
け
に
よ
っ
て
為
し
と
げ
ら
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
実
践
と
態
度
で

示
せ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
発
言
で
あ
っ
て
、
権
力
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
力
強
い
主
張
は
な
い
。

　
第
四
点
、
こ
の
点
が
む
し
ろ
一
番
疑
問
で
あ
る
の
だ
が
、
窪
川
が
な
ぜ
、
　
「
自
己
照
明
」
を
必
要
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
平
野
は
窪
川
へ

の
筆
詠
を
例
示
し
て
い
る
が
、
あ
の
当
時
の
筆
詠
は
「
旧
左
翼
」
だ
け
で
は
な
い
。
戦
後
厳
し
く
指
弾
さ
れ
た
尾
崎
士
郎
で
さ
え
、
受
け

て
い
る
、
と
い
う
よ
り
は
、
誰
彼
か
ま
わ
ず
、
あ
っ
た
と
い
っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
後
述
す
る
と
お
り
、
窪
川
は
昭
和
十
四
年
か
ら
二
十

年
ま
で
の
、
極
端
に
出
版
情
勢
の
苛
烈
な
時
期
に
お
い
て
、
六
冊
も
の
著
書
を
世
に
出
し
て
い
る
。
年
譜
を
見
れ
ば
、
　
『
新
潮
』
と
の
か

か
わ
り
が
一
番
深
く
、
あ
ち
こ
ち
の
座
談
会
に
顔
を
出
し
、
　
『
文
学
者
』
の
同
人
に
顔
を
連
ね
、
　
『
中
外
商
業
新
聞
』
で
は
文
芸
時
評
も

担
当
し
て
い
る
。
　
「
自
己
照
明
」
が
必
要
な
ほ
ど
、
彼
は
「
危
険
」
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
小
原
元
は
、
　
『
国
文
学
』
の
「
特
集
・
昭
和
十
年
代
の
文
学
」
　
（
昭
4
0
・
6
）
で
、
　
「
戦
時
下
の
窪
川
鶴
次
郎
の
評
論
」
を
論
じ
て
い

る
。　

小
原
の
論
文
は
、
戦
時
下
の
窪
川
の
評
論
活
動
の
中
心
軸
が
、
『
現
代
文
学
論
』
　
（
後
出
）
と
『
再
説
現
代
文
学
論
』
　
（
後
出
）
に
あ

る
こ
と
を
ま
ず
お
さ
え
、
そ
れ
を
強
調
し
て
、
こ
う
続
け
る
。

両
書
を
つ
ら
ぬ
く
基
軸
を
な
す
論
点
は
、
前
近
代
の
人
間
抑
圧
か
ら
人
間
の
尊
厳
・
解
放
と
い
う
文
学
的
た
た
か
い
の
伝
統
を
き
り
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ひ
ら
い
た
近
代
文
学
観
念
の
恢
復
、
再
生
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
れ
て
「
人
間
中
心
の
文
学
思
想
」
に
、
人
間
抑
圧
の
プ
ア
ッ
シ
ョ
的
時

代
の
文
学
的
批
判
の
足
が
か
り
を
も
と
め
た
と
い
っ
て
も
い
い
。
理
論
的
に
は
近
代
文
学
思
潮
の
形
成
・
解
体
の
歴
史
過
程
を
あ
き
　
　
一

ら
か
に
す
る
「
文
学
論
的
文
学
史
」
と
い
う
問
題
意
識
が
根
底
に
す
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
っ
ま
り
、
小
原
は
、
窪
川
が
敗
戦
直
後
に
『
人
間
中
心
の
文
学
思
想
』
　
（
後
出
）
の
「
は
し
が
き
」
で
力
説
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
ま

ま
肯
定
し
て
、
そ
の
視
角
か
ら
論
を
発
展
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
前
述
二
著
の
、
　
「
後
記
」
と
「
あ
と
が
き
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
両

著
の
基
本
的
立
場
は
同
一
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
窪
川
の
立
場
の
一
貫
性
を
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
、
　
『
再
説
』
の
方
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
　
「
本
書
は
、
時
期
の
上
か
ら
言
っ
て
前
著
に
直
接
つ
な
が
っ
て
ゐ
る
も
の
で
、
後
続
す
る

も
の
と
し
て
時
代
的
関
連
を
前
者
に
対
し
て
持
っ
て
ゐ
る
云
々
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
あ
と
が
き
」
に
後
半
で
「
時
代
の
飛
躍
的
な
発
展
に
伴
ひ
、
且
つ
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
国
家
の
要
望
に
応
へ
よ
う

と
す
る
私
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
、
私
は
絶
え
ず
自
分
の
立
場
も
一
新
せ
し
め
よ
う
と
し
て
来
た
。
だ
か
ら
前
書
の
書
か
れ
た
時
期
に
お

け
る
と
同
じ
や
う
な
態
度
で
、
現
代
文
学
を
論
じ
た
と
い
ふ
意
味
は
、
，
本
書
の
題
名
に
は
毛
頭
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。
」
と
書
か
れ
て
い
る

た
め
や
や
こ
し
い
。
　
「
両
書
は
ほ
ぼ
同
じ
性
格
を
持
っ
て
ゐ
る
。
　
こ
の
や
う
な
性
格
を
持
っ
た
も
の
は
、
私
の
著
書
の
中
に
他
に
は
な

い
。
敢
へ
て
再
説
と
名
づ
け
た
所
以
で
あ
る
。
」
と
書
い
た
前
半
部
と
矛
盾
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ユ
　

　
武
井
昭
夫
が
こ
の
点
を
突
い
て
窪
川
の
変
節
、
　
「
客
観
的
に
異
質
な
も
の
に
変
貌
」
し
た
、
と
非
難
し
た
の
を
、
小
原
は
「
〈
転
向
V

文
学
者
と
し
て
執
擁
に
マ
ー
ク
さ
れ
て
い
る
著
者
が
、
昭
和
十
九
年
と
い
う
時
点
に
刊
行
さ
れ
た
自
著
へ
の
苦
し
い
つ
け
た
り
で
あ
る
こ

と
を
見
ぬ
く
こ
と
は
両
書
を
つ
ら
ぬ
く
論
旨
か
ら
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
、
ど
こ
ま
で
も
窪
川
の
「
一
貫
性
」
に
こ
だ

わ
る
。
　
が
、
武
井
の
み
な
し
方
は
「
正
し
い
よ
み
と
り
方
で
な
い
。
」
と
す
る
小
原
の
読
み
と
り
方
の
が
正
し
く
な
い
、
と
思
う
。
　
な



ぜ
な
ら
、
前
半
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
著
書
の
性
格
ー
こ
こ
に
私
の
仕
事
の
本
道
が
あ
る
こ
と
、
私
の
仕
事
の
中
心
を
な
す

も
の
ー
の
同
一
性
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
　
「
論
じ
方
」
の
「
態
度
」
の
同
一
性
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
単
に
内
容
が
連
続
的
で
、
態

度
も
同
じ
な
ら
ば
、
　
『
続
』
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
　
「
態
度
」
が
変
っ
た
の
で
、
　
『
再
説
』
と
し
た
、
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
　
「
自
著
へ
の
苦
し
い
つ
け
た
り
」
ど
こ
ろ
か
、
堂
々
と
し
た
自
己
変
革
の
宣
言
書
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
、
十
九
年
よ
り
も
、
二
年

前
、
十
七
年
七
月
に
出
た
『
現
代
文
学
思
潮
』
　
（
後
出
）
の
「
あ
と
が
き
」
を
左
に
引
く
。
こ
れ
な
ら
ぱ
、
誤
読
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
十
年
間
、
改
め
て
断
る
ま
で
も
な
く
、
私
は
私
な
り
の
自
己
革
新
を
些
か
努
力
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
然
か
し
こ
の
十
二

月
八
日
以
後
、
殊
に
前
記
の
六
十
枚
と
い
ふ
梢
々
ま
と
ま
っ
た
文
章
（
都
築
注
「
新
た
な
る
展
望
に
つ
い
て
の
覚
書
」
）
を
書
い
て

み
て
切
に
感
じ
た
こ
と
は
、
今
日
で
は
も
は
や
、
諸
々
の
思
想
の
転
換
は
容
易
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
今
日
の
事
態
は
、
思
想
を
思

想
と
し
て
転
換
せ
し
め
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
ほ
ど
力
強
く
発
展
し
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
努
力
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

心
を
な
す
も
の
は
、
　
一
に
、
私
た
ち
の
体
質
的
転
換
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
一
般
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
容
易
な
業
で
は

決
し
て
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
（
中
略
）
過
去
十
年
間
に
は
、
文
学
な
ど
止
さ
う
と
思
っ
て
、
と
い
ふ
の
は
自
分
の
才
分
に

絶
望
し
て
、
一
週
間
く
ら
ゐ
不
貞
寝
し
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
る
。
が
今
後
の
十
年
間
の
文
学
に
対
す
る
想
像
の
上
で
は
、
私
は
た
だ
、

