
「
動
揺
」
は
、
正
宗
白
烏
が
長
年
勤
め
た
新
聞
社
を
舞
台
と
し
て
い
る
。

社
長
、
、
王
筆
交
代
劇
の
な
か
で
動
揺
す
る
刑
僚
や
私
（
大
村
）
の
動
き
を

「
駒
口
」
（
近
松
秋
江
が
モ
デ
ル
）
の
「
色
話
」
の
挿
話
を
交
え
て
描
い
た
作

品
で
、
当
時
文
壇
で
何
か
と
話
題
に
も
な
っ
た
。
と
り
わ
け
白
鳥
自
身
が
、

作
品
の
掲
載
さ
れ
た
直
後
の
五
月
末
、
七
年
間
在
職
し
た
読
売
新
聞
社
を
退

社
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
白
鳥
の
退
社
は
「
単
な
る
一
記
者
の
辞
任
で

去
年
の
春
の
末
頃
か
ら
、
私
は
底
の
な
い
泥
の
中
に
引
き
摺
り
込
ま

れ
る
や
う
な
感
じ
が
し
た
。
さ
う
感
じ
な
が
ら
不
足
に
も
恩
は
な
い
で

は

引
き
込
ま
れ
て
ゐ
た
、
秋
に
な
る
と
、
最
早
其
虚
か
ら
割
ひ
上
ら
れ
ぬ

や
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
「
こ
れ
で
己
れ
も
行
き
溜
り
だ
。
」
と
、
自

か
つ

分
で
も
覺
悟
し
た
が
、
そ
れ
と
共
に
嘗
て
覺
え
の
な
い
力
が
身
艘
に
湧

き
上
っ
た
。
（
「
動
揺
」
明
四
三
・
四
「
中
央
公
論
」
）

正
宗
白
鳥
「
落
日
」
の
光
景

（
｜
）
反
転
、
あ
る
い
は
「
峠
」

ｌ
転
機
と
し
て
の
明
治
四
二
年
秋
Ｉ

正
宗
白
鳥
『
落
日
」
の
光
景

な
く
、
文
壇
の
一
瓢
件
」
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
で
「
動
揺
」
は
文
恥

的
に
も
強
く
印
象
さ
れ
る
作
肋
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
文
壇
の
楽

屋
裏
的
な
背
蒙
や
ら
醜
聞
は
裏
活
と
し
て
は
面
白
い
が
、
、
烏
の
精
神
史
に

と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
人
き
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
も
し
、

こ
の
作
舶
が
白
鳥
の
粘
神
史
に
と
っ
て
飯
要
と
す
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
ｎ

頭
に
引
用
し
た
箇
所
だ
け
は
見
過
ご
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
庸

突
に
、
正
人
公
の
「
私
」
（
大
村
）
が
な
ん
の
前
触
れ
も
な
く
「
去
年
」
を
回

想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
の
敢
大
さ
に
比
し
て
、
前
触

れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
「
動
揺
」
の
ど
こ
に
も
そ
の
「
旬
ひ
ｋ
ら
れ
ぬ
」

か
一
つ

状
態
や
「
行
き
留
り
」
や
「
嘗
て
覺
え
の
な
い
力
」
が
具
体
的
に
描
か
れ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
あ
ま
り
も
唐
突
で
抽
象
的
な
回
想
な
の
で
あ
る
。

「
ろ
く
に
京
都
見
物
も
し
な
い
で
、
大
阪
か
ら
有
馬
伊
丹
と
忙
し
さ
う
に
鐙

つ
た
土
地
へ
移
っ
た
塞
句
、
私
は
つ
い
蹄
る
と
も
な
く
故
郷
へ
歸
つ
た
」
と

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
主
人
公
「
私
」
の
回
想
で
は
な
く
白
鳥
自
身
の
回
想

と
読
め
ば
理
解
さ
れ
な
い
事
も
な
い
。
現
に
白
鳥
は
「
去
年
」
つ
ま
り
明
治

四
二
年
の
秋
、
京
都
へ
と
赴
き
、
故
郷
へ
と
帰
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、

伊
藤
典
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白
鳥
は
こ
の
旅
で
、
京
都
に
居
る
か
つ
て
の
同
僚
で
あ
る
河
上
肇
を
訪
ね
て

い
る
。
こ
の
旅
は
正
宗
白
鳥
に
と
っ
て
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
う
え
で
極

め
て
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
後
で
触

れ
る
こ
と
に
す
る
。

正
宗
白
鳥
は
「
塵
煥
」
（
「
趣
味
」
明
四
○
・
二
）
で
注
目
さ
れ
て
以
来
、

ほ
ぼ
毎
月
の
よ
う
に
ど
こ
か
の
文
芸
雑
誌
に
小
説
を
発
表
し
、
明
治
四
○
年

は
一
四
作
品
、
翌
四
一
年
も
一
四
作
の
小
説
を
発
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
小

説
以
上
の
本
数
に
な
る
評
論
、
随
筆
、
小
品
の
類
を
書
き
続
け
、
当
時
の
文

芸
雑
誌
で
正
宗
白
鳥
の
名
前
を
見
な
い
月
は
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
お
う
盛
な

執
筆
活
動
を
し
て
い
る
。
特
に
明
治
四
一
年
の
「
何
処
へ
」
（
「
早
稲
田
文
学
」

一
月
号
～
四
月
号
）
、
「
五
月
幟
」
（
中
央
公
論
」
三
月
号
）
、
「
二
家
族
」

（
「
早
稲
田
文
学
」
九
月
～
翌
年
四
月
）
は
、
作
家
と
し
て
の
地
位
を
揺
る
ぎ

な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
翌
四
二
年
の
二
月
「
早
稲
田
文
学
」
は
『
何
処
全

（
易
風
社
明
四
一
・
一
○
）
に
対
し
て
「
推
参
之
辞
」
を
掲
げ
、
「
中
央
公

論
」
は
「
正
宗
白
鳥
論
」
を
特
輯
し
、
五
月
に
は
三
冊
Ⅱ
の
創
作
集
『
白
鳥

集
」
（
左
久
良
書
房
）
、
七
月
に
は
「
二
家
族
」
（
新
潮
社
）
を
そ
れ
ぞ
れ
刊

行
し
て
い
る
。
文
壇
人
の
目
に
は
「
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
殆
ど
文
壇
は

氏
の
独
舞
台
の
観
が
あ
っ
た
」
（
白
雲
子
「
中
央
公
論
」
明
四
二
・
二
）
と

映
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。

発
表
さ
れ
た
小
説
の
数
か
ら
眺
め
て
い
る
と
、
も
は
や
文
壇
の
な
か
で
は

揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
確
立
し
た
か
の
観
の
あ
る
白
鳥
だ
が
、
作
品
の
多
さ
で

は
見
え
て
こ
な
い
個
人
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
白
鳥
の
場
合
、
文
壇
的
に

脚
光
を
浴
び
な
が
ら
も
、
果
た
し
て
作
家
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
出
来

る
の
か
と
い
う
確
証
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
「
外
に
逃
げ
道
が
な
い
か
ら
仕

方
な
く
」
小
説
を
書
き
、
ま
た
評
論
も
文
芸
担
当
記
者
と
い
う
「
境
遇
上
餘

一
ワ
ニ

儀
な
く
評
論
の
筆
を
執
っ
て
居
る
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
境
地
に
い
た
。
当

時
の
作
家
と
い
う
社
会
的
身
分
、
原
稿
料
収
入
を
考
え
れ
ば
、
身
を
処
す
る

－
３
－

こ
と
へ
の
警
戒
心
を
怠
ら
な
い
白
鳥
の
ス
タ
イ
ル
に
と
っ
て
、
作
家
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
相
当
な
覚
悟
を
要
し
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
生
活
の
鮮

痛
な
く
、
書
か
ず
し
て
生
き
得
ら
れ
る
身
分
に
な
っ
た
ら
、
今
の
所
で
は
小

－
１
一

説
な
ぞ
、
書
か
な
い
で
暮
す
つ
も
り
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
本
心
か
ら
の
述

懐
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
詮
方
な
し
に
筆
を
執
る
と
は
い
ふ

も
の
、
、
私
に
は
猶
小
説
を
書
い
て
生
き
ん
と
す
る
努
力
が
あ
る
。
生
き
ん
が

爲
に
書
い
て
ゐ
る
、
職
業
と
思
っ
て
書
い
て
ゐ
る
。
私
か
ら
小
説
と
い
ふ
も

（
Ｐ
ひ
）

の
を
奪
っ
て
仕
舞
っ
た
ら
、
他
に
生
く
べ
き
道
が
無
い
」
と
い
う
よ
う
に
幼

少
の
頃
か
ら
文
学
や
読
み
物
に
親
し
ん
で
き
た
者
の
〈
性
〉
が
顔
を
出
す
。

心
は
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
白
鳥
に
と
っ
て
「
言
か
な
い

で
暮
す
」
と
い
う
理
想
は
あ
く
ま
で
理
想
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
実
現
し
な
い

哩
想
の
次
元
で
は
な
く
、
も
っ
と
身
体
に
胞
結
し
た
本
能
の
次
元
で
「
生
き

て
居
る
間
は
何
か
遣
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
、
一
種
の
本
能
の
為
に
餘
儀
な

一
Ｒ
』
↑

く
働
い
て
雁
る
」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
白
鳥
は
文
壇
で
脚
光
を
浴
び
な
が
ら
も
、
作
家
と
し
て
生
き
て

い
く
う
え
の
存
在
意
義
を
掴
め
な
い
ま
ま
に
「
曾
て
の
や
う
な
軍
純
な
宗
教
心
」

一
一
Ｊ
）

を
な
く
し
「
宗
教
も
、
未
来
も
、
超
自
然
も
無
い
。
行
く
虚
が
無
い
」
と
眩
き

な
が
ら
小
説
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
証
明
を
見
出
し
得

（
恩
｝

な
い
ま
ま
俳
個
う
「
何
処
へ
」
の
菅
沼
健
次
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
も
重
な
る
。

