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〈
私
〉
を
書
く
こ
と

―
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
継
承

―

桒
原

丈
和

１
私
を
描
き
つ
く
す
た
め
に
私
が
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
私
至
上
の
作
家
の
生
き
か
た
は
、
た
し
か
に
作

家
ら
し
い
生
き
か
た
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
私
追
求
は
作
家
以
外
の
一
般
人
に
は
あ
ま
り
に
も

異
常
な
熱
心
で
あ
り
、
そ
の
故
に
こ
そ
作
家
は
そ
の
役
割
を
う
け
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(

中
略)

だ
が
、
作
品
の
な
か
の
私
、
つ
ま
り
私
が
描
い
た
「
私
」
は
、
は
た
し
て
私
な
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
が
以
上

の
疑
問
に
対
す
る
ま
こ
と
に
た
よ
り
な
く
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
答
で
あ
る
。
私
が
描
い
た
私
は
、
た

と
え
い
か
に
誠
実
に
、
か
つ
私
的
に
描
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
ホ
ン
の
ち
ょ
っ
と
私
以
外
の
も
の
を
含
ん
で

い
る
。
そ
の
私
は
、
過
去
の
私
、
未
来
の
私
、
書
か
れ
る
た
め
に
動
く
こ
と
を
停
止
し
た
私
で
あ
り
、
日
常
の

呼
吸
を
ひ
そ
め
、
眼
を
内
面
に
向
け
た
結
果
、
発
見
せ
ら
れ
た
私
で
あ
る
の
と
同
時
に
、
こ
と
さ
ら
或
る
色
彩

或
る
光
線
、
を
あ
た
え
ら
れ
た
私
で
あ
る
。
私
に
よ
っ
て
と
り
出
さ
れ
た
、
私
で
あ
り
、
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
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っ
て
は
じ
め
て
動
く
自
由
を
獲
た
私
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
故
、
私
で
あ
る
と
同
時
に
、「
私
」
な
の
で
あ
る
。

否
、
よ
り
し
ば
し
ば
私
で
あ
る
以
上
に
「
私
」
な
の
で
あ
る
。

長
い
間
大
江
健
三
郎
に
貼
ら
れ
て
い
た
レ
ッ
テ
ル
の]

つ
に
〈
戦
後
派
文

学

〉
の
後
継
者
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

（
１
）

大
江
健
三
郎
自
身
そ
の
レ
ッ
テ
ル
を
積
極
的
に
引
き
受
け
る
よ
う
な
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
そ
の
際
大
江
健
三

郎
自
身
が
語
っ
て
い
た
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
前
に
は
、
戦
後
文
学
者
と
呼
ば
れ
た
作
家
た
ち
の
、
現
に
こ
の
時
代
に
か
か
わ
り
つ
づ
け
な
が

ら
の
活
動
が
あ
る
。
か
れ
ら
に
冠
せ
ら
れ
た
戦
後
文
学
者
と
い
う
名
は
、
お
よ
そ
近
代
以
来
の
、
わ
が
国
の
文

学
的
造
語
の
う
ち
、
も
っ
と
も
充
実
し
た
意
味
内
容
を
も
つ
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
個
人
の
恣
意
や
、
集

団
の
政
治
が
つ
く
り
だ
し
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
。
時
代
そ
の
も
の
が
、
こ
の
言
葉
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

戦
後
文
学
者
た
ち
は
、
新
し
い
時
代
に
む
け
て
、
そ
の
仕
事
を
は
じ
め
た
。
し
か
も
、
か
れ
ら
は
こ
と
ご
と

く
、
ひ
と
つ
の
終
末
観
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
黙
示
録
的
認
識
を
、
そ
の
存
在
の
核
心
に
お
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。

単
行
本
『
同
時
代
と
し
て
の
戦
後
』(

講
談
社
、
一
九
七
三
年)

の
序
文
「
わ
れ
わ
れ
の
時
代
そ
の
も
の
が
戦
後
文

学
者
と
い
う
言
葉
を
つ
く
っ
た
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
終
末
観
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
黙
示
録
的
認
識
」
が
、
こ
の
後

の
各
文
学
者
に
つ
い
て
語
っ
た
各
章
で
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
中
の
「
戦
後
文
学
者
と
い
う
名
」
が
「
個