輝
し
き
日
本
国
家
の
偉
業
に
応
へ
て
、
日
本
文
学
発
展
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
挺
身
努
力
し
た
い
と
希
ふ
の
み
で
あ
る
。
（
傍
点
原
文
）

　
さ
て
、
こ
の
論
考
で
、
そ
れ
で
は
、
問
題
の
エ
ッ
セ
イ
、
　
「
日
本
文
学
の
位
置
」
を
小
原
は
ど
う
説
明
し
、
解
釈
す
る
か
と
い
う
と
、

こ
れ
が
ま
た
興
味
あ
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
、
　
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
が
意
識
的
に
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
や
、
あ
か
ら
　
　
一
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9

さ
ま
な
迎
合
的
形
容
、
表
現
が
多
い
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
　
「
急
速
度
に
思
想
弾
圧
の
度
を
加
え
て



い
っ
た
時
代
、
情
勢
め
悪
化
に
と
も
な
っ
て
L
と
い
う
た
だ
し
書
が
つ
い
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
前
述
の
平
野
の
発
言
を
援
用
し
っ
っ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

結
論
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

窪
川
は
ご
と
ご
と
に
「
皇
国
文
学
者
と
し
て
の
世
界
観
」
を
正
面
に
か
か
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
苦
労
し
て
『
世
界
観
と
文
学
』
」

（
平
野
謙
「
日
本
文
学
報
国
会
の
成
立
」
六
一
・
五
）
に
つ
い
て
か
き
、
　
「
皇
国
文
学
者
」
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
世
界
観
に
つ
い
て
身

を
く
ね
ら
す
よ
う
に
論
じ
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
　
（
中
略
）
痛
ま
し
い
ほ
ど
右
翼
的
修
辞
を
あ
や
つ
り
な
が
ら
「
皇
国
文
学
者
と
し

て
の
私
た
ち
の
誉
高
き
責
務
」
が
立
証
し
よ
う
と
し
た
の
は
決
し
て
皇
国
主
義
世
界
観
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
世
界
観
と
芸
術
の
独

創
性
の
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
よ
く
読
め
ば
こ
こ
に
は
、
む
や
み
に
「
世
界
観
」
と
い
う
言
葉
は
頻
出
す
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
は

陳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
あ
の
神
が
か
り
的
な
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
は
明
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
エ
ッ

セ
イ
で
は
、
日
本
文
学
報
国
会
の
結
成
式
に
列
席
し
て
感
激
し
た
こ
と
、
東
条
首
相
の
言
葉
に
ぎ
く
っ
と
し
た
こ
と
、
国
家
的
見
地
で
世

界
観
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
瞠
目
し
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
て
も
、
そ
の
世
界
観
の
内
容
が
縷
々
と
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
小
原

元
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
　
「
世
界
観
」
が
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
　
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
こ
と
、
別
言
す
れ
ば
小
原
は
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
へ
の
批
判
を
暗
示
し
て
い

る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
小
原
の
言
う
と
お
り
、
窪
川
は
こ
こ
で
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
の
内
容
を
解
明
し
、
そ
れ
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
　
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
の
確
立
を
要
求
し
た
日
本
文
学
報
国
会
の
姿
勢
に
賛
意
を
表
し
た
ば
か
り
か
、
　
「
国
家
的
見
地
」
で
「
世
界



観
の
問
題
を
提
出
し
た
L
と
い
う
事
態
に
「
瞠
目
」
ま
で
し
て
い
る
こ
と
は
、
引
用
文
か
ら
だ
け
で
も
判
然
と
す
る
。
そ
こ
に
は
、
苦
し
ま

ぎ
れ
の
「
世
界
観
」
論
を
述
べ
た
と
は
思
え
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
彼
の
マ
ル
ク
ス
主
義
世
界
観
体
験
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

親
切
に
も
、
自
己
変
革
の
仕
方
、
自
己
革
新
の
達
成
の
方
法
ま
で
説
い
て
い
る
と
し
か
私
に
は
思
え
な
い
。
な
ま
じ
こ
う
い
う
論
法
の
方

が
、
知
的
心
情
を
ゆ
さ
ぶ
っ
て
、
結
果
と
し
て
知
識
人
を
鼓
舞
す
る
の
に
は
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
い
っ
た
い
、
も
し
彼
が
こ
こ
に
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
へ
の
な
ん
ら
か
の
抵
抗
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
文
学

報
国
会
の
文
章
を
書
く
必
要
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
側
か
ら
言
え
ば
、
昭
和
十
七
年
の
時
点
で
、
窪
川
に
そ
の
懸
念
が

あ
れ
ば
、
書
か
せ
は
し
ま
い
。

　
前
項
で
平
野
の
見
解
に
疑
問
を
呈
し
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
　
私
は
窪
川
に
対
し
て
、
　
平
野
の
言
う
意
味
で
の
「
苦
衷
」
も

「
哀
れ
」
も
感
じ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
小
原
の
よ
う
に
、
　
「
身
を
く
ね
ら
す
よ
う
に
」
し
て
「
皇
国
文
学
者
」
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
世
界

観
を
述
べ
る
窪
川
像
も
と
て
も
想
像
で
き
な
い
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
小
原
は
結
論
と
し
て
、
窪
川
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
「
世
界
観
と
芸
術
の
独
創
性
の
関
係
」
を
「
立
証
し
よ
う
と
し
た
」
と
言
う
。
　
「
世

界
観
と
芸
術
の
独
創
性
」
を
何
も
文
学
報
国
会
の
結
成
式
の
感
想
に
書
く
必
要
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
種
の
こ
と
を
主
張
し
た
い
な
ら
独
立

し
た
エ
ッ
セ
イ
で
書
け
ば
よ
い
。

　
再
説
に
な
る
が
、
た
し
か
に
窪
川
は
、
　
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
を
「
立
証
し
よ
う
」
と
し
た
の
で
は
な
い
。
が
、
　
「
世
界
観
と
芸
術
の

独
創
性
の
関
係
」
を
「
立
証
し
よ
う
」
と
し
た
の
で
も
な
い
、
と
思
う
。

　
私
の
考
え
で
は
、
窪
川
が
「
立
証
し
よ
う
」
と
し
た
の
は
、
　
「
日
本
文
学
の
真
に
新
た
な
発
足
に
と
っ
て
、
先
づ
第
一
に
要
求
さ
れ
て

い
る
」
と
こ
ろ
の
「
皇
国
文
学
者
と
し
て
の
世
界
観
の
確
立
」
を
い
か
に
し
て
達
成
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
日
本

文
学
報
国
会
要
綱
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
践
す
る
か
を
「
立
証
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
具
体
案
と
し
て
、
引
例
③
の
よ
う
に
、
過
去
の
思
想
と
芸
術
の
対
立
と
い
う
偏
見
を
捨
て
よ
、
引
例
④
で
、
こ
の
世
界
観
を
確
立

す
る
た
め
に
、
絶
え
ざ
る
自
己
革
新
が
必
要
で
あ
る
、
そ
し
て
引
例
⑤
で
そ
の
実
践
の
方
法
に
は
、
個
性
的
や
独
創
性
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
、
「
世
界
観
に
つ
い
て
真
の
理
解
を
立
証
す
る
」
と
、
提
案
す
る
。

　
つ
ま
り
窪
川
は
こ
こ
で
「
余
は
如
何
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
な
り
し
か
」
を
思
い
出
し
て
、
　
「
余
は
い
か
に
し
て
皇
国
主
義
老
と

な
り
し
か
」
な
ら
ぬ
「
な
る
た
め
に
は
い
か
に
す
る
か
」
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
に
窪
川
の
目
的
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
主
旨
で
あ
る
以
上
、
　
「
皇
国
主
義
世
界
観
」
や
「
日
本
的
世
界
観
」
の
内
容
を
開
示
し
、

立
証
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
。

　
私
が
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
一
番
注
目
し
た
の
は
、
引
例
②
の
「
日
本
の
文
学
が
、
全
体
的
に
完
全
に
打
っ
て
一
丸
と
な
り
且
つ
公
然
と
、

自
己
の
課
題
と
し
て
、
世
界
観
の
問
題
を
提
出
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
実
に
瞠
目
す
べ
き
事
柄
で
、
未
だ
か
つ
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
」
と
い
う
一
項
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
し
ば
し
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
壊
滅
の
状
況
を
叙
述
す
る
く
だ
り
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
世
界
感
、
思
想
体
系
が
、
　
「
単
な

る
観
念
上
の
思
想
と
し
て
、
人
々
か
ら
遊
離
し
て
」
い
き
、
　
「
人
々
は
そ
の
世
界
観
を
自
分
の
外
に
あ
る
、
所
与
の
思
想
体
系
と
し
て
見

る
や
う
に
な
っ
た
。
」
た
め
に
、
　
「
自
己
の
無
力
感
と
方
向
の
喪
失
と
動
揺
」
（
「
文
学
に
於
け
る
虚
構
の
真
実
」
）
を
き
た
し
た
こ
と
を