一

一

八



ひ
つ
せ
い

そ
し
て
、
小
説
を
書
く
こ
と
を
「
畢
生
の
目
的
と
す
る
と
い
ふ
つ
も
り
は
無

し
｝

〈
ｑ
こ

か
っ
た
。
今
後
と
て
も
患
う
鐘
る
か
分
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
口
走
り
な

（
川
一
一

が
ら
、
初
め
て
、
新
聞
連
載
小
説
『
落
日
』
を
書
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
明

治
四
二
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
事
で
あ
る
。
そ
し
て
冒
頭
に
引
用
し
た

「
去
年
の
春
の
末
頃
か
ら
・
・
・
秋
に
な
る
と
」
と
い
う
、
あ
の
「
動
揺
」

の
一
節
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
事
で
あ
り
、
正
宗
白
鳥
そ
の
人
の
精
神
風
景

と
し
て
荘
漠
と
拡
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
『
落
日
』
の
主
人
公
、
吉
富

新
六
の
精
神
風
景
と
も
重
な
る
の
で
あ
る
。

白
鳥
は
『
落
日
」
連
載
開
始
の
前
日
、
次
の
よ
う
な
「
予
告
」
を
読
売
紙

上
に
掲
載
し
て
い
る
。

わ
が
激
年
来
幾
多
の
短
篇
を
試
み
た
の
は
、
こ
の
長
篇
を
作
ら
ん
た

め
の
準
備
と
見
て
よ
い
。
少
な
く
と
も
わ
れ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
薑
い
、

自
己
に
一
段
落
を
告
げ
て
、
新
な
る
生
涯
に
移
り
た
い
と
思
ふ
。
こ
の

作
に
着
手
す
る
心
持
は
、
峠
に
立
っ
て
、
こ
れ
ま
で
踏
ん
で
来
た
道
を

見
下
す
と
同
じ
心
持
で
あ
る
。
通
っ
た
足
跡
も
左
右
の
山
紫
水
態
も
、

力
の
限
り
忠
實
に
描
き
た
い
と
思
ふ
。
不
幸
に
し
て
英
雄
の
姿
、
奇
抜

け
ん
。
‐
っ
ん

な
る
行
為
、
絢
燗
の
風
色
が
眼
界
に
浮
ば
ず
し
て
、
平
凡
単
調
の
色
に

満
ち
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
が
峠
か
ら
見
た
事
實
な
ら
仕
方
が

な
い
（
「
読
売
新
聞
」
明
四
二
・
八
・
三
二

連
載
前
日
に
書
か
れ
た
「
予
告
」
は
、
自
分
が
描
こ
う
と
す
る
世
界
が
果

た
し
て
実
現
す
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
予
防
線
を
張
っ
た
ま
ま
だ

が
、
過
去
へ
の
決
別
と
新
し
い
境
地
へ
の
期
待
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
”
四

八
作
目
に
し
て
初
め
て
新
聞
連
載
小
説
を
試
み
る
白
鳥
に
、
ど
う
転
ぶ
か
は

正
宗
白
鳥
『
落
日
』
の
光
景

し
か
し
な
が
ら
、
白
鳥
は
新
聞
小
説
に
対
し
て
は
き
わ
め
て
否
定
的
で
あ

る
』
「
や
が
て
純
粋
の
文
學
は
新
聞
を
離
れ
る
者
だ
と
思
ふ
し
、
又
さ
う
な

る
事
が
望
ま
し
い
。
（
中
略
）
そ
の
日
に
積
ん
で
そ
の
日
に
棄
て
る
の
が
新

聞
の
特
色
な
れ
ば
、
時
日
に
拘
泥
し
な
い
者
を
新
聞
に
載
せ
る
の
は
惜
し
い
」

と
。
そ
し
て
今
後
新
聞
は
「
ま
す
ま
す
商
品
的
に
な
り
際
物
的
」
な
っ
て

「
純
粋
の
文
学
的
作
物
は
、
新
聞
の
方
で
歓
迎
し
な
く
な
る
」
と
諄
き
、
生

活
の
た
め
に
は
新
聞
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
現
状
を
認
め
つ
つ
、
「
鼈
行
本

と
雑
誌
と
に
よ
っ
て
、
作
家
が
自
己
の
立
場
を
作
る
や
う
に
な
ら
ね
ば
」
日

本
文
学
の
発
達
は
な
い
と
ま
で
予
言
し
て
い
る
。
（
「
新
聞
と
文
学
」
「
文
章

世
界
」
明
治
四
一
・
八
）
長
年
、
読
売
新
聞
の
記
者
と
し
て
文
学
に
関
り
、

原
稿
を
持
ち
込
む
詩
人
や
作
家
た
ち
に
Ｈ
々
接
し
て
き
た
、
そ
の
現
場
を
知

り
尽
く
し
た
白
鳥
な
ら
で
は
の
実
感
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
落
日
』
は
新
聞
小
説
に
否
定
的
な
白
鳥
に
と
っ
て
の
初
め
て
の
新
聞
連

載
小
説
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
が
勤
め
編
集
す
る
「
読
売
新
聞
」
に
小
説
を

発
表
す
る
の
も
初
め
て
の
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
人
公
が
定
職
を
持
た
な

い
「
物
書
き
」
（
作
家
）
と
し
て
い
る
の
も
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
。
可
能

性
と
し
て
の
自
分
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
初
づ
く
し
は
、
新

聞
と
い
う
公
器
と
は
い
え
、
読
売
文
芸
欄
担
当
と
い
う
当
時
の
白
鳥
の
位
置

未
知
数
だ
が
よ
う
や
く
に
し
て
「
転
機
」
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
た
〕
白
鳥

は
、
そ
れ
を
「
峠
」
と
い
う
比
嶮
に
込
め
て
い
た
。

（
三
新
聞
連
載
小
説
「
落
日
」

二
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が
可
能
な
さ
し
め
た
く
試
み
〉
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
こ
の
こ
と
を
以
て

し
て
も
、
ま
た
「
予
告
」
に
込
め
ら
れ
た
白
鳥
自
身
の
期
待
感
か
ら
も
、
こ

の
作
品
が
白
鳥
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
、
且
つ
意
味
深
い
試
み
で
あ
っ
た
か

が
読
み
と
れ
る
。

小
説
は
、
明
治
四
二
年
の
春
の
末
、
「
花
の
散
っ
て
青
葉
の
頃
」
か
ら
始

（
Ⅲ
）

ま
る
。
上
京
し
て
十
年
に
な
る
主
人
公
の
吉
富
新
六
は
「
何
処
へ
」
の
菅
沼

健
次
以
上
に
正
宗
白
鳥
そ
の
人
に
近
い
存
在
で
あ
る
。
「
書
間
の
ゴ
ロ
寝
」

に
思
い
出
す
吉
富
の
過
去
は
「
山
腹
に
あ
る
寺
の
本
堂
を
教
場
に
し
た
小
學

校
」
の
事
や
「
佛
好
き
の
祖
母
か
ら
は
御
詠
歌
を
聞
き
篭
え
た
」
事
や
「
父

に
連
れ
ら
れ
て
奥
深
き
山
間
の
私
塾
に
」
入
っ
た
事
な
ど
、
白
鳥
が
記
す
多

く
の
故
郷
や
少
年
期
を
巡
る
回
想
と
同
じ
で
あ
る
。
何
よ
り
も
「
僕
は
身
鵲

が
弱
い
し
、
舟
に
弱
い
し
、
遠
方
へ
出
か
け
る
の
は
容
易
ぢ
や
な
い
、
そ
れ

ロ
小
ｈ
叩
，

に
こ
ん
な
小
ぼ
け
な
禮
格
で
」
は
と
、
吉
富
の
躰
つ
き
ま
で
も
白
鳥
の
生
き

写
し
な
の
で
あ
る
“
吉
富
は
、
す
で
に
定
職
を
失
っ
て
一
年
に
な
り
、
口
述

筆
記
な
ど
の
物
書
き
で
生
活
し
て
い
る
。
後
半
に
な
っ
て
編
集
者
と
の
や
り

（
畦
一

と
り
か
ら
吉
富
が
小
説
を
書
く
作
家
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
吉
富
の
無
為

な
生
活
が
淡
々
と
描
か
れ
、
筋
ら
し
い
筋
も
な
く
進
行
す
る
。
彼
の
日
々
は

倦
怠
と
退
屈
の
連
続
で
、
何
か
の
刺
戟
を
求
め
て
街
を
妨
裡
う
。
「
少
な
く

も
何
か
の
用
事
で
電
車
に
乗
っ
て
見
た
い
」
と
思
う
ほ
ど
に
当
て
の
な
い
退

屈
の
極
み
を
坊
僅
う
て
い
る
。
交
友
関
係
も
少
な
く
、
画
家
の
卵
で
従
弟
の

美
山
と
株
式
市
場
に
川
入
り
す
る
実
業
家
を
目
指
す
川
澤
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

そ
し
て
、
彼
等
と
話
し
て
い
て
も
「
二
、
三
時
間
す
る
と
厭
に
な
る
」
ほ
ど

に
す
ぐ
に
飽
き
て
し
ま
う
。
吉
富
に
と
っ
て
、
浪
花
町
の
私
州
お
露
と
の
交

渉
や
浄
瑠
璃
の
女
師
匠
の
も
と
で
浄
瑠
璃
を
習
う
と
い
う
行
為
の
す
べ
て
が

退
屈
し
の
ぎ
で
し
か
な
い
。
お
露
と
の
関
係
も
恋
愛
で
は
な
く
金
銭
の
絡
ん

だ
遊
び
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
「
女
を
失
っ
た
よ
り
も
懲
そ
の
物
を
失
っ