人
の
恣
意
や
、
集
団
の
政
治
が
つ
く
り
だ
し
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
個
所
は
、
そ
れ
ま
で
の
〈
戦
後
派
文
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学
〉
の
党
派
性
を
批
判
す
る
批
評
に
対
す
る
反
論
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
終
末
観
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
黙
示
録
的
認

識
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
争
や
敗
戦
を
「
終
末
」
・
滅
亡
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
り
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
が
ま

さ
に
「
戦
後
」
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
立
場
は
現
在
を
「
終
末
」

を
間
近
に
控
え
た
核
時
代
と
す
る
見
方
と
つ
な
が
り
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
現
代
性
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
も
、〈
戦
後
派
文
学
〉
を
敗
戦
後
の
混
乱
の
中
で
発
生
し
た
徒
花
と
見
る
見
方
へ
の
抵
抗
な
の
で
あ
る
。

引
用
し
た
一
節
は
具
体
的
に
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
特
質
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
擁

護
し
、
現
代
に
甦
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
味
が
強
い
。
『
同
時
代
と
し
て
の
戦
後
』
以
前
に
も
以
後
に
も
、
様
々
な
批

評
や
文
学
史
が
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
取
り
上
げ
、
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
て
い
る
。
し
か
し
、
肯
定.

否
定
を
問
わ

ず
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
は
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
既
成
の
レ
ッ
テ
ル
を
確
認
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
読
み
直
し
、
そ
の
レ
ッ
テ
ル
を
剥
が
そ
う
と
す
る
試
み
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

い
。
〈
明
治
文
学
〉
や
〈
大
正
文
学
〉
や
〈
一
九
二
〇
年
代
文
学
〉
、
そ
れ
に
〈
現
代
文

学

〉
な
ど
に
比
べ
て
、
〈
戦

（
２
）

後
派
文
学
〉
は
持
続
的
に
批
評
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
最
近
で
は
昭
和
と
い
う
元
号
の
終
わ
り
や
、

敗
戦
か
ら
の
区
切
り
の
時
期(

一
九
九
五
年
、
す
な
わ
ち
「
戦
後
五
十
年
」)

な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

最
近
大
江
健
三
郎
が
あ
ま
り
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
継
承
者
と
呼
ば
れ
な
く
な
っ
た
の
も
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
自
体
が

等
閑
視
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
。

レ
ッ
テ
ル
と
書
い
た
が
、
た
と
え
ば
本
多
秋
五
「
物
語
戦
後
文
学

史

」
に
よ
れ
ば
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
特
徴

（
３
）

づ
け
て
い
る
も
の
は
、
第
一
に
「
「
政
治
と
文
学
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
鋭
い
問
題
意
識
」
、
第
二
に
「
い
わ
ゆ
る

実
存
主
義
的
傾
向
」
、
第
三
に
「
在
来
の
日
本
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
私
小
説
の
揚
棄
、
正
確
に
は
そ
れ
の
希
願
と
よ
ぶ

べ
き
も
の
」
、
そ
し
て
第
四
に
「
視
野
の
拡
大
」
で
あ
る
。
他
の
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
定
義
も
大
き
く
こ
れ
と
離
れ
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る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
見
方
で
中
心
と
な
る
の
は
、
初
め
の
「
政
治
と
文
学
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
鋭
い
問
題
意

識
」
で
あ
る
。
後
の
三
つ
は
、
「
政
治
と
文
学｣

に
つ
い
て
の
、
「
問
題
意
識｣

か
ら
派
生
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら

れ
る
。
そ
の
場
合
の
「
政
治
」
と
は
ま
ず
第
一
に
社
会
主
義(

ソ
連
・
中
国
）
と
資
本
主
義(

ア
メ
リ
カ
〉
と
の
対
立

と
そ
れ
に
か
か
わ
る
日
本
共
産
党
の
政
策
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
・
政
府
な
ど
の
具
体
的
な
政
策
に
対
し
て
批
判
的

な
ス
タ
ン
ス
で
関
わ
り
、
実
際
に
反
対
行
動
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
最
近
の
批
評
が
〈
戦
後
派
文
学
〉
に
つ
い
て

関
心
を
示
そ
う
と
し
な
い
の
は
、「
物
語
戦
後
文
学
史
」
も
前
提
に
し
て
い
る
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
「
政
治
」
観
が
、

現
在
の
政
治
・
社
会
状
況
で
は
有
効
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
の
思
想
に
お
け
る