告
白
的
に
述
べ
て
い
る
。
信
ず
べ
き
、
寄
与
す
べ
き
世
界
観
や
思
想
を
喪
い
、
「
如
何
に
生
き
る
べ
き
か
」
を
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
心
情
を
「
一
般
的
」
な
現
象
と
し
て
叙
述
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
彼
自
身
の
心
情
の
吐
露
と
し
て
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
評
論

の
結
論
に
、
な
ん
と
「
新
た
な
る
文
芸
思
潮
の
要
望
」
の
類
の
多
い
こ
と
か
。
借
物
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
　
か
つ
て
手
に
し
た
世
界
観

は
、
国
家
権
力
の
弾
圧
に
よ
っ
て
潰
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
借
物
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
方
途
を
失
い
、
新

た
な
思
想
と
安
住
で
き
る
世
界
観
を
模
策
を
す
る
な
か
で
、
今
度
は
強
力
な
国
家
権
力
に
よ
っ
て
「
世
界
観
」
の
確
立
が
提
唱
さ
れ
た
の
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で
あ
る
。
そ
れ
が
マ
ル
ク
ス
主
義
世
界
観
と
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
、
政
治
の
優
位
論
は
敗
れ
、
文
学
と
思
想
（
政
治
）
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
数
年
間
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
い
ま
再
び
、
文
学
者
間
の
個
人
的
論
争
と
し
て
で
は
な
く
、
国
家
的
見
地
か
ら
、
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
、
感
無
量
の
も
の
が
あ

り
、
そ
の
感
慨
が
上
記
の
言
葉
と
な
っ
て
顕
現
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

　
窪
川
鶴
次
郎
の
最
初
の
文
芸
評
論
集
『
現
代
文
学
論
』
が
、
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
十
四
年
十
一
月
の
こ
と
で
あ

る
。
以
来
二
十
年
ま
で
の
間
に
、
次
の
よ
う
な
評
論
集
、
エ
ッ
セ
イ
集
が
世
に
出
た
。

『
現
代
文
学
論
』

『
文
学
の
思
考
』

『
文
学
の
扉
』

『
文
学
と
教
養
』

『
現
代
文
学
思
潮
』

『
再
説
現
代
文
学
論
』

中
央
公
論
社

河
出
書
房

高
山
書
院

昭
　
森
　
社

三
笠
書
房

昭
　
森
　
社

（
昭
1
4
・
1
1
）

（
昭
1
5
・
1
1
）

（
昭
1
6
・
4
）

（
昭
1
7
・
5
）

（
昭
1
7
・
7
）

（
昭
1
9
・
4
）

　
そ
し
て
、
戦
後
、
価
値
観
が
逆
転
し
、
戦
時
中
の
出
版
が
ほ
と
ん
ど
再
刊
の
陽
の
目
を
見
な
い
時
期
、

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
論
考
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
三
冊
の
著
書
に
ま
と
め
た
。

彼
は
右
の
な
か
か
ら
時
流
に
即
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『
現
代
文
学
研
究
』
．

『
人
間
中
心
の
文
学
思
想
』

『
文
学
・
思
想
・
生
活
』

九
州
評
論
社

解
　
放
　
社

新
　
星
　
社

A　　　A　　　A
昭　昭　昭
23　22　22

11　12　10
）　　　）　　　）

一

　
こ
の
う
ち
、
．
前
二
著
は
そ
の
大
部
分
を
、
『
現
代
文
学
論
』
及
び
、
．
『
再
説
現
代
文
学
論
』
か
ら
、
三
著
目
は
、
『
文
学
の
思
考
』
か

ら
再
録
し
て
い
る
。
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
『
人
間
中
心
の
文
学
思
想
』
刊
行
の
「
あ
っ
旋
と
企
か
く
」
　
（
傍
点
原
文
「
は
し
が
き
」
）
を
し
た
小
田
切
秀
雄
は
、
自
ら
同
著
に
解

説
を
寄
せ
、
戦
時
体
制
下
の
「
暗
い
日
々
の
下
で
、
烈
風
に
吹
ぎ
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
暖
か
い
燈
火
を
文
学
的
に
と
も
し
つ
づ
け
た
い
く

た
り
か
の
ひ
と
」
の
一
人
と
し
て
、
　
窪
川
鶴
次
郎
の
評
論
を
い
ち
は
や
く
評
価
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
　
そ
し
て
、
彼

は
、
　
「
も
は
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
時
代
の
よ
う
に
公
然
と
文
学
を
社
会
変
革
に
結
び
つ
け
て
行
く
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
条

件
の
な
か
で
、
一
歩
後
退
し
な
が
ら
、
逆
に
ま
た
そ
の
こ
と
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
も
ふ
く
め
て
の
日
本
の
民
衆
全
体
が
負
わ
さ
れ
て

ゐ
る
半
封
建
的
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
抑
圧
の
巾
広
く
奥
行
き
の
深
い
現
実
に
ひ
た
と
密
着
し
た
新
し
い
た
た
か
い
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
．

た
。
」
と
続
け
、
こ
の
解
説
を
自
著
『
民
主
主
義
文
学
論
』
　
（
銀
杏
書
房
、
昭
2
3
・
6
）
に
収
録
す
る
と
き
に
は
、
　
「
戦
争
下
の
達
成
－

窪
川
鶴
次
郎
の
理
論
的
な
仕
事
」
と
題
し
て
、
そ
の
意
義
と
価
値
を
認
め
た
。

　
窪
川
鶴
次
郎
自
身
も
、
自
ら
の
戦
時
中
の
仕
事
を
ふ
り
返
え
っ
て
、
同
著
「
は
し
が
き
」
で
、
こ
う
語
る
。

戦
時
中
の
自
分
の
仕
事
の
上
で
、
絶
え
ず
私
の
努
力
を
無
意
識
の
う
ち
に
も
支
配
し
て
い
た
も
の
は
、
近
代
文
学
が
ど
の
よ
う
な
様

．
相
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
て
崩
壊
し
て
ゆ
く
か
、
そ
の
過
程
は
ど
の
よ
う
に
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
こ
と



に
よ
っ
て
そ
の
崩
壊
を
速
め
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
一
つ
で
あ
っ
た
。
．
（
中
略
）

上
記
の
一
つ
の
努
力
に
対
し
て
、
私
の
一
貫
し
て
眼
を
注
い
で
来
た
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
大
正
の
末
以
来
、
新
た
な
世
代
の
作
家

た
ち
が
登
場
す
る
に
つ
れ
て
、
新
た
な
文
学
を
特
色
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
　
「
人
間
中
心
の
文
学
思
想
」
が
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
ゆ

く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

文
学
に
お
け
る
人
間
性
の
よ
う
ご
、
1
そ
れ
は
封
建
的
抑
圧
や
わ
い
曲
に
対
す
る
人
間
性
の
よ
う
こ
の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
同
時

に
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
的
帝
国
主
義
の
支
配
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
抑
圧
と
わ
い
曲
に
対
す
る
人
間
性
の
よ
う
ご
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
戦
時
下
に
お
い
て
私
は
、
近
代
の
歴
史
が
中
世
の
非
人
間
的
支
配
に
対
す
る
解
放
の
た
た
か
い
に
お
い
て
、
人
間
の
独
立
、
尊

げ
ん
、
権
威
の
た
め
に
た
た
か
っ
た
、
そ
の
歴
史
的
モ
メ
ン
ト
の
持
っ
て
い
る
意
義
を
強
調
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
．
文
学
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
に
対
し
て
た
た
か
い
、
そ
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
の
必
然
的
な
意
義
を
明
か
に
し
て
ゆ
く
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
そ
れ
は
直
接
に
は
運
動
と
し
て
で
は
な
く
、
個
人
の
た
た
か
い
と
し
て
行
わ
れ
た
。
　
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
つ
て
の
人
間
性
よ
う
こ
の
た
め
の
た
た
か
い
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
よ
う
こ
の
た
め
の
や
む
を
得
ぬ
最
低
要
求
と
い
う
意
味
で

行
わ
れ
た
。
そ
の
た
た
か
い
は
、
　
「
受
身
」
の
「
抵
抗
」
と
い
う
形
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
’
（
傍
点
原
文
）

　
窪
川
鶴
次
郎
の
戦
時
下
の
二
つ
の
仕
事
の
う
ち
、
彼
の
言
う
「
近
代
文
学
が
ど
の
よ
う
な
様
相
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
辿
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ツ
　
　
へ

て
崩
壊
し
て
ゆ
く
か
」
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
『
現
代
文
学
研
究
』
に
収
め
ら
れ
、
も
う
一
つ
の
「
人
間
性
よ
う
ご
」
の
た
め
の
た
た
か

い
の
跡
づ
け
の
論
文
は
、
　
『
人
間
中
心
の
文
学
思
想
』
．
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
前
者
の
目
次
を
一
瞥
し
て
み
る
と
、
　
「
現
代
文
芸
思
潮
の
帰
趨
」
　
（
原
題
「
新
た
な
る
文
芸
思
潮
の
要
望
」
）
、
「
最
近
の
文
学
意
識
の
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
5