た
ん
だ
」
と
い
う
吉
富
で
も
、
美
山
と
の
会
話
の
中
で
か
つ
て
教
会
に
通
つ

と
ね

て
い
た
頃
「
利
根
の
き
み
ち
ゃ
ん
に
迷
っ
て
た
」
時
「
涙
ぐ
ん
だ
」
事
も
あ

っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
お
露
が
わ
ざ
と
ら
し
い
婿
態
を
見
せ
た
と
き
吉
富
は

「
五
六
年
前
な
ら
、
こ
ん
な
素
振
に
も
胸
を
轟
か
せ
て
悦
し
が
つ
た
ら
う
。

か
の
教
會
の
女
と
か
う
し
て
遊
ん
で
ゐ
た
な
ら
、
美
し
い
夢
の
楽
め
た
で
あ

は
躯
か

の
る

ら
う
と
、
彼
は
世
を
櫛
り
神
を
恐
れ
た
自
分
の
過
去
を
謝
っ
た
」
と
、
古
富

の
今
の
、
堕
落
は
、
過
去
の
真
蟄
な
信
仰
生
活
者
で
あ
っ
た
頃
の
反
動
で
あ

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
「
霊
と
人
と
に
服
従
し
て
、
大
事
な
月
日
を
犠
牲
に

し
た
御
身
」
を
剛
笑
う
か
の
よ
う
に
。
ま
る
で
、
白
腸
の
キ
リ
ス
ト
教
体
験

の
ト
ラ
ウ
マ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

だ
か
ら
、
吉
富
の
憎
悪
の
矛
先
は
社
会
や
世
間
で
は
な
く
「
先
ず
、
醜
鵲

は

を
備
へ
て
地
の
上
を
匂
っ
て
る
自
分
を
恥
ぢ
よ
」
と
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ

ひ
っ
き
ょ
う

る
の
だ
。
吉
富
自
身
の
頽
廃
の
原
因
は
「
自
分
の
不
安
や
恐
怖
は
、
畢
党

ぜ
い
じ
ゃ
く

肉
鵲
の
脆
弱
に
基
い
て
る
の
に
過
ぎ
ぬ
」
も
の
で
そ
れ
は
「
根
擴
の
な
い
妄

念
で
あ
る
」
と
自
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
作
者
は
「
彼
れ
は
五
六
年
来
体
質

を
盾
に
自
分
に
向
っ
て
凡
て
の
申
訳
を
し
て
来
た
」
と
吉
富
に
対
し
て
批
判

的
な
視
点
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
Ⅱ
的
を
喪
失
し
た
暗
塘
と
し
た
日
々
が
吉

富
を
支
配
し
、
ど
こ
か
で
突
破
口
を
見
州
す
こ
と
も
な
く
小
説
は
進
行
す
る
。

し
か
し
、
後
半
に
な
っ
て
、
突
破
口
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
の

同
窓
で
越
後
で
教
師
を
し
て
い
る
戸
塚
が
上
京
す
る
あ
た
り
か
ら
変
化
を
兇

○



せ
る
。
Ｍ
じ
阿
窓
の
平
井
を
交
え
て
の
語
ら
い
の
中
か
ら
、
ま
た
、
戸
塚
の

細
芯
の
写
真
を
ヒ
ン
ト
を
得
て
「
何
か
し
ら
一
種
の
感
興
が
湧
き
立
つ
」
と

同
時
に
「
彼
れ
は
筆
を
執
っ
て
、
夜
更
け
ま
で
、
善
き
通
し
た
」
と
い
う
積

極
的
な
一
画
が
現
れ
る
。
も
う
浪
花
町
に
足
を
向
け
る
事
す
ら
吉
富
に
は

司
繩
の
屈
辱
と
感
ぜ
ら
れ
」
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
＠
以
上
が
『
落
Ⅱ
」

の
人
雑
把
な
概
略
で
あ
る
。
物
語
や
筋
ら
し
い
筋
も
な
く
、
内
容
を
ま
と
め

て
み
た
も
の
の
実
に
ま
と
め
に
く
く
、
か
つ
論
じ
に
く
い
作
舶
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
作
仙
が
こ
れ
ま
で
ど
う
読
ま
れ
て
い
た
か
簡
単
に
触
れ
て
お

″
ぞ
、
○

同
時
代
で
は
「
紅
塵
』
（
彩
雲
闇
明
四
○
・
九
）
や
「
何
処
へ
」
に
比

べ
る
と
殆
ど
話
題
に
上
ら
な
か
っ
た
＆
そ
れ
で
も
や
は
り
白
鳥
の
時
代
な
の

か
「
氏
の
個
性
の
眞
面
Ｕ
を
雄
も
能
く
發
揮
し
た
鮎
に
於
て
、
氏
の
作
中
第

一
Ｇ
０
｜

一
位
に
缶
く
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
相
馬
御
風
の
評
が
あ
る
。
ま
た
、

「
濟
脅
の
長
篇
の
才
を
壯
に
確
保
し
た
作
で
〈
略
）
世
に
疲
れ
た
一
青
年
の

生
活
を
心
内
心
外
の
南
曲
か
ら
微
細
に
解
剖
し
て
、
現
代
人
の
一
曲
を
其
虚

に
味
は
せ
よ
う
と
し
た
作
で
あ
る
」
と
好
意
的
な
評
価
も
あ
れ
ば
、
「
文
章

は
大
分
練
れ
て
来
た
が
、
何
う
も
性
Ⅱ
の
若
や
か
な
感
味
を
減
退
し
て
來
た

や
う
だ
。
早
計
に
も
白
鳥
氏
老
い
た
り
と
云
ふ
調
は
言
い
難
い
が
、
も
つ
と

一
隅
｝

精
進
の
跡
を
示
し
て
貰
ひ
た
か
つ
た
や
う
に
思
ふ
」
と
い
う
や
や
不
満
げ
な

評
価
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
田
山
花
袋
は
「
主
人
公
と
作
汚
が
即
き
す
ぎ
て
ゐ

て
、
周
囲
の
人
々
に
対
す
る
、
王
人
公
の
判
断
が
主
人
公
自
身
の
判
断
に
な
つ

一
川
〉

て
居
ら
ず
、
作
者
の
判
断
に
な
っ
て
ゐ
る
」
と
批
判
的
な
評
価
を
下
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
白
鳥
の
評
価
を
決
定
的
に
し
た
と
さ
れ
る
本
間
久
雄
の
「
正

正
宗
白
鳥
「
落
Ｈ
』
の
光
景

｜
，
一
Ｐ
Ｊ
－

ｌ

宗
白
鳥
論
」
で
は
昌
落
Ｈ
」
一
篇
は
確
か
に
『
何
処
こ
と
同
じ
く
、
我

國
に
於
て
、
最
も
よ
く
枇
紀
末
的
、
病
理
學
的
の
現
代
思
想
を
具
現
し
た
唯

そ
の
屈
指
の
名
篇
で
あ
る
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
落
日
』
に
関

す
る
限
り
、
あ
ま
り
に
も
時
代
に
引
き
寄
せ
た
過
大
な
評
価
と
い
う
他
な
い
。

そ
の
後
の
白
鳥
イ
メ
ー
ジ
を
決
定
し
た
と
さ
れ
る
本
間
の
論
は
あ
く
ま
で
も

Ⅱ
鮴
戦
後
の
時
代
思
潮
と
「
何
処
へ
」
を
中
心
と
し
た
作
励
群
に
流
れ
る
、

烏
文
学
全
体
に
対
す
る
概
播
的
な
評
価
で
あ
る
。
特
に
、
本
間
の
白
鳥
論
で

注
Ｈ
さ
れ
る
の
は
「
白
鳥
氏
の
詣
作
を
出
く
根
本
情
調
」
と
し
て
シ
ニ
シ
ズ

ム
を
述
べ
て
い
る
行
で
「
人
生
の
熱
愛
す
る
も
の
は
、
性
々
に
し
て
却
っ
て

人
生
を
憎
悪
す
る
こ
と
が
あ
る
。
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
哲
学
は
、
即
ち
こ
の
愛
着

と
嫌
悪
と
の
二
元
が
相
克
す
る
場
合
に
生
れ
た
」
も
の
と
す
る
指
摘
は
、
そ

の
ま
ま
『
落
日
』
の
吉
富
新
六
の
「
情
調
」
に
流
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
期
に
人
っ
て
、
明
治
文
学
の
一
翼
と
し
て
の
白
鳥
文
学
は

多
く
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
『
落
日
』
に
言
及
し
た
も
の
は
実
に

少
な
い
。
白
鳥
自
身
が
他
の
旧
作
を
語
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
「
落
日
』
に
は

殆
ど
触
れ
て
な
い
の
も
影
響
し
て
い
る
。
昭
和
初
期
に
は
う
作
々
々
が

「
作
り
も
の
」
と
し
て
の
本
那
に
「
小
説
」
ら
し
い
「
構
図
」
を
完
成
し
て

（
卜
｜

い
な
い
。
殊
に
「
藩
Ｈ
」
の
如
き
は
極
め
て
ル
ー
ズ
な
建
造
物
で
あ
る
。
」

と
評
す
る
勝
本
油
一
郎
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
評
価
は
低
い
。
戦
後
は
吉
川

一
鵬
一

｝
ｌ

精
一
に
よ
っ
て
「
失
敗
作
」
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
白
烏
没
後

（
昭
和
三
七
年
没
）
一
落
日
』
の
本
格
的
な
研
究
論
文
は
、
佐
々
木
雅
發
の

ヨ
落
日
か
ら
宝
堂
へ
白
鳥
の
成
熟
』
（
「
文
学
年
誌
」
一
昭
五
○
・
一

一
劃
一
’

二
）
な
ど
ご
く
少
数
に
過
ぎ
な
い
。
佐
々
木
の
論
は
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
て

一
一
一
一



き
た
こ
の
作
品
を
「
む
し
ろ
、
白
鳥
的
主
題
の
集
中
が
あ
り
深
化
が
あ
る
」

と
し
て
再
評
価
し
、
「
体
質
」
や
「
遺
伝
」
や
「
生
理
」
に
よ
っ
て
宿
命
づ

け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
吉
富
の
「
頽
廃
」
を
読
み
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
異