〈
政
治
〉
観
か
ら
見
て
素
朴
す
ぎ
る
か
ら
ろ
う
。

し
か
し
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
い
う
名
前
で
囲
い
こ
ま
れ
て
き
た
小
説
家
・
評
論
家
た
ち
の
一
人
一
人
、
ま
た
彼

ら
の
発
表
し
て
き
た
も
の
の
一
つ
一
つ
は
、
一
括
り
に
す
る
こ
と
を
困
難
に
す
る
差
異
を
含
ん
で
い
る
。
彼
ら
一
人

一
人
、
ま
た
は
彼
ら
の
書
い
た
も
の
の
一
つ
一
つ
を
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
い
う
呼
称
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
読
み
直

し
て
い
く
上
で
の
出
発
点
に
な
る
。
た
と
え
〈
戦
後
派
文
学
者
〉
た
ち
が
自
ら
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
る
こ
と
を
引
き
受
け
て
い
た
と
し
て
も
。

現
在
の
目
か
ら
見
る
と
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
い
う
呼
称
は
、
先
行
者
と
の
差
異
を
強
調
し
す
ぎ
、
戦
後
と
戦
前

・
戦
中
と
の
間
に
断
絶
を
作
る
こ
と
を
急
ぎ
す
ぎ
て
い

る

。
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
評
価
し
た
も
の
、
ま
た
〈
戦
後

（
４
）

派
文
学
〉
と
名
指
さ
れ
、
自
ら
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
も
の
の
場
合
は
、
自
分
た
ち
の
独
自
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、

か
つ
て
の
文
学(

「
私
小
説
」
や
「
自
然
主
義
」
な
ど
と
名
指
さ
れ
て
い
た
も
の)

と
の
間
に
境
界
線
を
引
く
必
要
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
逆
に
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
否
定
し
た
も
の
、
ま
た
〈
戦
後
派
文
学
〉
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
も

の
た
ち
は
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
異
様
さ
に
対
し
て
、
自
ら
を
日
本
文
学
を
正
統
継
承
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
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る
こ
と
に
な
つ
た
先
程
の
『
同
時
代
と
し
て
の
戦
後
』
の
記
述
で
も
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
そ
れ
以
前
の
も
の
と
の

断
絶
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
は
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
小
説
家
た
ち
も
ま
た
先
行
す
る
様
々
な
小
説
・
批
評
な
ど
を
読
む
こ
と
で
、
小

説
・
批
評
な
ど
を
書
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
の
は
武
田
泰
淳
の
「
私
を
求
め

て

」
の
書
き
出
し

（
５
）

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
例
え
ば
本
多
秋
五
の
い
う
「
在
来
の
日
本
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
私
小
説
の
揚
棄
、
正

確
に
は
そ
れ
の
希
願
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
」
の
う
ち
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
本
多
秋
五
は

〈
戦
後
派
文
学
〉
の
特
質
と
し
て
「
自
己
の
絶
対
性
の
動
き
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
「
自
己
」

も
他
者
と
の
関
係
の
中
で
相
対
化
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
が
固
執
し
た
「
自

己
」
の
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
〈
戦
後
派
文
学
〉
に
先
行
す
る
い
わ
ゆ
る
「
昭
和
十
年
前

後

」
の
小
説
家
た

（
６
）

ち
、
つ
ま
り
太
宰
治
や
石
川
淳
な
ど
の
〈
私
〉
を
描
い
た
小
説
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る

。
「
司
馬
遷
」
の

（
７
）

書
き
出
し
が
太
宰
治
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
武
田
泰
淳
本
人
の
言

葉

を
さ
て
お
く
と
し
て
も
。

（
８
）

２
こ
こ
十
五
年
ほ
ど
、
つ
ま
り
「
「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
」
（
一
九
八
一
年
）
に
始
ま
る
短
篇
を
書
き
始
め
た

レ

イ

ン

・

ツ

リ

ー

頃
か
ら
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
の
多
く
は
小
説
家
〈
僕
〉
を
語
り
手
と
し
て
い
る
。
小
説
家
を
語
り
手
と
す
る
小
説

を
そ
れ
以
前
か
ら
書
い
て
い
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
最
近
の
も
の
と
以
前
の
も
の
と
は
傾
向
を
異
に
し
て
い
る
。

小
説
家
を
語
り
手
と
す
る
大
江
健
三
郎
の
小
説
は
、
「
日
常
生
活
の
冒
険
」(

一
九
六
三
ー
六
四
年)