諸
現
象
」
、
「
文
学
の
通
俗
化
と
純
粋
小
説
論
」
、
「
芸
術
至
上
主
義
の
現
代
的
悲
劇
」
と
続
き
へ
　
「
私
小
説
の
運
命
」
と
い
っ
た
私
小
説
論



も
入
っ
て
い
る
。
す
套
ち
、
本
多
秋
五
の
要
難
借
り
れ
ば
・
三
」
に
は
「
昭
和
八
年
後
半
か
ら
の
所
謂
『
文
士
覆
興
』
の
現
象
ー

自
意
識
と
不
安
の
文
学
論
－
転
向
文
学
ー
ロ
マ
ン
派
の
文
学
論
－
行
動
主
義
の
文
学
－
純
粋
小
説
論
と
そ
の
実
践
1
ー
日
本
文

化
主
義
の
文
学
で
の
現
わ
れ
」
と
、
『
現
代
文
学
論
』
の
前
半
部
が
再
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
飢
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
後
半
に
あ
た

る
農
民
文
学
、
戦
争
文
学
、
報
告
文
学
、
生
産
文
学
に
つ
い
て
の
論
考
は
、
戦
後
版
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
　
『
現
代
文
学
研
究
』
に
収
め
ら
れ
た
論
考
は
、
彼
が
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
昭
和
九
年
か
ら
「
農
民
文
学
」
等
の
国
策
文

学
が
喧
伝
さ
れ
る
前
ま
で
の
文
壇
現
象
を
、
現
場
批
評
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
」
」

　
し
か
し
、
問
題
は
、
彼
の
文
壇
現
象
批
評
が
は
た
し
て
彼
の
言
う
「
近
代
文
学
が
ど
の
よ
う
な
様
相
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を

辿
っ
て
崩
壊
し
て
ゆ
く
か
」
、
　
そ
し
て
そ
れ
が
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
く
」
プ
ロ
セ
ス
を
よ
く
解
き
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
ろ
み
に
、
彼
が
こ
の
著
の
「
は
し
が
き
」
で
、
「
本
書
の
中
心
軸
を
な
す
も
の
」
と
自
負
す
る
「
現
代
文
芸
思
潮
の
帰
趨
」
を
見

て
み
よ
う
。

　
こ
の
論
考
は
一
口
に
言
へ
ば
、
「
支
那
事
変
」
前
後
か
ら
台
頭
し
て
き
た
民
族
主
義
、
日
本
主
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
『
中
央
公

論
』
の
昭
和
十
二
年
二
月
号
に
、
「
新
た
な
る
文
芸
思
潮
の
要
望
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
、
一
部
語
句
の
訂
正
削
除
を
し
た
う
え
で
、
同

題
で
『
現
代
文
学
論
』
に
所
収
さ
れ
、
戦
後
上
記
の
題
名
と
な
っ
た
。

　
お
そ
ら
く
、
窪
川
が
こ
の
論
文
で
も
っ
と
も
強
調
し
、
力
説
し
た
か
っ
た
の
は
次
の
一
点
で
あ
る
。
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横
光
利
一
氏
や
小
林
秀
雄
氏
や
林
房
雄
氏
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
打
ち
揃
っ
て
「
日
本
」
に
感
謝
し
「
日
本
人
」
た
る
信
念
を
し
ば

し
ば
告
白
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
こ
の
上
な
い
現
代
的
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
し
て
、
時
代
の
急
激
な
変
化
を
も
の

語
っ
て
ゐ
る
。
彼
ら
は
、
私
た
ち
が
祖
国
を
有
す
る
日
本
人
で
な
い
と
主
張
し
て
ゐ
る
と
で
も
思
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
祖
国



を
愛
し
な
い
と
で
も
言
ふ
の
だ
ら
う
か
、
彼
等
以
外
の
も
の
は
。
彼
ら
の
か
か
る
告
白
の
本
質
が
、
批
判
的
精
神
の
喪
失
、

無
条
件
的
肯
定
、
要
す
る
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
驚
く
べ
き
知
性
の
衰
頽
を
示
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

現
実
の

　
な
ぜ
、
そ
れ
が
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
驚
く
べ
き
知
性
の
衰
頽
」
か
と
い
え
ば
、
「
第
一
に
、
何
が
民
族
的
特
性
で
あ
る
か
に
つ
い

て
の
識
別
を
な
さ
う
と
し
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
特
性
が
如
何
な
る
時
代
の
所
産
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
、
歴
史
的
見
地
か
ら
の

考
察
を
な
さ
う
と
し
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
如
何
な
る
民
族
的
特
性
が
今
日
の
我
々
の
生
活
に
と
っ
て
、
保
存
し
、
発
展

せ
し
め
ら
る
べ
き
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
評
価
の
精
神
を
、
　
殆
ど
全
く
発
揮
せ
し
め
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
か
ら
だ
、
と

彼
は
説
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
内
容
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
」
民
族
の
「
特
性
の
讃
美
」
を
繰
り
返
え
し
て
い
て
は
、
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ア
の
知
性
の
衰
頽
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
彼
の
論
考
に
は
、
　
「
民
族
」
の
意
味
の
変
遷
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
下
し
た
定
義
（
た
だ
し
『
現
代
文
学
論
』
に
は
ス
タ
ー
リ
ン

の
名
は
削
除
さ
れ
て
い
る
）
の
披
渥
、
北
村
透
谷
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
岡
崎
義
恵
の
日
本
文
芸
思
潮
論
へ
の
批
判
か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
詩
学
に
至
る
ま
で
、
彼
の
有
す
る
知
識
が
総
動
員
さ
れ
、
外
見
的
に
は
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヲ
」
ぶ
り
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
窪
川
は
、
こ
の
論
考
を
戦
後
再
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
引
用
さ
れ
、
透
谷
が
称
揚
さ
れ
、
な
に
よ
り
も
戦
時
下

の
悪
名
高
き
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で
あ
っ
た
横
光
、
小
林
、
林
達
を
非
難
し
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
、
　
こ
れ
こ
そ
「
受
け
身
」
で
あ
っ
た
と

は
い
え
「
抵
抗
」
の
書
と
し
て
価
値
あ
る
も
の
と
判
断
し
、
こ
の
論
考
が
「
中
心
を
な
す
も
の
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
、
彼
の
こ
の
論
考
は
肝
腎
な
点
を
見
落
し
、
彼
は
全
く
錯
覚
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
民
族
主
義
が
台
頭
し
、
日
本
主
義
の
気
運
が
昂
揚
し
て
い
た
こ
の
時
代
に
、
彼
は
そ
の
こ
と
自
体
を
否
定
し
な
か
っ
た
ば

か
り
か
、
堂
々
と
調
子
を
合
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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民
族
主
義
が
排
外
主
義
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
り
、
民
族
主
義
が
強
調
さ
れ
れ
ば
、
排
外
主
義
を
生
じ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
排
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
8

主
義
を
前
提
と
す
る
戦
時
体
制
下
に
あ
っ
て
、
民
族
主
義
が
鼓
舞
さ
れ
、
愛
国
主
義
が
強
要
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
自
明
の
理
で
あ
る
　
　
一

は
ず
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
だ
と
す
れ
ば
、
窪
川
が
「
抵
抗
の
文
学
者
」
た
る
こ
と
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
　
彼
は
民
族
主
義
を
拒
絶
し
、
そ
の
た
め
に
起
こ
る
非
国
民

た
る
こ
と
の
非
難
も
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
し
か
る
に
彼
は
、
　
「
彼
ら
は
、
　
私
た
ち
が
祖
国
を
有
す
る
日
本
人
で
な
い
と
主
張
し
て
ゐ
る
と
で
も
思
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
」

と
、
逆
に
自
分
達
こ
そ
「
愛
国
者
」
だ
と
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
の
み
な
ら
ず
、
横
光
、
小
林
、
林
達
の
民
族
主
義
の

宣
揚
は
、
内
容
が
な
く
、
た
だ
讃
美
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
自
分
の
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
、
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
知
性
の

衰
頽
」
の
な
い
、
ま
さ
し
く
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
の
h
知
性
」
の
産
物
た
る
「
民
族
主
義
」
だ
と
㍉
ま
る
で
「
民
族
主
義
」
を
競
っ

て
い
る
よ
う
で
は
論
外
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
窪
川
の
論
考
の
ど
こ
に
も
、
具
体
的
な
民
族
の
特
性
は
提
示
さ
れ
て
い
な
く
、
ペ
ダ
ン
チ
ツ
ク
に
民
族
一
般
論
が
展
開
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
な
ま
じ
街
学
的
に
「
知
性
」
を
装
っ
て
い
る
た
め
に
、
無
邪
気
に
「
日
本
人
」
で
あ
る
こ
と
を
讃
美
し
て
い