常
神
経
や
強
迫
観
念
、
幻
覚
や
錯
乱
の
ま
さ
に
凄
絶
な
世
界
」
を
描
い
た

「
妖
怪
萱
」
や
「
地
獄
」
な
ど
に
接
し
て
い
る
作
品
と
見
な
し
て
い
る
。

こ
の
「
落
日
」
で
吉
富
の
最
も
頽
廃
的
な
姿
は
三
十
）
で
描
か
れ
て
い

る
。
佐
々
木
は
そ
こ
を
引
用
し
「
〈
性
〉
に
繋
が
れ
て
人
間
が
存
在
す
る
こ

と
へ
の
、
嫌
悪
と
漸
槐
を
、
こ
れ
ほ
ど
徹
底
し
て
真
正
面
か
ら
描
き
出
し
た

作
家
も
少
な
い
」
と
ま
で
高
く
評
価
し
て
い
る
。
そ
の
「
頽
廃
」
を
象
徴
す

る
描
写
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
落
日
』
の
中
で
際
立
つ
よ
う
に
、

こ
こ
だ
け
が
陰
惨
で
深
刻
さ
を
強
調
し
て
い
る
箇
所
で
も
あ
る
の
で
引
用
す

る
。

名
も
知
ら
ぬ
女
と
一
夜
を
共
に
し
て
夜
半
目
覚
め
、
「
顔
さ
へ
よ
く
は
覚

え
て
ゐ
な
い
」
見
知
ら
ぬ
女
が
寝
て
い
る
。
吉
富
は
「
汚
れ
た
者
の
や
う
に

離
れ
ら
れ
る
だ
け
離
れ
て
ゐ
て
、
手
も
足
も
触
れ
て
ゐ
な
い
」
が
「
む
づ
掻

い
や
う
な
暖
か
味
が
心
地
悪
く
」
感
じ
る
。

：
：
：
彼
は
不
図
マ
ッ
チ
の
光
で
そ
の
寝
姿
を
見
た
。
赤
味
の
濃
い

こ
じ
わ

頬
、
小
駿
を
寄
せ
た
目
尻
、
ピ
リ
ノ
ー
動
い
て
ゐ
る
厚
い
唇
、
ｌ

そ
れ
等
が
闇
の
中
に
彫
り
出
さ
れ
た
。
頬
の
削
げ
唇
の
朽
ち
た
死
骸
の

や
う
な
寝
姿
を
見
る
よ
り
も
、
更
に
恐
し
い
気
味
の
悪
い
感
じ
を
彼
は

起
し
た
。
（
中
略
）
闇
の
何
処
か
に
潜
ん
で
ゐ
る
恐
ろ
し
い
者
に
生
血

じ
れ
ん

を
畷
ら
れ
て
自
然
に
枯
れ
て
行
く
よ
り
も
、
自
分
の
力
で
砕
け
て
し
ま

へ
と
迫
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
併
し
肺
甲
斐
な
や
、
何
時
も
ノ
ー
、
救

ひ
は
短
刀
に
も
拳
銃
に
も
求
め
ら
れ
ず
し
て
、
一
時
の
が
れ
の
催
眠
薬

に
求
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
浅
問
し
い
忌
々
し
い
。
人
間
に
生
ま

よ

れ
た
こ
と
を
悔
ひ
て
恥
ぢ
て
そ
う
憎
む
や
う
な
恩
ひ
が
、
激
し
く
彼
の

胸
に
喰
入
っ
た
。
そ
し
て
さ
う
思
っ
て
る
だ
け
で
も
、
見
る
ノ
ー
心
の

磨
り
減
さ
れ
、
肉
の
削
ぎ
落
さ
れ
、
Ⅱ
は
窪
み
髪
は
白
く
な
る
や
う
で

あ
っ
た
。
（
二
十
）

こ
の
よ
う
な
頽
廃
と
呪
狙
に
充
ち
た
描
写
と
述
懐
は
こ
の
章
の
み
で
あ

こ
れ
ま
で

〃
も
・
勺
０
し

ひ
と
ま

る
。
翌
朝
に
な
る
と
吉
富
は
、
「
從
來
の
通
り
の
生
活
を
續
け
た
。
一
室
に

閉
ぢ
籠
も
っ
て
氣
ま
ぐ
れ
に
書
物
を
讃
む
。
興
も
な
い
こ
と
を
寄
せ
集
め
た

、
７

文
章
を
書
く
。
倦
ん
で
眠
り
、
覺
め
て
は
散
歩
す
る
」
（
二
十
二
と
い
う

日
常
に
戻
っ
て
い
る
。
ま
る
で
前
夜
の
出
来
事
が
夢
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。

実
際
、
夢
に
も
、
或
い
は
妄
想
に
も
読
め
て
し
ま
う
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。

佐
々
木
雅
發
が
論
じ
る
よ
う
に
、
果
た
し
て
吉
富
新
六
に
、
人
間
を
「
遺

伝
」
や
「
体
質
」
や
「
性
」
の
織
り
な
す
「
生
き
物
」
と
見
る
「
そ
の
こ
と

の
無
意
味
さ
に
傷
つ
き
、
一
切
の
積
極
性
を
喪
い
、
孤
絶
し
解
体
し
て
ゆ
く

人
間
た
ち
の
姿
」
を
読
み
と
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
陰
惨
に
な
っ
て
偏
崩
に
な

っ
て
、
狂
人
染
み
て
」
き
て
「
最
後
を
遂
げ
た
」
祖
父
の
話
で
「
幸
福
な
こ

の
一
族
の
歴
史
に
只
一
線
の
暗
い
影
で
あ
っ
た
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
「
遺

伝
」
の
宿
命
、
「
生
理
の
理
法
」
に
吉
富
の
頽
廃
を
還
元
し
て
い
い
の
だ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
、
『
落
日
」
は
佐
々
木
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
極
端

に
走
る
こ
と
も
出
来
ず
、
ひ
た
す
ら
危
機
に
耐
え
て
い
た
白
鳥
自
身
の
現
実

に
よ
り
忠
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
よ
り
『
普
通
の
小
説
」
た
り
え
て
い

る
」
作
品
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
何
も
陰
惨
で
深
刻
な
「
妖
怪
画
」

一
一
一
一
一



の
系
譜
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
「
落
日
」
に
は
、
色
調
と
し
て
「
世
紀
末
」
に
彩
ら
れ
た
倦
怠
と

虚
無
的
な
気
分
が
作
ロ
叩
全
体
を
被
っ
て
は
い
る
口
本
間
久
雄
の
言
う
「
病
理

学
的
」
な
一
面
も
描
か
れ
、
佐
々
木
雅
發
の
言
う
「
〈
生
理
〉
と
い
う
抗
う

術
の
な
い
絶
対
的
因
果
の
下
で
議
く
」
人
間
と
し
て
吉
富
も
描
か
れ
て
は
い

た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
こ
の
時
代
を
被
っ
て
い
た
く
気
分
〉
と
し
て
読
み

と
っ
た
方
が
い
い
。
も
し
世
紀
末
的
な
頽
廃
や
病
理
や
生
理
を
主
題
と
し
て

論
じ
る
な
ら
他
に
取
り
上
げ
る
作
品
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
代
表
作
が

｛
副
）

佐
々
木
雅
發
も
論
じ
て
い
る
「
妖
怪
蓋
」
（
「
趣
味
」
明
四
○
・
七
）
で
あ
る
。

上
京
し
た
父
親
兵
造
と
吉
富
新
六
と
の
穏
和
で
優
し
い
会
話
や
や
り
と
り
か

ら
は
、
「
妖
怪
書
」
的
な
主
題
は
け
っ
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
は
来
な
い
Ｄ

ま
し
て
や
後
半
に
至
っ
て
、
よ
り
積
極
的
で
肯
定
的
に
な
る
吉
富
の
姿
勢
は

説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
後
の
章
（
三
十
二
で
戸
塚
を
見
送
り

す
べ

な
が
ら
「
戸
塚
一
人
を
見
送
る
よ
り
も
、
凡
て
の
人
を
見
送
っ
て
ゐ
る
や
う

な
氣
が
し
た
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
と
決
別
し
、
過
去
を
清
算
し
よ
う
と

す
る
吉
富
の
感
慨
や
、
「
無
意
識
に
賑
や
か
な
明
る
い
方
を
歩
き
な
が
ら
、

ふ
と
今
の
氣
持
を
紙
へ
書
い
て
見
よ
う
と
思
っ
た
」
と
い
う
、
努
め
て
明
る

さ
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
吉
南
の
行
く
末
に
。
切
の
積
極
性
を
喪
い
、
孤

絶
し
解
体
し
て
ゆ
く
人
間
」
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
展
望
さ
え

開
け
て
く
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
あ
る
。

『
落
日
」
一
編
の
隠
れ
た
、
し
か
し
大
き
な
テ
ー
マ
は
、
や
は
り
冒
頭
に

引
用
し
た
「
動
揺
」
の
「
こ
れ
で
己
れ
も
行
き
溜
り
だ
」
と
い
う
底
な
し
感

の
経
験
（
そ
れ
が
二
十
の
嫌
悪
と
憎
悪
に
満
ち
た
頽
廃
的
な
描
写
に
象
徴
さ

正
宗
白
鳥
『
落
冊
」
の
光
景

れ
て
い
る
）
と
「
そ
れ
と
共
に
嘗
て
覺
え
の
な
い
力
が
身
鵲
に
湧
き
上
っ
た
」

と
い
う
（
そ
れ
が
二
十
七
の
〈
嘗
て
覺
え
た
こ
と
の
な
い
希
望
が
胸
に
浮
い

た
〉
と
い
う
吉
富
の
感
慨
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
）
理
知
を
超
え
た
く
反
転
〉

を
巡
る
秘
や
か
な
物
語
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
〈
反
転
〉
、
或
い
は