に
ま
で
遡
る
こ

と
が
で
き
る
。
語
り
手
の
小
説
家
〈
ぼ
く
〉
は
大
学
生
の
時
に
書
い
た
小
説
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
小
説
家
と
な



- 6 -

る
。
多
く
の
小
説
を
発
表
す
る
が
、
あ
る
小
説
の
た
め
に
右
翼
の
脅
迫
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
〈
ぼ
く
〉
は
「
ヒ

ポ
コ
ン
デ
リ
ア
」
に
と
り
つ
か
れ
る
が
、
結
局
小
説
を
書
き
続
け
る
こ
と
を
選

ぶ

。

（
９
）

た
だ
、
「
日
常
生
活
の
冒
険
」
は
年
少
の
友
人
斎
木
犀
吉
の
こ
と
を
、
彼
の
死
後
に
〈
ぼ
く
〉
が
回
想
し
て
語
る

と
い
う
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
〈
ぼ
く
〉
は
彼
の
同
伴
者
と
し
て
そ
の
行
動
を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
彼
が
小
説
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
小
説
の
中
で
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

こ
の
後
「
ア
ト
ミ
ッ
ク
・
エ
イ
ジ
の
守
護
神
」
「
ブ
ラ
ジ
ル
風
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
」
「
犬
の
世
界
」(

い
ず
れ
も
一
九

六
四
年)

と
い
っ
た
、
同
じ
よ
う
に
小
説
家
を
職
業
と
し
て
い
る
語
り
手
の
〈
ぼ
く
〉
が
体
験
し
た
こ
と
を
書
く
と

い
う
形
式
の
小
説
が
い
く
つ
か
書
か
れ
る
が
、
小
説
家
が
出
来
事
を
伝
え
る
狂
言
回
し
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
の
後
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」(

一
九
六
七
年)

の
雑
誌
初

出

で
は
、
語
り
手
の
根
所
蜜
三
郎
が
「
動

（10

）

物
の
収
集
や
飼
育
の
記
録
を
翻
訳
す
る
こ
と
で
生
活
し
な
が
ら(

中
略)

小
説
と
戯
曲
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
人
間
」

と
し
て
登
場
す
る
が
、
こ
の
記
述
は
単
行
本
に
収
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。

大
江
健
三
郎
が
小
説
家
の
〈
僕
〉
を
語
り
手
と
す
る
小
説
を
書
き
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
結
び
つ
け
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
の
が
、
一
九
六
○
年
代
末
か
ら
七
○
年
代
前
半
に
か
け
て
の
〈
内
向
の
世
代
〉
の
登
場
で
あ
る
。

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
以
後
の
、
こ
の
時
期
の
大
江
健
三
郎
は
、
そ
れ
以
前
に
比
べ
て
発
表
す
る
小
説
の

数
を
か
な
り
少
な
く
し
て
い
る
。
一
九
七
三
年
に
長
篇
「
洪
水
は
わ
が
魂
に
及
び
」
を
発
表
す
る
ま
で
の
準
備
期
間

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
数
少
な
い
こ
の
時
期
に
発
表
さ
れ
た
小
説
は
、
ど
れ
も
〈
私
〉
の
内
側
に
目
を
向
け
た
、〈
私
〉

と
い
う
も
の
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
重
な
り
合
う
よ
う
に
し
て
、
同
じ
時
期
、
一
九
六
〇
年

代
末
か
ら
一
九
七
○
年
代
初
め
に
登
場
し
た
一
群
の
小
説
家
・
批
評
家
た
ち
は
文
学
史
上
で
は
〈
内
向
の
世
代
〉
と
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呼
ば
れ
て
い
る
。

〈
内
向
の
世
代
〉
と
い
う
規
定
そ
の
も
の
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
時
そ
の
名
前
で
一
括
り
に
さ
れ

て
い
た
小
説
家
・
評
論
家
た
ち
の
最
近
の
仕
事
の
間
の
差
異
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
既
に
こ
の
呼
称
が
用
い
ら

れ
た
時
に
そ
の
規
定
の
無
意
味
さ
は
指
摘
さ
れ
て
い

た

。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
名
指
さ
れ
た
小
説
家
・
評
論
家
が

（11

）

そ
の
規
定
を
自
ら
引
き
受
け
、
自
分
の
書
く
言
葉
、
語
る
言
葉
の
足
場
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ
の
際
に

も
「
内
向
」
と
い
う
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
自
分
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
読
み
替
え
て
用
い
て
い
る
。