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
者
よ
り
、
悪
質
で
あ
る
と
さ
え
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
、
　
「
反
動
文
学
者
」
を
批
判
す
る
こ
と
、
革
命
の
指
導
者
の
文
献
を
引
用

す
る
こ
と
、
そ
れ
が
即
「
進
歩
的
」
文
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
よ
う
ご
」
に
通
じ
る
と
思
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
彼
の

認
識
の
程
度
が
了
解
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
著
書
に
は
も
う
一
点
興
味
深
い
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
芸
術
至
上
主
義
者
の
現
代
的
悲
劇
」
　
（
『
新
潮
』
昭
1
2
・

1
0
）
で
あ
る
。

　
「
今
日
の
純
文
学
の
最
大
の
不
幸
、
悲
劇
は
、
純
文
学
自
身
の
政
論
的
傾
向
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
。
」
に
始
ま
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
純



文
学
が
二
政
治
的
価
値
』
を
生
む
・
と
、
あ
る
ひ
は
『
政
治
的
な
評
価
』
を
受
け
る
・
と
を
拒
否
す
る
。
い
わ
ゆ
る
政
治
な
る
概
念
か

ら
全
く
絶
縁
さ
れ
た
領
域
に
己
れ
の
世
界
を
確
保
し
、
発
展
せ
し
め
る
。
一
切
の
政
治
的
な
干
与
、
侵
入
を
容
認
し
ま
い
と
す
る
L
建

て
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
純
文
学
の
先
端
は
、
い
つ
の
間
に
か
政
論
的
傾
向
の
冒
す
と
．
」
う
と
な
。
て
ゐ
る
。
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
芸

術
至
上
主
義
」
者
の
自
己
矛
盾
を
突
い
た
も
の
で
あ
る
。
三
・
で
は
、
小
林
秀
雄
、
伊
嚢
、
佐
馨
夫
、
萩
原
朔
太
郎
、
河
上
徹
大
郎

が
姐
上
に
の
ぼ
り
、
結
論
を
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
へ

こ
こ
（
註
、
河
上
の
所
論
）
で
は
政
治
も
民
衆
も
、
真
実
に
は
文
学
自
身
の
対
象
と
な
っ
て
ゐ
な
い
。
文
芸
本
来
の
特
性
や
機
能
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ど
こ
に
働
い
て
い
る
の
で
あ
ら
う
。
文
学
自
身
の
対
象
と
な
し
え
ず
、
自
己
独
自
の
概
念
と
し
て
消
化
し
得
な
い
で
、
単
に
与
へ
ら

か
か
概
念
と
し
て
の
、
政
治
や
民
衆
に
機
械
的
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
ー
そ
れ
は
純
文
学
の
政
治
的
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
で
あ
り
、
文
学

と
し
て
の
確
固
た
る
支
柱
を
失
っ
た
純
文
学
の
本
質
的
側
面
を
暴
露
す
る
も
の
と
し
て
今
後
の
動
向
は
注
目
に
値
す
る
。
　
（
傍
点
戦

後
）

’
卜

　
断
る
ま
で
も
な
く
こ
の
論
難
の
仕
方
は
、
か
つ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
花
や
か
な
り
し
頃
、
　
「
芸
術
至
上
主
義
」
の
徒
が
、
．
窪
川
達
を

論
駁
し
た
発
想
と
論
法
で
あ
る
。
戦
時
体
制
の
強
化
と
と
も
に
、
国
策
文
学
や
日
本
主
義
が
隆
日
日
を
き
た
し
、
文
学
者
が
そ
の
風
潮
に
し

だ
い
に
帰
一
し
て
い
く
さ
ま
と
、
　
か
つ
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
勃
興
と
発
展
に
文
学
者
が
帰
順
し
て
い
っ
た
さ
ま
を
重
ね
A
口

ぜ
、
そ
こ
に
両
者
の
同
位
相
を
素
早
く
発
見
し
た
彼
は
、
早
速
そ
の
当
時
の
論
法
を
逆
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
ま
さ
に
、
彼
に
と
っ
て
は
、
当
時
の
文
学
老
達
が
「
政
論
的
傾
向
」
に
冒
さ
れ
て
い
く
姿
は
、
昔
日
の
自
画
像
を
見
る
思
い
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。
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そ
の
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
、
も
は
や
彼
等
を
詰
問
す
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
論
敵
の
使
っ
た
筆
法
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

ま
返
せ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
通
常
苦
痛
を
と
も
な
う
。
だ
が
、
こ
の
論
考
の
ど
こ
に
も
私
は
、
彼
の
痛
み
も
、
苦
痛
　
　
一

も
感
取
で
き
な
か
っ
た
。
窪
川
の
「
発
見
」
と
指
摘
が
卓
抜
し
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
惜
し
い
。

（
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
次
に
、
前
項
で
述
ぺ
た
窪
川
の
い
う
二
つ
の
仕
事
の
う
ち
の
後
者
、
「
人
間
性
の
よ
う
ご
」
の
た
め
に
た
た
か
っ
た
論
文
集
と
い
う
『
人

間
中
心
の
文
学
思
想
』
の
検
討
に
移
ろ
う
。

　
こ
の
著
書
の
基
調
論
文
が
、
書
名
と
も
な
っ
た
「
人
間
中
心
の
文
学
思
想
」
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
現
代
文
学
論
』

の
巻
末
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
巻
頭
の
「
人
間
に
還
れ
」
　
（
『
新
潮
』
昭
1
4
・
6
）
に
照
応
せ
し
め
よ
う

と
「
本
書
の
一
応
の
締
括
り
と
し
て
書
か
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
こ
の
著
の
た
め
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
窪
川
の
説
く
「
人
間
中
心
の
文
学
思
想
」
と
は
何
の
か
。
彼
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
こ
に
私
の
言
ふ
人
間
中
心
の
文
学
思
想
と
は
、
何
ら
か
の
特
定
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
概
念
を
そ
の
基
礎
に
持
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
人
間
の
当
為
、
理
想
を
意
味
し
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
、
人
間
性
の
尊
重
、
人
間
の
解
放
の
思
想
と
し
て
特
定
の
歴
史
的
時
代
に
、
一
定
の
歴
史
的
条
件

に
基
づ
い
て
発
生
し
た
、
そ
の
根
本
的
な
契
機
に
即
し
た
意
味
に
お
い
て
の
み
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
人
間
中

心
の
文
学
思
想
と
は
、
こ
の
最
も
根
源
的
な
、
　
一
般
的
な
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

戦
後
の
再
録
文
で
は
、
　
「
特
定
の
歴
史
的
時
代
」
や
「
一
定
の
歴
史
的
条
件
」
や
「
根
本
的
な
契
機
」
と
い
っ
た
個
所
に
傍
線
が
付
さ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ユ

れ
て
い
て
、
小
笠
原
克
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
〈
人
間
性
よ
う
ご
V
が
〈
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
よ
う
ご
〉
で
あ
っ
た
か
の
ご
と
き
く
特

定
V
の
雰
囲
気
を
か
も
し
出
す
け
れ
ど
も
」
、
こ
れ
を
そ
う
読
み
取
る
に
は
、
　
相
当
な
先
入
観
を
必
要
と
す
る
。
　
こ
の
引
用
の
前
に
は
、

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
近
代
社
会
の
成
立
期
に
お
け
る
、
近
代
的
思
想
の
先
駆
で
あ
っ
た
と
言
は
れ
、
そ
れ
は
中
世
封
建
社
会
に
お
け
る

人
間
性
の
抑
圧
や
歪
曲
に
対
す
る
人
間
性
の
尊
重
、
人
間
の
解
放
の
思
想
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
の
一
般
論
が
説
明
、
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
強
弁
し
よ
う
と
も
、
こ
こ
で
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
一
般
論

を
指
し
て
い
る
と
し
か
、
感
取
で
き
ま
い
。

　
余
談
な
が
ら
、
窪
川
の
戦
後
再
録
文
に
は
、
む
や
み
に
傍
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
時
代
の
風
潮
を
考
慮
し
、
一
定
の
効
果
を
意
図
し
た

こ
と
が
判
然
と
し
て
い
て
残
念
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
窪
川
の
視
座
が
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
「
人
間
の
当
為
、
営
為
を
意
味
し
て
ゐ
」
な
い
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
以
上
、
　
「
私
に
と
っ
て
は
今
日
の
文
学
が
人
間
に
就
い
て
如
何
な
る
主
張
や
思
想
を
持
っ
て
ゐ
る
か
は
問
ふ
と
こ
ろ
で
な
い
。
た
だ
今

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

日
の
文
学
作
品
に
、
人
間
が
如
何
に
描
か
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
」
（
傍
点
戦
後
）
と
揚
言
し
た
の
は
当
然

の
帰
結
で
あ
る
。

　
そ
の
立
場
に
立
っ
て
、
彼
は
「
人
間
に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
、
「
自
分
自
身
に
還
る
」
こ
と
を
繰
り
返
え
し
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
人
間
に
還
れ
」
　
（
前
出
）
の
次
の
記
述
と
照
応
す
る
。