〈
転
機
〉
と
い
う
も
の
は
後
に
な
っ
て
か
ら
気
づ
か
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。

在
社
中
は
懇
意
に
し
た
課
で
は
な
か
っ
た
の
に
、
氏
が
京
都
大
學
に

赴
任
さ
れ
て
間
も
な
く
、
私
は
、
秋
の
京
兇
物
に
行
っ
た
時
、
ど
う
し

た
は
ず
み
か
、
氏
を
興
如
堂
の
ほ
と
り
の
假
寓
に
訪
問
し
た
。
用
事
も

な
い
の
に
佐
程
親
し
く
も
な
い
人
を
訪
ね
る
な
ん
か
、
私
と
し
て
は
異

例
で
あ
っ
た
。
（
「
文
壇
的
脚
救
傳
」
「
中
央
公
論
」
昭
一
三
年
二
月
号

～
七
月
号
）

思
想
の
上
で
も
食
物
の
上
で
も
、
Ｋ
の
領
域
に
足
を
入
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
Ｋ
が
社
を
や
め
て
京
都
の
學
校
に
赴
任
し
て
間

氏
が
、
京
都
大
學
に
赴
任
さ
れ
て
間
の
な
い
時
分
に
、
私
は
、
歸
郷

の
次
手
に
、
京
都
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
懇
意
で
も
な
い
人

を
訪
問
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
私
が
、
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、
ふ
と
、

河
上
氏
を
眞
如
堂
近
く
の
假
寓
へ
訪
づ
れ
た
。
（
「
河
上
博
士
の
こ
と
」

「
中
央
公
論
」
昭
八
年
八
月
号
）

（
三
）
反
覆
さ
れ
る
「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
」

一
一
一
一
一
一



三
つ
と
も
Ⅲ
想
記
と
言
っ
て
差
し
支
え
の
な
い
も
の
で
、
「
交
友
録
」
は

随
筆
の
よ
う
な
小
説
で
、
河
上
肇
と
は
名
辞
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
Ｋ
が

河
上
繁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
前
後
の
文
脈
か
ら
簡
蝋
に
読
み
と
れ
る
。

白
鳥
が
河
上
聡
を
訪
問
す
る
の
は
、
そ
の
翌
旧
が
「
尺
長
節
」
と
＃
か
れ

て
い
る
（
「
河
上
博
士
の
こ
と
」
）
こ
と
か
ら
も
明
治
四
二
年
二
Ⅱ
三
川
と

一
”
一
・

推
定
で
き
る
。
「
藩
Ｈ
」
の
雌
終
Ｍ
掲
裁
は
星
川
六
Ⅱ
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
脱
槁
後
、
す
ぐ
に
旅
立
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

河
上
鴫
は
経
済
学
肯
に
し
て
稀
有
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
「
貧
乏

物
語
』
で
注
目
を
浴
び
て
、
そ
の
後
急
激
に
マ
ル
ク
ス
に
接
近
し
、
入
学
を

辞
し
て
実
践
運
動
へ
と
参
加
し
て
ゆ
き
、
多
く
の
青
年
に
影
響
力
を
持
っ
た

社
会
運
動
家
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
ｎ
烏
が
訪
れ
た
明
泊
川
二
年
は
、
ま
だ

マ
ル
ク
ス
以
前
で
あ
り
、
枇
間
的
に
注
目
さ
れ
る
以
前
の
認
で
あ
る
。
白
鳥

一
泌
一

の
「
河
ｔ
博
士
の
こ
と
」
は
、
既
に
肚
間
の
注
Ⅱ
を
浴
び
て
い
た
昭
和
八
年

と
い
う
時
点
で
課
か
れ
た
「
英
雄
で
も
な
く
、
徹
底
的
な
闘
士
で
も
な
く
」

ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
の
河
上
端
を
描
い
た
名
随
兼
だ
が
、
側
想
さ
れ
る
明

治
川
二
年
の
白
鳥
に
と
っ
て
喰
喫
な
の
は
、
勿
論
河
上
碓
の
思
想
で
も
そ
の

の
な
い
時
分
に
、
私
は
、
歸
郷
の
次
手
に
京
都
に
立
ち
寄
っ
て
紅
葉
見

物
を
す
る
氣
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
を
り
、
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、

ふ
と
Ｋ
を
、
眞
如
堂
近
く
の
假
寓
へ
訪
れ
た
。
懇
意
で
も
な
い
人
を
訪

問
す
る
こ
と
の
嫌
ひ
な
私
が
、
氣
ま
ぐ
れ
に
も
Ｋ
の
家
庭
へ
踏
み
込
ん

だ
の
で
あ
っ
た
。
（
「
交
友
録
」
「
改
造
」
昭
二
一
年
三
川
号
）
〔
以
上
、

三
箇
所
と
も
傍
点
は
論
者
〕

遍
歴
で
も
な
い
。
彼
の
人
間
と
し
て
の
〈
存
在
感
〉
と
か
つ
て
の
同
僚
で
あ

っ
た
〈
個
性
〉
の
行
く
末
で
あ
る
。
少
な
か
ら
ず
河
上
肇
の
転
機
の
在
り
方

に
興
味
と
関
心
を
抱
か
せ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

白
鳥
の
よ
う
な
生
き
方
、
つ
ま
り
「
幼
い
時
か
ら
神
経
過
敏
症
で
（
中
略
）

ｎ
分
の
糒
神
の
平
静
を
保
つ
こ
と
に
つ
ね
に
注
意
し
て
、
Ⅱ
常
生
活
に
於
て

も
処
枇
法
に
於
て
も
、
中
庸
を
守
り
、
常
識
か
ら
脱
線
し
な
い
や
う
に
勤
め

一
一
郡
）

て
来
た
」
者
に
と
っ
て
、
こ
の
、
時
代
を
隔
て
て
何
度
も
反
覆
さ
れ
る
「
ど

う
し
た
は
ず
み
か
」
の
川
想
は
や
は
り
異
様
で
も
あ
る
。
六
○
年
近
き
の
長

き
に
わ
た
っ
て
文
学
活
動
を
つ
づ
け
た
白
鳥
に
と
っ
て
、
皿
想
の
反
覆
は
け

っ
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
Ｍ
じ
材
料
を
手
を
変
え
杣
を
変
え
何
度
も

衿
き
続
け
た
作
家
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
来
猟
は
、
烏
に
と
っ
て
は

余
程
、
「
異
例
」
な
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
河
上
訪
問
の
す
ぐ
後
に
苫
か
れ

た
「
従
姉
」
（
「
趣
味
」
明
四
三
・
↓
｜
）
と
い
う
短
編
に
も
、
本
迦
と
は
関
係

な
く
挿
話
的
に
「
ふ
と
思
い
出
し
て
、
眞
如
堂
前
の
知
人
を
訪
ね
」
一
緒
に

伏
見
か
ら
宇
治
に
遊
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
れ
が
「
生
涯
忘
れ
が
た
い
幸

禍
な
旅
行
で
あ
っ
た
と
、
知
人
に
も
語
っ
て
悦
ん
だ
。
」
と
書
か
れ
て
い
る

か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
〃
日
烏
の
河
上
肇
訪
問
が
い
か
に
忘
れ
が
た
い

印
象
と
し
て
刻
印
さ
れ
た
か
は
充
分
即
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
絲
験
は
何
年
た
っ
て
も
「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
」
と
し
か
言
い
よ
う
の

な
い
経
験
で
あ
っ
た
事
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
、
烏
を
京
都
の
河
上
肇
の
も
と
に
向
か
わ
せ
た
も
の
と
は
一
体
何

な
の
か
。
勿
論
、
河
上
礦
に
転
機
を
も
た
ら
し
た
も
の
へ
の
関
心
だ
け
で
あ

る
わ
け
が
な
い
。
つ
ま
り
、
「
ふ
と
」
と
か
「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
」
と
い

四



う
衝
動
を
喚
起
し
た
も
の
の
正
体
は
。
言
葉
で
は
言
い
尽
く
し
難
い
が
故
に

「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
」
と
何
年
経
っ
て
も
同
じ
フ
レ
ー
ズ
を
反
覆
す
る
し

か
な
い
白
鳥
で
あ
る
が
、
実
は
直
接
に
叙
し
な
い
ま
で
も
、
遠
回
し
に
で
は

あ
る
が
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
な
ど
が
、
信
仰
を
失
ひ
、
た
ぎ
意
味
も
な
く
青
年
期
を
過
し
て
ゐ

た
間
に
、
河
上
氏
は
、
自
己
生
存
の
態
度
に
つ
い
て
い
る
ノ
ー
に
心
を

致
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
（
「
河
上
博
士
の
こ
と
」
）

た
ま
に
、
他
人
行
儀
の
話
を
す
る
く
ら
ゐ
の
淡
い
交
り
で
あ
っ
た
が
、

私
は
無
言
の
う
ち
に
、
彼
か
ら
何
か
を
云
は
れ
て
ゐ
る
や
う
な
感
じ
が

し
た
。
（
「
交
友
録
」
）

こ
こ
に
は
、
自
己
中
心
の
個
人
主
義
者
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ッ
ク
な
白
鳥
ら
し

か
ら
ぬ
〈
他
者
〉
の
視
線
を
受
け
と
め
る
姿
勢
が
あ
る
。
新
聞
社
時
代
の
同

僚
、
河
上
肇
の
生
活
態
度
の
な
か
に
、
か
つ
て
の
ｎ
分
の
信
仰
時
代
の
脚
己

ゞ
〔
錫
一

像
を
合
わ
せ
鏡
と
し
た
姿
が
そ
こ
に
映
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
白
鳥
を
京

都
の
河
上
肇
の
も
と
に
向
か
わ
せ
た
意
識
の
底
に
は
、
お
そ
ら
く
「
自
己
生

存
の
態
度
」
を
決
定
で
き
な
い
も
ど
か
し
い
自
己
と
の
決
別
を
含
意
さ
せ
て

い
た
。
「
自
己
生
存
の
態
度
」
と
は
、
人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
、