〈
内
向
の
世
代
〉
に
対
す
る
批
判
の
中
心
と
な
る
の
は
、〈
戦
後
派
文
学
〉
が
主
題
と
し
て
い
た
「
政
治
と
文
学
」

が
彼
ら
の
書
く
も
の
か
ら
欠
落
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た

。
彼
ら
が
描
く
の
は
自
分
自
身
と
自
分
の
身
近

（12

）

に
あ
る
人
間
関
係
だ
け
で
あ
り
、
大
き
な
問
題
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
在
か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
当
時
語
ら
れ
て
い
た
、
ま
た
は
戦
後
間
も
な
く
か
ら
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
、
「
政
治
」
と
い
う
用
語
の
観
念

性
は
指
摘
で
き
る
。
た
だ
当
時
に
お
い
て
は
、
批
判
す
る
側
も
、
自
ら
〈
内
向
の
世
代
〉
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
引
き

受
け
て
批
判
に
対
し
た
も
の
も
、
「
政
治
」
が
問
題
の
争
点
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
内
向
の
世

代
〉
は
〈
戦
後
派
文
学
〉
か
ら
断
絶
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
〈
内
向
の
世
代
〉
を
評

価
す
る
側
も
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
が
「
ど
う
い
う
不
安
な
危
機
的
な
事
態
に
で
も
、
刻
々
の
現
在
に
充
実
し
た
生
が

あ
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
を
」
「
無
視
し
て
き
た
」
と
い
う
見
方
を
し
て
い

る

。
〈
戦
後
派
文
学
〉
が
「
政
治
」
と

（13

）

い
う
問
題
に
と
ら
わ
れ
て
、
日
常
の
生
を
見
失
っ
て
き
た
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
を
改
め
て
見
出
し
、
描
き
出
し
た

の
が
〈
内
向
の
世
代
〉
だ
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
例
え
ば
後
藤
明
生
の
次
の
二
つ
の
文
章
に
は
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
〈
内
向
の
世
代
〉
の
連
続
性
が
語
ら

れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
後
発
者
と
し
て
の
〈
内
向
の
世
代
〉
と
い
う
見
方
を
導
き
出
す
こ
と
が
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で
き
る
。わ

た
し
が
『
司
馬
遷
』
に
出
会
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
二
年
、
一
人
の
失
業
者
と
な
っ
て
都
落
ち
し
た
福
岡

市
の
、
小
さ
な
図
書
館
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。(

略)

そ
の
と
き
以
来
、
わ
た
し
の
目
の
前
の
世
界
は
楕
円
形
と

な
っ
た
、
人
間
は
誰
も
、
自
分
だ
け
で
世
界
を
形
づ
く
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
世
界
は
「
他
者
」
と
の
共
存
で

あ
る
。
対
立
し
、
互
い
に
価
値
観
を
異
に
し
て
否
定
し
合
う
「
他
者
」
と
共
に
し
か
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
生
き

て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
こ
れ
が
楕
円
形
の
世
界
だ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
い

ま
さ
ら
こ
こ
で
わ
た
し
が
『
司
馬
遷
』
の
解
説
を
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
わ
た
し
は
、
本
当
の
意
味

で
の
「
他
者
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
、『
司
馬
遷
』
は
教
え
て
く
れ
た
と
い
え
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
一
冊
は
、
武
田
さ
ん
の
い
う
「
現
実
の
き
び
し
さ
」
を
考
え
る
、
わ
た
し
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
っ

た
の
で
あ

る

。

（14

）

中
学
三
年
生
く
ら
い
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
？

学
校
の
教
師
と
い
う
も
の
が
、
本
物
の
バ
カ
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
い
わ
ゆ
る
文
学
青
年
と
い
う
も
の
に
わ
た
し
が
な
り
は
じ
め
た

兆
候
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
私
が
『
深
夜
の
酒
宴
』
に
出
遇
っ
た
の
は
、
そ
の
よ

う
な
状
態
に
お
い
て
で
あ
る
。
雑
誌
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
と
す
れ
ば
当
時
新
刊
書
な
ど
を
買
え
る
身
分
で

は
な
か
っ
た
か
ら
、
学
校
か
町
の
図
書
館
あ
る
い
は
貸
本
屋
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
衝
撃
の
強
さ
は
文

字
通
り
、
わ
た
し
が
そ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
す
べ
て
の
文
学
、
す
な
わ
ち
伯
母
の
家
の
本
棚
に
整
然
と
並
べ
ら