私
た
ち
は
、
手
先
で
は
な
く
、
作
者
の
人
生
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
文
学
を
要
求
す
る
。
平
凡
で
は
あ
る
が
、
先
づ
作
者
自
身
の
生
活

の
必
然
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
必
然
性
に
随
っ
て
作
者
自
身
の
内
的
経
験
を
通
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
　
　
一

い
。
そ
れ
は
作
者
の
人
生
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
作
者
の
全
人
格
、
全
生
活
を
支
配
し
て
ゐ
る
も
の
が
、
作
品
を
　
　
4
1

．



隅
々
ま
で
支
配
し
て
ゐ
る
や
う
な
作
品
、

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
手
っ
と
り
早
く
言
え
ば
作
品
の
人
格
と
も
言
ふ
べ
き
も
の
が
現
在
の
文
学
に
は
稀
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周
知
の
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
全
盛
期
の
頃
、
こ
れ
を
攻
撃
す
る
論
法
は
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
点
は
、

前
に
引
い
た
窪
川
の
文
章
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
政
治
と
文
学
を
峻
別
し
、
政
治
的
価
値
と
文
学
的
価
値
を
隔
絶
す
る
立
場
か
ら
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
い
わ
ゆ
る
政
治
の
優
位
性
論
を
論
撃
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
点
は
、
戦
前
に
お
け
る
小
林
秀
雄
、
戦
後
に
お
け
る

吉
本
隆
明
と
そ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
者
や
そ
の
推
進
者
達
の
、
現
実
や
実
感
を
無
視
し
た
観

念
性
や
偽
善
性
を
別
扶
し
て
、
理
論
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
を
信
奉
し
、
そ
れ
を
宣
揚
す
る
者
達
の
生
き
ざ
ま
を
直
視
し
て
、
彼

等
の
自
己
矛
盾
や
主
体
性
の
欠
如
を
非
難
す
る
論
法
で
あ
る
。

　
実
を
言
っ
て
、
第
一
の
方
法
は
ほ
ん
と
う
は
大
変
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
れ
ほ
ど
か
ま
び
す
し
く
論
議
さ
れ
な
が
ら
、

政
治
と
文
学
の
関
係
は
少
し
も
明
か
に
さ
れ
ず
、
結
局
両
方
が
開
き
直
る
か
、
論
者
自
身
が
混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
仕
末
で
あ
っ

た
こ
と
は
現
在
と
て
も
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
方
法
は
容
易
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
や
マ
ル
ク
ス
主
義
的
文
学
論
と
直
接
対
時
し
、
そ
れ
と
対
決
す
る

と
な
る
と
、
マ
ル
ク
ス
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
力
量
を
必
要
と
す
る
が
、
単
な
る
そ
の
思
想
の
宣
伝
者
と
対
決
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
必
要

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
己
れ
と
同
程
度
で
充
分
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
当
時
の
マ
ル
キ
ス
ト
（
？
）
達
は
、
そ
の
思
想
を
己
れ
の
実
体
験
か
ら
体
得
し
、
そ
れ
を
体
現
し
た
者
で
は
な
く
、
文
献
か

ら
得
た
知
識
を
鼓
吹
し
、
い
わ
ば
知
的
遊
戯
に
耽
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
足
許
た
る
現
実
の
彼
等
の
生
活
実
態
を

直
撃
す
れ
ば
、
彼
等
の
言
動
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
知
識
人
固
有
の
タ
テ
マ
エ
論
に
よ
る
論
戦
を
避
け
、
共
有
す
る
ホ

’



ン
ネ
で
そ
れ
を
撃
つ
こ
と
は
、
知
識
人
と
し
て
の
若
干
の
プ
ラ
イ
ド
が
傷
つ
く
懸
念
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
点
を
無
視
な
い
し
は
、
開
ぎ

直
っ
て
さ
え
し
ま
え
ば
、
も
は
や
勝
負
は
つ
い
た
も
同
然
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
引
い
た
窪
川
の
「
人
間
に
還
れ
」
と
は
、
他
な
ら
ぬ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
攻
撃
法
の
う
ち
、
私
の
あ
げ
た
第
二
点
目
の
方
法
と

同
じ
論
法
を
逆
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
異
論
の
余
地
も
な
く
見
え
す
い
て
い
る
。

　
す
で
に
前
項
で
述
ぺ
た
ご
と
く
、
　
「
純
文
学
自
身
の
政
論
的
傾
向
」
を
見
抜
い
て
彼
が
、
そ
の
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
結
果
や
そ
れ
が
惹

起
す
る
も
ろ
も
ろ
の
弱
点
を
予
知
す
る
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
批
判
の
方
法
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

論
争
で
身
に
つ
け
て
い
た
た
め
に
、
た
か
ま
り
ゆ
く
国
策
文
学
横
行
の
時
流
に
対
し
て
い
ち
は
や
く
、
そ
れ
を
応
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
し
こ
の
二
つ
は
、
た
し
か
に
外
見
上
は
類
似
し
て
い
て
、
と
も
に
政
治
の
優
位
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
に
か
か
わ

っ
た
知
識
人
の
意
識
や
感
情
は
同
一
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
内
発
性
、
実
感
性
か
ら
い
え
ぱ
、
こ
の
両
者
に
は
顕
著
な
相
違
が
あ
る
。
そ

の
点
を
窪
川
は
見
落
し
て
い
る
の
で
、
一
見
、
現
状
批
判
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
根
本
的
な
批
判
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
前
述
し
た
日
本
主
義
、
民
族
主
義
批
判
と
同
じ
轍
を
こ
こ
で
も
踏
ん
で
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
文
集
に
は
二
人
の
作
家
論
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
人
は
島
木
健
作
、
他
の
一
人
は
小
林
秀
雄
で
あ
る
。
島
木
健

作
論
は
、
窪
川
の
作
品
の
な
か
で
は
秀
逸
な
も
の
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
で
紹
介
さ
れ
、
論
評
も
さ
れ
て
い
る
。
窪
川
が
島
木
に
執
心
し
、

何
度
も
彼
を
論
じ
て
い
る
こ
と
も
私
に
は
興
趣
を
そ
そ
ら
れ
る
の
だ
が
、
窪
川
の
一
連
の
文
壇
時
評
を
通
読
す
る
と
、
彼
が
常
に
小
林
を

意
識
し
、
小
林
の
言
動
に
気
を
配
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
わ
れ
て
、
こ
の
方
が
い
っ
そ
う
私
の
興
味
を
ひ
く
。

　
こ
の
論
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
小
林
秀
雄
論
は
、
　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
評
の
本
質
」
の
総
題
の
も
と
に
三
篇
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
総
題

は
戦
後
版
に
い
か
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
ど
こ
に
も
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
評
の
本
質
」
は
描
破
さ
れ
て
い
な
い
。

　
お
も
し
ろ
い
の
は
、
小
林
の
「
私
小
説
論
」
を
論
じ
た
エ
ッ
セ
イ
（
『
読
売
新
聞
』
昭
1
1
・
7
）
で
、
窪
川
が
「
私
は
小
林
氏
の
評
論

43



〉

は
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
自
分
の
評
論
生
活
の
道
場
み
た
い
な
つ
も
り
で
眼
に
ふ
れ
る
限
り
読
ん
で
き
た
。
L
と
告
白
し
、
　
「
小
林
氏
ほ
ど
文

壇
心
理
に
通
じ
、
こ
れ
を
評
論
の
対
象
と
し
て
扱
っ
た
批
評
家
は
ゐ
な
か
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
」
と
、
小
林
の
文
壇
心
理
に
通
じ
て
い
る

点
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
年
後
の
「
小
林
秀
雄
論
」
　
（
『
文
芸
』
昭
1
4
・
1
1
）
に
お
い
て
も
、
　
「
小
林
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

評
論
の
対
象
は
、
あ
る
事
柄
や
、
あ
る
論
理
が
重
要
な
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
に
ま
つ
わ
る
心
理
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
」
　
（
傍
点
原

文
）
と
、
　
再
び
言
及
し
、
前
述
の
「
私
小
説
論
」
の
エ
ッ
セ
イ
で
述
べ
た
「
私
は
彼
の
舌
の
味
き
き
に
は
い
つ
も
注
意
を
惹
か
れ
て
ゐ

る
。
そ
の
お
し
ゃ
べ
り
そ
の
も
の
や
、
彼
が
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
結
論
に
共
鳴
で
き
る
こ
と
は
あ
り
得
な
く
て
も
、
彼
の
作
品
鑑
賞
は

し
ば
し
ぱ
私
に
と
っ
て
勘
ど
こ
ろ
に
当
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
も
言
い
、
　
つ
い
に
は
、
　
「
私
の
小
林
秀
雄
論

は
多
少
小
林
的
に
な
っ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
と
ま
で
白
状
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
考
え
る
と
、
実
は
窪
川
の
正
体
を
露
呈
し
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。