己
れ
の
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
目
的
、
意
味
、
価
値
を
た
と
え
彼
方
で
あ

っ
て
も
想
定
で
き
る
と
い
う
確
信
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
確
信
を

得
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
こ
の
際
問
題
で
は
な
い
。

正
宗
白
鳥
『
落
日
』
の
光
景

『
落
Ｈ
」
と
『
落
Ⅱ
』
脱
稿
後
の
河
上
訪
問
。
作
鮎
と
作
品
以
後
の
出
来

事
の
こ
の
ふ
た
つ
は
不
可
分
の
ま
ま
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
落
日
」

の
な
か
に
そ
の
繋
が
り
を
暗
示
す
る
白
烏
の
姿
が
吉
富
新
六
を
通
し
て
描
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
『
落
Ｈ
』
が
白
鳥
に
と
っ
て
初
め
て
の
新
聞
連

載
小
説
で
あ
り
、
実
験
的
試
み
と
言
っ
た
が
、
『
落
日
」
が
吉
富
を
中
心
と

し
た
作
品
内
の
物
語
と
、
そ
の
「
落
日
」
を
新
聞
小
説
と
し
て
記
述
し
つ
づ

け
る
白
鳥
向
身
の
心
境
が
吐
露
さ
れ
る
と
い
う
混
在
を
一
小
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
先
に
引
用
し
た
花
袋
の
「
主
人
公
の
判
断
が
王
人
公
自
身
の
判
断
に

な
っ
て
居
ら
ず
、
作
者
の
判
断
に
な
っ
て
ゐ
る
」
と
否
定
的
に
評
し
た
と
こ

ろ
で
も
あ
る
。
白
鳥
は
花
袋
が
否
定
的
に
捉
え
た
と
こ
ろ
を
む
し
ろ
積
極
的

に
肯
定
し
、
主
人
公
と
作
者
の
瀧
然
一
体
と
し
た
自
在
な
書
き
つ
ぶ
り
を
実

践
し
た
き
ら
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
（
九
）
で
吉
富
が
旅
へ
の
想
像
を
巡
ら

し
、
旅
立
ち
た
い
衝
動
を
描
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
「
僅
か
の
調
度
や
書

傘
争
Ｌ
‐
一

物
を
寅
り
佛
っ
て
、
そ
れ
に
纏
は
れ
る
厭
な
記
憶
を
拭
う
て
身
も
心
も
輕
く
、

束
縛
の
な
い
旅
に
出
る
の
は
愉
快
に
違
ひ
な
い
と
定
め
て
見
た
。
見
馴
れ
た

ゆ
ノ
、
え
く
ら

顔
に
離
れ
、
定
り
切
っ
た
日
常
の
話
に
分
れ
て
、
行
衛
を
晦
ま
す
だ
け
で
も

楽
し
い
」
と
。
し
か
し
、
旅
立
ち
た
い
の
は
吉
富
で
は
な
く
白
鳥
の
方
で
あ

る
。
事
実
、
白
鳥
は
『
落
日
』
脱
稿
後
、
す
ぐ
さ
ま
京
都
へ
旅
立
っ
て
い
る

か
ら
だ
。
そ
れ
に
引
き
換
え
『
落
日
」
の
吉
富
は
、
旅
ど
こ
ろ
か
女
と
ふ
た

り
で
郊
外
を
散
歩
す
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
る
。
吉
富
は
Ⅲ
常
か
ら
逸
脱
し

（
四
）
「
処
世
」
と
い
う
経
験
、
作
家
へ
の
自
立

五



な
い
ま
ま
、
物
語
は
拡
が
り
を
見
せ
な
い
ま
ま
に
Ｈ
常
に
埋
没
し
て
い
く
。

ま
た
（
二
十
五
）
の
書
き
出
し
で
は
「
或
る
日
曜
、
吉
富
は
朝
早
く
か
ら
筆

と
煙
草
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。
書
く
に
足
る
材
料
も
な
い
の
で
仕
事
は
墓
取

ら
ず
」
と
書
き
出
さ
れ
る
が
、
「
書
く
に
足
る
材
料
」
が
な
い
の
は
吉
富
で

は
な
く
白
鳥
自
身
の
方
で
あ
る
。
す
ぐ
そ
の
後
で
、
ま
っ
た
く
新
し
い
「
書

く
に
足
る
材
料
」
と
し
て
「
奮
い
同
窓
の
平
井
」
の
登
場
と
「
戸
塚
が
越
後

か
ら
上
京
」
す
る
と
い
う
場
面
を
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

全
三
十
一
の
章
か
ら
な
る
作
雌
の
（
二
十
五
）
に
至
っ
て
新
し
い
人
物
が
登

場
す
る
こ
と
に
な
る
。
登
場
人
物
が
少
な
い
だ
け
に
、
後
半
の
二
人
の
同
窓

の
登
場
は
際
立
つ
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
を
勝
本
清
一
郎
は
「
極
め
て
ル
ー
ズ

な
建
造
物
で
あ
る
」
と
構
成
上
の
破
綻
を
指
摘
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
も
そ
も
、

白
鳥
の
小
説
に
「
構
成
」
や
「
建
造
物
」
を
期
待
す
る
こ
と
は
土
台
無
理
な

話
で
あ
る
。
既
に
小
説
を
書
き
出
す
以
前
の
白
鳥
の
評
論
に
、
作
家
は
ど
の

よ
う
に
書
い
て
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
自
己
に
課
し
て
も
い
た
。
白

鳥
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
構
成
的
作
品
と
ブ
ロ
ン
テ
の
創
生
的
作
品
を
比
較
し

て
、
「
エ
リ
オ
ッ
ト
程
に
な
れ
ば
荘
厳
な
大
伽
藍
と
な
っ
て
見
ご
た
へ
も
す

れ
ど
、
淺
は
か
な
人
生
観
や
宗
教
観
を
持
っ
た
作
家
が
窓
ま
、
に
切
り
盛
り

し
て
建
て
た
和
洋
折
衷
の
別
荘
ぐ
ら
ゐ
で
は
有
難
く
な
い
」
と
し
て
、
樋
口

一
葉
を
持
ち
出
し
ヨ
葉
は
ブ
ロ
ン
テ
に
比
べ
て
、
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら

も
創
生
的
で
、
自
ら
産
み
出
し
て
行
く
氣
味
が
あ
っ
た
、
我
は
作
者
の
用
意

と
し
て
寧
ろ
後
者
を
取
り
た
い
と
思
ふ
」
と
い
う
ふ
う
に
「
構
成
」
よ
り
も

自
在
な
「
創
生
」
と
い
う
立
場
で
小
説
を
読
ん
で
い
た
。
そ
し
て
「
作
家
は

第
二
の
造
化
と
し
て
如
何
な
る
者
で
も
随
意
に
産
み
出
す
が
よ
い
」
（
以
上

「
瓊
言
」
「
読
売
新
聞
」
明
三
四
・
九
・
三
○
）
と
い
う
考
え
は
、
自
分
が
小

説
を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
よ
り
強
化
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
「
瓊
言
」

に
は
、
自
然
主
義
や
写
実
主
義
に
拘
泥
し
な
い
、
柔
軟
で
幅
広
い
白
鳥
の
文

学
観
が
見
事
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
良
き
読
み
手
と
し
て
の
白
鳥
は

書
き
手
の
白
鳥
と
同
列
で
は
な
か
っ
た
。
と
言
う
よ
り
、
白
鳥
に
は
「
構
成

的
」
な
長
篇
小
説
は
書
き
た
く
て
も
書
け
な
か
っ
た
。
「
私
は
短
篇
を
書
く

時
、
一
端
を
捉
へ
て
全
罷
を
見
せ
る
と
い
ふ
や
う
な
考
へ
を
爲
て
居
る
。
が
、

長
篇
と
な
る
と
、
そ
ん
な
事
な
ど
は
考
へ
な
し
に
漫
然
と
筆
を
落
し
て
行
く
」

（
「
興
味
も
な
い
創
作
熱
も
な
い
」
「
文
章
世
界
」
明
四
一
・
一
二
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
初
め
て
の
新
聞
連
載
の
長
篇
『
落
日
」
に

「
構
成
」
や
「
大
伽
藍
」
は
到
底
望
み
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
〈
落
日
〉
と
い
う
表
題
だ
が
、
〈
落
日
〉
に
は
頽
廃
と
凋
落
の
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
沈
静
と
落
ち
る
べ
き
と
こ
ろ
に
落
ち
る
と
い
う
あ
る

種
の
諦
念
を
含
ん
だ
必
然
性
を
徴
し
て
い
る
。
ネ
ガ
（
陰
）
と
ポ
ジ
（
陽
）
、

否
定
と
肯
定
、
ま
た
は
消
極
性
と
積
極
性
の
混
清
と
し
た
配
色
に
よ
っ
て
も

彩
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
間
久
雄
か
ら
佐
々
木
雅
發
ま
で
、
こ
れ
ま
で

「
落
日
』
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
否
定
と
消
極
性
、
つ
ま
り
、
吉
富
の
頽
廃
と

倦
怠
、
人
間
悩
悪
と
い
う
半
面
の
枇
界
だ
け
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
心
吉
富
の

積
極
的
で
肯
定
的
な
半
面
は
殆
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
積
極
的
な
一
面

は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
顕
著
で
あ
る
。
雑
誌
社
の
知
人
に
持
ち
込
ん
だ
原