れ
た
全
集
本
の
全
体
を
、
一
挙
に
否
定
す
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
い
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い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
筑
前
の
田
舎
町
の
一
中
学
生
で
あ
っ
た
わ
た
し
を
、
い
き
な
り
戦
後
と
い
う
時
代
そ
の

も
の
に
、
出
遭
わ
せ
た
の
で
あ

る

。

（15

）

そ
れ
ぞ
れ
武
田
泰
淳
「
司
馬

遷

」
、
椎
名
麟
三
「
深
夜
の
酒

宴

」
を
初
め
て
読
ん
だ
際
の
衝
撃
を
語
っ
て
い
る
。

（16

）

（17

）

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
追
悼
文
だ
っ
た
り
、
個
人
全
集
の
月
報
に
書
か
れ
た
文
章
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
割

り
引
い
て
読
む
必
要
は
あ
る
。
し
か
し
、
〈
内
向
の
世
代
〉
と
言
わ
れ
た
後
藤
明
生
と
言
え
ど
も
、
〈
戦
後
派
文
学
〉

を
読
ん
で
、
す
な
わ
ち
そ
の
後
発
者
と
し
て
登
場
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
内
向
の
世
代
〉
は
〈
戦

後
派
文
学
〉
の
正
統
の
後
継
者
だ
と
言
え
る
面
も
持
っ
て
い
る
。
後
藤
明
生
に
し
て
も
古
井
由
吉
に
し
て
も
、
そ
の

小
説
は
人
間
関
係
の
錯
綜
ぶ
り
を
主
題
と
し
て
追
っ
て
い
る
。

テ

ー

マ

人
間
関
係
の
政
治
性
を
め
ぐ
る
〈
戦
後
派
文
学
〉
と
〈
内
向
の
世
代
〉
と
の
先
行
・
後
発
の
関
係
以
外
に
も
、
冒

頭
の
武
田
泰
淳
の
文
章
の
よ
う
な
〈
私
〉
お
よ
び
〈
私
〉
を
描
く
こ
と
へ
の
執
着
も
ま
た
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
も

の
で
あ
る
。
実
際
そ
の
点
で
は
、
〈
内
向
の
世
代
〉
こ
そ
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
言
い

方
も
可
能
な
ほ
ど
だ
。
〈
私
〉
に
つ
い
て
後
藤
明
生
と
古
井
由
吉
が
語
っ
た
も
の
を
順
に
あ
げ
る
。

「
私
小
説
」
の
定
義
を
こ
こ
で
持
ち
出
し
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
が
、
日
本
の
作
家
た
ち
が
、
「
私
」
を

表
現
す
る
た
め
に
用
い
て
き
た
こ
の
「
私
小
説
」
と
い
う
形
式
を
、
あ
ら
た
め
て
わ
た
し
に
振
り
返
ら
せ
た
も

の
は
、
一
つ
の
問
い
で
あ
る
。
「
私
」
と
は
い
っ
た
い
何
物
で
あ
ろ
う
？

満
三
十
五
歳
で
十
年
間
続
け
た
会
社
勤
務
を
や
め
た
と
き
、
わ
た
し
を
お
び
や
か
し
た
も
の
は
、
平
凡
な
こ

と
だ
が
、
や
は
り
「
日
常
」
と
い
う
や
つ
だ
っ
た
。
も
は
や
日
常
の
中
で
し
か
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
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っ
た
「
私
」
と
い
う
も
の
の
実
在
感
の
希
薄
さ
、
あ
い
ま
い
さ
、
が
わ
た
し
を
お
び
や
か
し
た
の
で
あ
る
。
わ

た
し
の
「
問
い
」
は
、
そ
の
お
び
え
か
ら
出
た
わ
け
だ
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「
実
存
」
的
な
お
び
え
で
あ
り
、

思
わ
ず
生
存
の
「
根
」
そ
の
も
の
を
手
さ
ぐ
り
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
衝
動
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
わ
た
し

は
「
私
小
説
」
の
形
式
と
方
法
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
で
き
る
だ
け
垂
直
に
「
私
」
の
深
部
へ
降
り
て

ゆ
こ
う
と
試
み
た
。
し
か
し
や
が
て
わ
た
し
は
、
他
な
ら
ぬ
わ
た
し
自
身
が
発
し
た
「
問
い
」
の
た
め
に
、「
私