　
窪
川
は
、
彼
の
小
林
秀
雄
論
の
な
か
で
、
徹
頭
徹
尾
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
評
家
」
小
林
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に

熱
を
上
げ
れ
ば
上
げ
る
ほ
ど
、
ど
う
や
ら
窪
川
の
自
画
像
が
浮
か
ん
で
く
る
。

一44

「
彼
の
評
論
は
失
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
語
る
べ
き
自
己
を
持
た
な
い
と
こ
ろ
に
彼
の
評
論
の
い
は
ゆ
る
自

由
と
澄
刺
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
し
て
彼
の
評
論
の
中
に
自
意
識
す
る
精
神
の
世
界
な
ど
発
見
す
る
こ
と
は
、
彼
の
評
論
の
中
に

多
少
と
も
一
貫
し
た
思
想
的
な
も
の
を
見
出
す
よ
り
困
難
で
あ
ら
う
。
」

「
小
林
氏
の
論
理
の
ト
リ
ヴ
ィ
ア
リ
ズ
ム
は
、
同
時
に
否
定
の
ト
リ
ヴ
ィ
ア
リ
ズ
ム
で
も
あ
る
。
彼
は
決
し
て
も
の
の
本
質
に
お
い

て
否
定
的
モ
メ
ン
ト
を
突
き
と
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
彼
は
否
定
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
否
定
は
常
に
断

片
的
な
否
定
に
と
ど
ま
る
。
論
理
の
ト
リ
ヴ
ィ
ア
リ
ズ
ム
を
満
足
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
。
」



　
窪
川
の
小
林
秀
雄
論
を
、
私
は
ほ
と
ん
ど
肯
定
し
な
い
け
れ
ど
も
、
窪
川
が
小
林
を
「
文
壇
心
理
に
通
じ
た
」
文
学
者
と
見
て
い
た
点

や
、
こ
こ
に
引
い
た
小
林
論
が
、
す
っ
か
り
窪
川
自
身
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
所
詮
、
評
論
と
は
他
人
を
ダ
シ
に
し
て
己
れ
を
語
る
に
す

ぎ
な
い
、
と
言
っ
た
小
林
秀
雄
の
言
説
が
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
私
の
目
に
浮
か
ぶ
。

　
窪
川
は
結
局
、
　
「
小
林
の
評
論
を
眼
に
ふ
れ
る
限
り
読
ん
」
で
、
彼
の
発
想
の
一
面
や
論
法
技
術
を
表
皮
的
に
は
掴
み
え
た
か
ら
、
そ

れ
を
一
時
期
応
用
で
き
た
も
の
の
、
時
局
が
熾
烈
に
な
っ
て
、
政
治
と
文
学
の
関
係
を
云
々
し
て
い
る
よ
う
な
余
裕
も
な
く
な
っ
て
く
る

と
、
い
つ
ま
に
か
、
彼
本
来
の
資
質
や
気
質
を
暴
露
し
忠
順
な
一
人
の
「
日
本
人
」
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
事
変
に
黙
っ
て
処
し
た
」
小
林
が
し
だ
い
に
寡
黙
に
な
っ
た
の
に
比
較
し
て
、
窪
川
は
む
し
ろ
多
弁
に
な
っ
た
。
敗
戦
直
後
に
と
っ

た
窪
川
の
「
抵
抗
文
学
者
」
づ
ら
は
、
そ
れ
故
み
じ
め
で
あ
っ
た
。

（
五
）

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
は
、
文
学
の
領
域
に
お
い
て
も
今
後
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
て
想
起
さ
れ
る
に
違
ひ
な

い
。
勿
論
文
学
が
こ
の
日
を
境
と
し
て
全
く
面
目
を
一
新
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
僅
か
一
か
日
に
し
て
面
目
を
一
新

す
る
や
う
な
変
化
が
起
り
得
る
筈
も
な
い
。
　
し
か
し
、
　
面
目
を
全
く
一
新
す
る
や
う
な
変
化
が
起
り
始
め
て
ゐ
る
こ
と
は
明
か
で

あ
る
。
ま
た
文
学
自
身
に
と
っ
て
面
目
を
一
新
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
変
化
は
、
ま
つ
文
学
者
達
の
十
二
月
八
日
に
対
す
る
感
銘
と
感
動
、
特
に
大
戦
の
詔
勅
に
対
す
る
感
激
を
告
白
し

た
文
章
の
中
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
　
（
中
略
）
十
二
月
八
日
に
対
す
る
感
銘
と
感
動
と
は
、
　
一
億
一
心
に
お
け
る
全
国
民
の
感

銘
、
感
動
で
あ
ら
う
。
国
民
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
感
銘
、
感
動
に
変
り
あ
ら
う
筈
は
な
い
。
こ
の
感
銘
、
感
動
を
内
省
す
る
こ
と
　
　
「

は
、
・
れ
を
文
学
の
世
界
に
お
い
て
、
文
学
の
こ
と
を
考
へ
る
と
い
ふ
意
味
で
内
省
し
て
ゆ
く
こ
と
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
・
つ
ま
り
晶



十
二
月
八
日
に
対
す
る
感
銘
、
感
動
を
内
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
同
時
に
所
謂
、
文
学
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
6

特
に
文
学
に
お
け
る
現
実
の
事
態
と
結
び
つ
け
て
内
省
は
深
め
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（
「
新
た
な
る
展
望
に
つ
い
て
の
覚
書
」
）

　
小
田
切
進
の
編
ん
だ
「
十
二
月
八
日
の
記
録
」
　
（
『
文
学
』
昭
3
6
・
1
2
、
3
7
・
4
）
を
読
む
と
、
こ
の
日
の
文
学
者
達
の
「
感
銘
、
感

動
」
の
状
況
が
あ
ざ
や
か
に
彷
彿
と
し
て
く
る
。

　
「
本
来
賑
や
か
な
も
の
好
き
な
民
衆
は
こ
れ
ま
で
メ
ー
デ
ー
の
行
進
に
さ
へ
、
㌔
た
だ
何
と
な
く
喝
釆
を
お
く
っ
て
ゐ
た
が
、
　
こ
の
時

（
「
満
州
事
変
」
）
ク
ル
リ
と
背
中
を
め
ぐ
ら
し
て
、
満
州
問
題
の
成
行
に
熱
狂
し
た
。
　
（
中
略
）
階
級
の
問
題
と
民
族
の
問
題
に
つ
い

て
、
イ
ザ
と
い
ふ
時
日
本
の
大
衆
が
、
ど
っ
ち
に
よ
り
深
く
魂
を
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
こ
れ
で
明
か
に
な
っ
た
。
L
（
杉

山
平
助
『
文
芸
五
十
年
史
』
鱒
書
房
、
昭
1
7
・
H
）
や
が
て
、
　
「
支
那
事
変
」
が
勃
発
し
、
多
く
の
作
家
達
が
戦
場
へ
赴
い
た
。
　
「
そ
の

作
家
た
ち
の
多
く
は
曽
つ
て
は
同
じ
や
う
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
意
識
の
所
有
者
で
あ
っ
た
も
の
が
、
ひ
と
た
び
鉄
火
の
洗
礼
を
受
け
る

と
、
忽
然
と
し
て
日
本
人
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
（
同
前
）
そ
し
て
「
大
東
亜
戦
争
」
の
開
戦
。
　
「
さ
は
れ
彼
ら
（
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ャ
）
の
そ
の
旧
意
識
も
、
時
代
の
深
刻
化
と
と
も
に
、
徐
々
に
壊
滅
し
つ
つ
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
の
朝
が
き

た
。
対
英
米
開
戦
の
大
詔
は
降
下
し
た
。
真
珠
湾
に
お
け
る
米
国
太
平
洋
艦
隊
は
一
朝
に
し
て
全
滅
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
一
種
の
神
事

と
し
て
祈
念
せ
ら
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
一
切
の
紛
々
擾
々
た
る
知
性
的
論
弁
を
越
え
た
絶
対
境
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
日
の
朝
全
日
本

国
民
が
感
得
し
た
、
血
の
戦
懐
で
あ
る
。
」
（
同
前
）
。

　
い
っ
た
い
、
　
「
知
性
」
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
　
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
ひ
と
た
び
鉄
火
の
洗
礼
を
受
け
る
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
主
義
の
標
榜
も
忘
れ
、
　
「
忽
然
と
し
て
日
本
人
に
還
元
」
し
、
崇
敬
し



て
や
ま
な
か
っ
た
米
英
に
対
し
て
、
奇
襲
作
戦
の
成
功
に
よ
り
「
米
国
太
平
洋
艦
隊
」
が
「
一
朝
に
し
て
全
滅
」
す
る
と
、
「
血
の
戦
懐
」

を
覚
え
、
　
「
感
動
、
感
銘
」
し
た
と
す
れ
ば
、
な
ん
と
ま
た
「
知
性
」
の
は
か
な
く
、
　
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
の
脆
弱
な
こ
と
か
。
そ