ほ
め
こ
と
ば

稿
を
褒
め
ら
れ
た
吉
富
の
感
慨
は
「
か
の
知
人
の
褒
鮮
は
空
お
世
誹
と
も
盲

批
評
と
も
思
わ
れ
ず
、
一
度
浮
い
た
心
は
元
の
所
へ
沈
ん
で
行
か
な
か
っ
た
。

で
、
こ
の
次
に
は
あ
れ
を
言
い
て
見
よ
う
な
ど
、
例
に
な
く
意
氣
込
ん
で
、

一
二
一
ハ



再
び
暑
い
光
の
中
へ
出
た
」
（
二
十
七
）
と
、
実
に
単
純
だ
が
、
し
か
し
極

め
て
率
直
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
は
や
こ
こ
に
は
、
あ
の
「
何
処
へ
」
の
菅
沼
健
次
の
影
は
な
い
。
吉
富

新
六
は
、
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
の
「
何
処
へ
」
の
菅

沼
健
次
が
、
漸
く
に
し
て
、
存
在
証
明
を
得
た
「
大
人
に
な
っ
た
」
姿
な
の

か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
果
た
し
て
〈
成
熟
〉
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
そ
こ
に
は
多
分
に
何
も
の
か
を
捨
て
ざ
る
を
得
な
い
〈
諦
念
〉
が

含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
吉
富
が
故
郷
の
旧
家
を
継
ぐ
弟
夫
婦
へ
の
出

産
の
祝
辞
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
そ
れ
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

生
ま
れ
て
初
め
て
他
人
行
儀
な
文
辞
を
並
べ
な
が
ら
、
自
分
で
こ
ん

な
こ
と
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
境
涯
に
入
り
つ
、
あ
る
の
に
氣
付

い
た
。
（
中
略
）
心
で
は
隣
り
の
人
と
千
里
を
隔
て
、
生
き
て
ゐ
る
と

あ
し
な
み

思
っ
て
ゐ
て
も
、
實
際
で
は
か
細
い
足
で
、
そ
れ
と
歩
調
を
合
せ
て
行

１
』
癌
ふ

か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
萎
び
た
花
も
萎
び
た
實
を
結
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
様

に
な
っ
て
ゐ
る
。
（
十
七
）

そ
ん
な
自
分
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
萎
び
た

花
」
で
は
あ
る
が
、
も
は
や
ひ
と
り
で
勝
手
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
だ
け
で
は

済
ま
な
い
身
に
な
り
、
花
も
実
を
結
ば
ね
ば
世
を
処
し
て
い
く
こ
と
さ
え
出

来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
〈
書
く
〉
と
い
う
職
業
に
対
し
て
も

「
萎
び
た
實
」
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ウ
カ
ノ
ー
し
て
る
間
に
、
何
時
か
こ
ん
な
事
を
書
い
て
、
そ
れ
を
費

物
に
す
る
人
の
仲
間
に
入
っ
て
る
の
に
、
彼
は
氣
が
つ
い
た
。
東
京
に

生
き
る
限
り
は
厭
で
も
こ
の
職
業
を
離
れ
ら
れ
ぬ
や
う
に
、
自
分
の
身

正
宗
白
鳥
「
落
日
」
の
光
景

に
定
り
が
つ
き
か
け
た
と
思
っ
た
。
だ
が
、
定
り
が
つ
き
か
け
た
の
をか

つ

憐
む
中
に
も
、
其
虎
に
微
か
な
自
信
の
光
が
閃
め
い
た
。
四
五
年
来
嘗

て
覺
え
た
こ
と
の
な
い
希
望
が
胸
に
浮
い
た
。
世
間
が
廣
い
や
う
に
見

ふ
だ
ん

え
た
。
平
常
尊
敬
も
し
て
ゐ
な
い
知
人
の
僅
か
な
推
讃
の
言
葉
が
、

く
ら
や
み

暗
黒
の
中
に
自
分
の
道
を
照
ら
し
て
呉
れ
る
提
灯
の
光
と
見
え
た
。

（
二
十
七
）

こ
の
吉
富
新
六
の
感
慨
は
そ
の
ま
ま
服
宗
白
鳥
そ
の
人
の
も
の
で
あ
る
。

白
鳥
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
か
つ
て
の
同
僚
時
代
の
河
上
肇
に
見
出
し
た

「
自
己
生
存
の
態
度
」
を
自
分
に
引
き
寄
せ
、
作
家
と
し
て
生
き
る
し
か
な

い
自
己
像
を
見
据
え
た
過
渡
期
の
光
景
と
し
て
描
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ど
う
足
掻
い
て
も
陽
は
落
ち
る
と
こ
ろ
に
し
か
落
ち
な
い
。
白
鳥
が
〈
落

Ｈ
〉
の
彼
方
に
見
た
も
の
は
、
け
っ
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

「
自
分
の
道
を
照
ら
し
て
呉
れ
る
提
灯
の
光
」
が
灯
っ
て
い
る
だ
け
で
も
充

分
で
あ
っ
た
。
『
落
日
」
を
書
き
終
え
た
時
、
白
鳥
の
ま
え
に
は
、
作
家
と

し
て
生
き
て
い
く
う
え
の
微
か
な
自
信
と
大
い
な
る
必
然
性
の
筋
道
が
微
か

に
見
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
妓
早
、
読
売
新
聞
退
社
は
時
間
の
問
題
で
し
か

な
い
。「

落
日
」
脱
稿
後
の
京
都
へ
の
旅
、
そ
し
て
河
上
肇
訪
問
。

「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
」
と
し
か
言
え
な
い
衝
動
の
中
身
は
、
既
に
『
落

日
」
に
よ
っ
て
間
接
的
に
描
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
で

は
言
い
尽
く
し
難
い
〈
経
験
〉
と
し
て
、
重
く
そ
の
後
の
白
鳥
を
決
定
づ
け

る
に
足
る
「
出
来
事
」
と
し
て
も
記
憶
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

〈
経
験
〉
は
白
鳥
自
身
に
よ
っ
て
直
接
的
に
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

七



が
、
そ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
白
鳥
の
文
章
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
こ
の

槁
を
締
め
括
り
た
い
。

何
を
望
む
の
か
、
何
を
一
生
の
信
條
と
す
る
か
と
、
自
分
で
自
分
を

問
ひ
詰
め
て
見
る
の
に
、
そ
れ
は
、
筆
で
も
書
き
あ
ら
は
せ
ず
、
口
で

も
云
ひ
あ
ら
は
せ
な
い
の
だ
。
私
の
心
を
的
確
に
言
ひ
現
し
書
き
現
し

得
ら
れ
る
言
語
文
字
が
、
世
に
存
在
し
な
い
や
う
な
も
の
だ
。
そ
れ
で
、

我
信
條
に
つ
い
て
は
云
ひ
悩
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
試
み
に
、
文
學

だ
け
に
つ
い
て
の
我
信
條
に
つ
い
て
考
慮
す
る
と
、
多
少
の
愛
遷
を
經

て
、
或
る
所
に
到
達
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
文
學
の
妙
味
を
味
ひ
鑑

し
た
結
果
で
も
な
く
、
ｎ
分
で
い
い
氣
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
の

だ
が
、
長
い
年
月
、
餘
儀
な
く
同
じ
事
を
や
っ
て
ゐ
る
と
、
自
分
だ
け

で
こ
ん
な
も
の
か
と
思
ひ
つ
く
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
若
い
時
分
か

ら
あ
あ
か
か
う
か
と
思
ひ
迷
っ
て
ゐ
た
も
の
が
、
詰
ま
り
は
こ
ん
な
も

の
か
と
濁
り
介
鮎
を
す
る
や
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
」
（
「
私
の
信
條
」

「
世
界
」
昭
和
二
五
・
一
二
）

明
治
四
二
年
秋
の
京
都
の
河
ｋ
訪
問
。
ま
た
、
新
聞
小
説
「
落
日
」
が
示

し
て
い
る
の
は
、
人
生
如
何
に
生
く
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
り
、

観
念
や
宗
教
に
安
易
に
そ
れ
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
「
あ
あ
か
か
う
か
」

と
思
い
悩
み
な
が
ら
も
「
詰
ま
り
は
こ
ん
な
も
の
か
と
濁
り
合
黙
」
す
る
光

蛾
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
壇
と
い
う
枇
界
で
、
作
家
と
し
て
身
を
処
し
て

生
き
る
し
か
な
い
「
自
己
生
存
の
態
度
」
の
決
定
は
、
一
言
い
換
え
れ
ば
、
白

鳥
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
処
世
」
と
い
う
〈
経
験
〉
の
最
初
の
訪
れ
で
あ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

注（
１
）
吉
田
精
一
「
自
然
主
義
の
研
究
・
上
巻
」
（
東
京
堂
出
版
昭
三
○
・

一
一
）

（
２
）
正
宗
白
鳥
「
如
何
に
し
て
文
壇
の
人
と
な
り
し
乎
」
（
「
新
潮
」
明
四

一
・
八
）

（
３
）
白
鳥
の
ス
タ
イ
ル
と
い
っ
て
も
一
言
で
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ｎ
分

を
束
縛
し
な
い
自
在
さ
、
心
を
窮
屈
に
し
な
い
姿
勢
、
固
定
的
な
考
え
方

に
囚
わ
れ
な
い
身
軽
さ
等
々
、
〈
処
世
〉
の
自
由
主
義
者
と
し
て
の
振
る

舞
い
は
い
く
つ
も
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
白
鳥
の
世
の
中
に
対

し
て
の
「
身
の
こ
な
し
〃
」
か
ら
来
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
文
脈
で
言

え
ば
、
世
に
対
す
る
警
戒
心
を
怠
ら
な
い
姿
勢
が
浮
か
ぶ
。
少
年
の
頃
の

わ
ず
か
二
三
里
の
村
か
ら
の
脱
出
に
過
ぎ
な
い
「
家
出
」
体
験
を
語
り

「
こ
れ
だ
け
の
事
で
も
私
に
は
異
例
で
あ
っ
て
、
私
に
は
少
年
時
代
か
ら

脱
線
行
為
は
無
か
っ
た
。
早
く
か
ら
浮
世
を
渡
る
す
べ
を
心
得
て
ゐ
た
」

（
「
世
渡
り
上
手
」
昭
一
四
・
五
「
改
造
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
筆
一
本
で