小
説
」
作
家
た
る
資
格
を
失
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
「
私
」
と
は
い
っ
た
い
何
も
の
で
あ
ろ

う
？

と
い
う
問
い
は
、
「
問
い
」
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
唯
一
つ
の
答
え
で
も
あ
っ
た
か
ら

だ

。

（18

）

い
ち
ば
ん
最
初
に
、
私
が
考
え
て
い
る
出
発
点
み
た
い
な
も
の
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
言
っ
て
お
き
ま
す
。「
私
」

が
「
私
」
を
描
く
と
い
う
の
は
絶
対
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
理
的
に
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
主
語
で
あ

る
「
私
」
と
、
目
的
語
で
あ
る
「
私
」
と
が
、
何
か
の
ぐ
あ
い
で
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
私
」
が
「
私
」
を

描
く
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。
ち
ょ
っ
と
抽
象
的
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
出
発
点
で
す
。

世
の
中
に
は
、
私
小
説
と
言
わ
れ
な
く
て
も
作
者
が
「
私
」
ら
し
き
人
物
を
中
心
に
置
い
て
書
く
作
品
は
い

く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
で
、
素
朴
な
読
者
は
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
虚

実
と
り
ま
ぜ
た
内
情
が
あ
る
わ
け
で
、
私
を
描
く
、
で
き
る
だ
け
あ
り
の
ま
ま
を
描
く
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
は

な
は
だ
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
な
い
ん
で
す
。
「
現
実
」
と
「
書
い
て
い
る
こ
と
」
の
誤
差
を
少
な
く
し
て
い

け
ば
少
な
く
し
て
い
く
ほ
ど
、
質
的
な
隔
た
り
は
大
き
く
な
る
。
つ
ま
り
書
く
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、「
私
」
が
「
私
」
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
機
微
を
具
体
的
に
探
っ
て
い
く
う
ち
に
、
ど
う
せ
私
は
実
作
者
で
す
か
ら
、
自
分
の
こ
と
を
頭
隠
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し
て
尻
隠
さ
ず
で
、
お
の
ず
か
ら
語
る
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま

す

。

（19

）

ど
ち
ら
も
〈
私
〉
を
書
く
こ
と
の
困
難
さ
、
書
く
〈
私
〉
と
書
か
れ
る
〈
私
〉
と
の
間
の
距
離
、
〈
私
〉
を
書
く

時
に
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
ず
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
〈
私
〉
を
書
く
と
い
う
テ
ー
マ
に
挑
ん
だ
場
合
、

必
ず
突
き
当
た
る
難
問
で
は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
冒
頭
の
武
田
泰
淳
の
言
葉
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

継
承
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
〈
内
向
の
世
代
〉
も
ま
た
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
読
ん
で
小
説
を
書
き
始
め
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
問
題
を

共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

従
来
は
大
江
健
三
郎
と
〈
内
向
の
世
代
〉
と
の
間
に
断
絶
を
見
出
す
こ
と
が
多
か
っ
た

し

、
〈
内
向
の
世
代
〉

（20

）

を
評
価
す
る
批
評
が
同
時
に
大
江
健
三
郎
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
両
者
は
共
通
し
て
〈
戦
後
派
文
学
〉
の
後
発
者
と
い
う
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
実
際
、
〈
内
向
の
世
代
〉
の

登
場
し
た
一
九
六
〇
年
代
の
末
か
ら
大
江
健
三
郎
も
ま
た
〈
私
〉
の
内
側
を
見
つ
め
た
小
説
を
書
き
始
め
る
。

３
〈
私
〉
を
書
く
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
書
か
れ
る
の
は
〈
私
〉
が
体
験
し
た
出
来
事
や
考
え
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
過
去
に
体
験
し
た
・
考
え
た
こ
と
を
語
る
時
に
は
、
そ
れ
が
現
在
の
自
分
を
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
過
去
に
こ
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
体
験
を
し
た
か
ら
現
在
の
こ
の
よ
う
な
自
分
が
あ
る
、
と
い

う
形
で
現
在
の
自
分
と
語
ら
れ
た
こ
と
と
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
時
、
過
去
を
た
と
え
無
心
に
、
ま
た
は
客
観
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的
に
語
ろ
う
と
し
て
も
現
在
の
自
分
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
何
ら
か
の
偏
り
が
含
ま
れ
る
。
自
分
の
現

在
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
、
都
合
よ
く
、
相
手(

や
自
分
自
身)