し
て
逆
に
、
　
「
鉄
火
」
の
一
撃
の
な
ん
と
強
く
、
　
「
平
素
は
兄
弟
い
が
み
あ
ひ
を
や
っ
て
ゐ
て
も
、
ひ
と
た
び
共
通
の
大
敵
が
あ
ら
は
れ

民
族
の
危
機
に
直
面
す
れ
ぱ
、
ま
る
で
別
人
の
や
う
に
団
結
す
る
。
二
千
六
百
年
間
、
狭
い
島
の
中
で
、
同
じ
血
液
の
も
の
が
、
唯
一
の

皇
室
を
い
た
だ
き
、
同
じ
釜
の
飯
を
喰
っ
て
来
た
と
い
ふ
地
球
上
無
比
の
国
柄
」
　
（
同
前
）
の
強
靱
な
こ
と
か
。
戦
時
下
に
お
け
る
文
学

者
、
知
識
人
の
言
動
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
私
は
如
上
の
こ
と
を
痛
感
す
る
。

　
窪
川
鶴
次
郎
の
戦
時
下
、
六
冊
の
著
書
に
現
出
す
る
、
　
「
知
性
」
、
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
、
「
知
識
人
」
な
る
語
の
い
か
に
多
い
こ
と

か
。
そ
し
て
、
そ
の
衰
退
と
欠
如
の
嘆
息
が
大
き
い
こ
と
か
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
か
に
実
感
に
乏
し
く
空
疎
に
ひ
び
く
こ
と
か
。

　
旧
制
高
等
学
校
中
退
、
四
高
以
来
の
僚
友
中
野
重
治
、
　
『
ナ
ッ
プ
』
時
代
の
蔵
原
惟
人
、
妻
の
、
い
ね
子
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
頭
が
上

ら
ず
、
常
に
二
番
手
を
甘
受
し
な
け
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
の
複
雑
な
感
情
が
、
こ
う
し
た
無
用
で
背
の
び
し
た
と
し
か
思
え
な
い
言

辞
を
吐
か
せ
た
の
か
と
思
う
と
、
同
情
さ
え
禁
じ
え
な
い
。

　
こ
の
小
論
の
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
、
窪
川
鶴
次
郎
が
、
「
十
二
月
八
日
」
に
「
感
銘
、
感
動
」
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

こ
に
苦
渋
も
苦
痛
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
「
転
向
」
に
つ
い
て
も
、
た
ま
た
ま
病
気
で
あ
り
、

病
気
に
甘
え
て
、
「
そ
れ
は
非
常
に
簡
単
な
気
持
ち
で
、
転
向
の
決
心
を
し
た
わ
け
だ
。
自
分
自
身
で
は
さ
う
い
ふ
簡
単
な
取
引
で
済
ま

せ
る
つ
も
り
で
や
っ
た
わ
け
で
、
…
…
」
と
語
る
語
り
口
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
　
「
思
想
」
を
信
じ
る
と
は
、
そ
の
程
度
の
こ
と
か
。

　
結
論
的
に
い
え
ぽ
窪
川
鶴
次
郎
が
、
　
「
受
け
身
の
抵
抗
」
と
、
自
負
し
、
小
田
切
秀
雄
が
「
戦
時
下
の
達
成
」
と
評
価
し
た
、
主
と

し
て
「
大
東
亜
戦
争
」
以
前
の
著
作
に
限
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
私
に
は
と
て
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

　
繰
り
返
え
し
強
調
し
た
よ
う
に
、
　
「
転
向
」
文
学
者
達
が
急
転
直
下
「
民
族
主
義
」
者
に
変
貌
し
た
の
と
は
違
い
、
　
「
純
文
学
の
政
論

47
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的
傾
向
」
を
見
定
め
る
だ
け
の
さ
め
た
眼
は
持
っ
て
い
た
。
か
つ
て
な
ら
い
覚
え
た
「
政
治
と
文
学
論
」
を
適
当
に
使
い
分
け
、
文
壇
現

象
を
批
判
し
、
内
外
の
文
献
で
博
引
傍
証
し
な
が
ら
、
文
壇
現
象
を
整
理
し
、
あ
る
い
は
文
学
史
を
説
き
、
原
理
原
則
や
一
般
論
を
開
陳

は
し
た
。
し
か
し
、
戦
争
へ
の
抵
抗
は
お
ろ
か
、
　
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
よ
う
ご
」
さ
え
、
彼
の
著
作
の
ど
こ
か
ら
も
発
見
す
る
こ
と
は
困
難

を
き
わ
め
る
。
彼
が
決
し
て
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
で
な
か
っ
た
こ
と
は
認
め
る
。
彼
が
文
壇
の
「
現
象
」
や
そ
の
現
象
を
「
無
条
件
肯
定
」
し

な
か
っ
た
こ
と
も
認
め
る
。
彼
が
「
反
動
」
文
学
者
を
攻
撃
し
て
い
た
こ
と
も
認
め
る
。
だ
が
、
彼
は
民
族
主
義
の
興
隆
そ
の
も
の
を
批

判
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
戦
争
自
体
を
否
定
し
た
こ
と
は
な
い
。
一
見
批
判
的
に
見
え
る
彼
の
饒
舌
も
、
そ
れ
が
根
本
的
な
批
判
、
否

定
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
事
態
を
進
め
る
に
は
好
都
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
権
力
か
ら
あ
ま
り
恐
れ
ら
れ
て

も
い
な
け
れ
ば
、
拒
否
も
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
昭
和
十
四
年
か
ら
二
十
年
と
い
う
、
も
っ
と
も
出
版
情
勢
の
深
刻
な
時
代
に

六
冊
も
の
著
書
が
世
に
出
、
あ
ち
こ
ち
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
お
座
敷
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
る
　

　
ち
な
み
に
、
同
時
代
評
論
家
の
同
じ
時
期
の
著
作
点
数
は
、
保
田
与
重
郎
、
二
三
冊
、
亀
井
勝
一
郎
、
＝
冊
、
中
島
健
蔵
、
五
冊
、

中
村
光
夫
、
四
冊
、
岩
上
順
一
、
四
冊
、
河
盛
好
蔵
、
三
冊
、
小
林
秀
雄
、
三
冊
で
あ
る
。
保
田
与
重
郎
は
別
格
と
し
て
も
、
文
芸
評
論

家
と
い
う
小
説
家
と
比
べ
て
一
般
に
売
れ
行
き
の
悪
い
文
学
者
の
な
か
で
、
彼
が
ど
れ
ほ
ど
好
遇
さ
れ
て
い
た
か
が
、
こ
の
一
点
か
ら
で

も
理
解
で
き
よ
う
。

　
そ
し
て
、
あ
の
時
代
に
饒
舌
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
花
や
か
な
存
在
を
保
持
し
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
何
を
意
味

し
た
の
か
、
も
は
や
言
及
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。
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標
本
的
と
も
云
っ
て
よ
い
日
本
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
そ
の
も
の
が
、
結
局
は
本
質
に
お
い
て
、
欧
米
化
の
マ
ス
ク
を
か
ぶ
っ
て
ゐ
た

に
す
ぎ
な
い
日
本
人
で
あ
り
、
ひ
と
た
び
異
常
な
事
件
に
出
会
へ
ば
、
直
ち
に
日
本
人
に
還
元
す
る
も
の
で
あ
る
…
…
（
中
略
）
そ



れ
故
に
、
一
見
し
て
は
、
如
何
に
も
出
鱈
目
に
さ
へ
見
え
る
日
本
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
百
八
十
度
の
転
換
が
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ

ど
心
理
的
な
障
碍
を
伴
は
ず
、
或
る
者
に
至
っ
て
は
、
一
夜
の
う
ち
に
自
分
で
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
魂
の
内
容
が
変
化
し
て
ゐ
た

と
し
て
も
、
決
し
て
無
理
で
も
な
け
れ
ば
出
鱈
目
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
…
…

　
「
転
向
」
、
「
大
東
亜
戦
争
」
、
「
敗
戦
」
、
　
こ
の
事
態
を
む
か
え
た
と
き
の

に
、
こ
の
杉
山
平
助
（
前
出
）
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。

「
日
本
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
の
行
動
を
想
起
す
る
た
び

注注注注4321
「
戦
後
の
戦
争
責
任
と
民
主
主
義
文
学
」
　
（
昭
3
1
・
3
『
現
代
詩
』
）

「
文
芸
学
資
料
月
報
」
　
（
一
九
三
九
・
一
二
）
　
『
増
補
転
向
文
学
論
』
所
収

「
窪
川
鶴
次
郎
の
昭
和
十
年
代
覚
書
」
　
（
『
日
本
近
代
文
学
・
第
一
五
集
』
昭
4
6
・
1
0
）

筑
摩
書
房
版
、
日
本
文
学
大
系
付
載
、
著
作
目
録
に
よ
る
。
た
だ
し
岩
上
順
一
は
、
彼
の
年
譜
に
よ
る
。
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