世
を
渡
る
こ
と
が
い
か
に
覚
悟
を
要
し
た
か
は
理
解
さ
れ
よ
う
。

（
４
）
正
宗
白
鳥
「
仕
方
な
し
に
書
く
」
（
「
新
潮
」
明
四
一
・
九
）

（
５
）
正
宗
白
鳥
「
興
味
も
な
い
創
作
熱
も
な
い
」
（
「
文
章
世
界
」
明
四
一
・

一
一
）

（
６
）
Ｍ
前
（
４
）

（
７
）
正
宗
白
鳥
「
行
く
虚
が
無
い
」
（
「
文
章
世
界
」
明
四
二
・
七
）

（
８
）
大
井
田
義
彰
「
正
宗
白
鳥
「
何
処
へ
」
試
論
〈
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
〉

の
末
路
」
（
「
東
京
学
芸
大
学
紀
要
第
２
部
門
」
第
五
○
集
一
九
九
九
・

三

八



二
）
は
、
こ
れ
ま
で
「
何
処
へ
」
の
菅
沼
健
次
を
「
世
界
苦
」
の
体
現
者

な
ど
と
見
な
し
て
き
た
従
来
の
評
を
過
当
な
も
の
と
し
て
退
け
、
「
他
者

に
Ｈ
覚
め
」
な
い
、
「
真
の
〈
成
人
〉
に
生
ま
れ
変
わ
」
れ
な
い
モ
ラ
ト

リ
ア
ム
人
間
と
し
て
の
健
次
像
と
い
う
新
し
い
読
み
を
提
出
し
て
い
る
。

（
９
）
こ
れ
は
「
無
名
通
信
」
（
明
四
二
・
一
○
・
一
発
行
）
に
発
表
さ
れ
た

談
話
で
あ
る
。
編
者
の
次
の
前
苫
き
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
「
残
暑
の
甚

し
い
日
、
本
郷
束
片
町
の
寓
に
正
宗
白
鳥
氏
を
訪
づ
れ
た
ｃ
氏
は
紺
飛
白

の
単
衣
物
を
着
て
、
膝
を
く
ず
し
て
、
机
に
向
ひ
、
頻
に
原
稿
用
紙
の
上

に
万
年
筆
を
走
ら
せ
て
居
た
。
多
分
長
篇
小
説
『
落
日
」
の
原
稿
で
あ
ら

う
・
・
・
」
と
。
こ
の
談
話
が
『
落
日
」
執
筆
中
の
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

（
皿
）
『
落
日
』
（
「
読
売
新
聞
」
連
載
は
明
治
四
二
年
九
月
一
日
か
ら
二
月

六
日
翌
一
二
月
左
久
良
書
房
よ
り
刊
）
執
筆
時
期
に
関
し
て
は
「
趣
味
」

（
明
川
○
・
九
）
の
「
文
蕊
界
泊
息
」
に
「
正
家
内
烏
氏
は
Ⅱ
下
「
落
Ⅱ
」

と
題
す
る
長
篇
を
起
稿
中
で
、
既
に
四
五
十
枚
ば
か
り
脱
稿
し
て
居
る
と
。

、
王
人
公
は
、
烏
氏
自
身
で
、
飽
ま
で
其
の
面
目
を
発
揮
す
る
ん
だ
さ
う

だ
。
」
と
あ
る
。
明
治
四
○
年
九
月
と
い
え
ば
、
ま
だ
「
何
処
へ
」
も

「
二
家
族
」
も
発
表
さ
れ
て
い
な
い
時
期
で
、
果
た
し
て
こ
の
「
消
息
」

の
記
事
の
「
落
日
」
が
、
日
の
目
を
見
た
「
落
日
』
な
の
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
。
構
想
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

（
皿
）
こ
の
小
説
の
時
間
は
掲
載
さ
れ
た
年
と
同
じ
明
治
四
二
年
で
あ
る
の
は

（
九
）
で
吉
富
が
新
聞
を
買
っ
て
電
車
に
乗
り
込
み
「
此
頃
は
高
商
問
題

と
日
糖
事
件
と
に
興
味
を
持
っ
て
、
四
五
日
忘
れ
な
い
や
う
に
續
け
て
讃

ん
で
ゐ
る
」
と
あ
る
。
日
糖
事
件
（
大
日
本
製
糖
株
式
会
社
の
重
役
と
政

正
宗
白
鳥
『
落
日
」
の
光
景

治
家
と
の
鱸
収
賄
事
件
）
が
新
聞
紙
上
を
連
日
賑
わ
す
の
は
政
治
家
の
検

挙
が
始
ま
っ
た
明
治
四
二
年
四
月
半
ば
頃
か
ら
で
あ
る
。

（
胆
）
意
外
な
こ
と
だ
が
、
白
鳥
が
作
家
を
主
人
公
に
す
る
の
は
こ
れ
が
初
め

て
で
あ
る
。
「
私
」
を
主
人
公
と
し
た
作
品
も
記
者
で
あ
っ
た
り
、
画
家

で
あ
っ
た
り
、
職
業
不
明
で
あ
っ
た
り
と
作
家
は
登
場
し
な
い
。
「
落
日
』

執
筆
時
、
彼
は
ま
だ
新
聞
記
者
で
定
職
を
持
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
吉

富
新
六
は
白
鳥
が
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
〈
自
立
し
た
作
家
〉
を
演
じ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
吉
富
が
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
面
は

（
二
十
七
）
に
あ
る
ｃ
吉
富
の
原
稿
を
受
け
取
っ
た
雑
誌
社
の
知
人
は

「
こ
ん
な
人
が
資
際
に
あ
る
ん
で
す
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
吉
富
は

「
事
実
で
も
な
い
ん
で
す
。
私
共
經
験
の
狹
い
者
は
、
そ
の
ま
、
で
物
に

な
る
や
う
な
事
賞
に
は
一
度
も
接
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す
か
ら
」
と
そ

の
脈
稿
が
虚
構
の
作
舳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
Ｂ
）
相
馬
御
風
「
四
十
三
年
文
壇
概
観
」
二
新
潮
」
明
四
二
・
二
二

（
皿
）
無
署
名
「
新
刊
紹
介
」
〈
「
文
章
世
界
」
明
四
三
・
二

（
旧
）
蝿
署
躬
「
新
刊
紹
介
」
（
「
新
潮
」
明
四
三
・
一
）

（
略
）
田
山
花
袋
「
明
治
の
作
品
研
究
」
二
文
章
世
界
」
明
四
四
・
四
）

（
灯
）
本
間
久
雄
「
正
宗
白
鳥
論
」
（
「
新
小
説
」
明
四
四
・
六
）

（
喝
）
勝
本
清
一
郎
「
正
宗
白
鳥
」
「
前
衛
の
文
学
」
（
昭
五
新
潮
社
）
所
収
。

後
『
近
代
文
学
ノ
ー
ト
ー
」
（
み
す
ず
書
房
昭
五
四
・
七
）

（
岨
）
同
前
（
１
）

（
鋤
）
柳
井
ま
ど
か
「
「
落
日
」
試
論
」
（
「
国
文
」
昭
六
二
・
七
）

（
訓
）
佐
々
木
雅
發
「
白
鳥
の
拘
執
「
妖
怪
壷
」
の
系
譜
」
（
「
文
学
」
昭
四

九



（
羽
）
「
河
上
博
士
の
こ
と
」
に
は
、
当
時
、
時
代
の
英
雄
、
闘
士
で
あ
っ
た

河
上
肇
が
、
今
度
は
河
上
の
方
か
ら
白
鳥
に
面
会
を
申
し
出
て
会
っ
た
時

の
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
尚
、
河
上
が
獄
中
で
白
鳥
の
「
文
壇
人
物
評
論
』

を
繰
り
返
し
読
み
、
白
鳥
論
を
書
い
て
み
た
い
衝
動
を
感
じ
た
と
い
う
、

殆
ど
交
流
の
な
い
二
人
の
、
目
に
見
え
な
い
心
の
交
渉
に
関
し
て
は
、
上

田
博
「
昭
和
史
の
正
宗
白
鳥
」
（
武
蔵
野
書
房
平
成
四
・
一
二
）
に
詳

四
・
一
二
こ
の
論
文
は
そ
の
後
に
多
彩
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

「
妖
怪
書
」
系
統
の
先
陣
と
な
っ
た
論
考
で
あ
る
。

（
犯
）
も
う
ひ
と
つ
別
の
角
度
か
ら
こ
の
旅
の
時
期
を
確
定
す
る
も
の
と
し
て

「
岩
野
泡
鳴
論
」
（
「
中
央
公
論
」
昭
三
・
八
）
が
あ
る
。
「
明
治
四
十
二
年

の
末
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
ゐ
る
。
（
略
）
紅
葉
の
頃
京
都
に
遊
ん
で
、

有
馬
や
大
阪
を
経
て
故
郷
へ
歸
っ
て
、
歸
京
後
は
新
年
号
の
小
説
に
筆
を

（
型
）
正
宗
白
鳥
「
心
の
焼
跡
」
（
「
群
像
」
昭
二
六
・
七
）

（
妬
）
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
時
代
の
白
鳥
に
関
し
て
は
別
個
に
論
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
救
済
と
永
遠
を
信
じ
る
こ
と
で
、
存
在
す
る
こ
と
の
不
安
や

怖
れ
を
白
鳥
な
り
に
回
避
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
付
記
）正

宗
白
鳥
の
本
文
引
用
は
福
武
書
店
版
「
正
宗
白
鳥
全
集
」
全
三
○
巻

（
昭
五
八
・
四
～
六
一
・
一
○
）
を
使
用
。
『
落
日
』
か
ら
の
長
い
引
用
文

に
は
章
番
号
（
漢
数
字
）
を
示
し
た
。

（
い
と
う
・
の
り
ふ
み
編
集
者
・
本
学
大
学
院
研
修
生
）

執
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。

‘
し
い
○

四
○