を
納
得
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
言
葉
は
選
ば
れ
、
組
み

上
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
自
体
は
咎
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
意
識
し
た
か
ら
と
い
っ
て
逃
れ
ら
れ
る
こ
と
で
も
な

い
。
問
題
な
の
は
、
自
分
を
説
明
す
る
た
め
に
語
ら
れ
た
は
ず
の
言
葉
が
自
分
の
現
在
を
裏
切
っ
て
い
く
場
合
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
べ
き
、
あ
り
た
い
自
分
の
姿
に
収
斂
し
て
い
か
な
い
言
葉
を
自
ら
が
発
し
て
し
ま
う

と
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
言
葉
が
自
分
を
裏
切
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ま
た
逆
の
意
味
で
自

分
の
言
葉
に
裏
切
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
自
分
に
つ
い
て
誠
実
に
語
ろ
う
と
し
て
も
、
自
分
を
正
当

化
し
た
り
、
語
る
言
葉
自
体
や
内
容
自
体
の
面
白
さ
が
そ
の
誠
実
さ
を
裏
切
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
予
め
書
か
れ
る
・
語
ら
れ
る
前
か
ら
明
確
な
〈
私
〉
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
自
分
に

つ
い
て
言
及
し
よ
う
と
す
る
時
に
な
っ
て
初
め
て
〈
私
〉
は
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
べ
き
〈
私
〉
、
あ
り
た
い

〈
私
〉
の
姿
が
書
き
・
語
る
中
で
同
時
に
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
〈
私
〉
を
語
る
こ
と
の
困
難
が
存
在
す
る
。

言
葉
の
上
で
は
、〈
私
〉
の
こ
と
な
ど
に
一
切
触
れ
ず
に
書
き
・
語
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

何
か
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
言
葉
の
出
所
は
ど
こ
な
の
か
、
そ
れ
を
曖
昧
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
、

〈
私
〉
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
書
き
・
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
者
が
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
〈
私
〉
を

あ
る
形
に
想
定
し
て
疑
わ
ず
に
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
っ
た
ん
〈
私
〉
を
書
き
始
め
た
ら
そ
れ
は
〈
私
〉
を
語
る
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
〈
私
〉
と
は
他

人
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
〈
私
〉
と
は
他
者
と
の
関
係
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

〈
私
〉
と
関
係
し
、〈
私
〉
を
形
成
す
る
は
ず
の
他
人
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
記
述
し
あ
る
形
に
収
め
よ
う
と
す
る
と
、

そ
の
形
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
く
。
〈
私
〉
を
語
る
言
葉
も
他
人
を
語
る
言
葉
も
共
に
自
分
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
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瞬
間
に
、
自
分
の
手
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
く
。
自
分
が
書
い
た
は
ず
の
言
葉
が
ま
た
、
自
分
以
外
の
も
の
と
し
て
自

分
を
揺
る
が
し
て
い
く
。

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
（
一
九
六
七
年
）
か
ら
「
洪
水
は
わ
が
魂
に
及
び
」
（
一
九
七
三
年
）
の
間
に

大
江
健
三
郎
は
い
く
つ
か
の
中
短
篇
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
小
説
の
う
ち
、
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行

く
の
か
？
」(
一
九
六
八

年

）
と
、「
み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」(

一
九
七
二
年)

は
、
共
通
し
て
〈
私
〉

（21

）

が
〈
私
〉
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
こ
と
が
も
た
ら
す
奇
妙
な
状
態
を
語
っ
て
い
る
。
実
際
に
そ
れ
ら
の
小
説
で
登
場

人
物
が
語
ろ
う(

書
こ
う)
と
し
て
い
る
の
は
、
自
分
の
父
親
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
父
親
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が

現
在
の
父
親
の
年
齢
に
近
づ
い
た
り
、
父
親
と
同
じ
病
気
に
罹
っ
た
自
分
を
語
る
こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
自
分

が
ど
こ
か
ら
来
た
か
、
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
父
親
に
つ
い
て
書
こ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
様
々
な
形
式
を
通
し
て
父
親
の
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
自
分
自
身
に
言
葉
が
及
ぶ
こ
と

に
も
な
っ
て
い
る
。

発
表
順
に
見
て
い
く
と
、
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
は
父
親
の
「
伝
記
」
を
書
こ
う
と
し
て
い

る
小
説
家
〈
僕
〉
が
、
「
伝
記
」
を
書
け
ず
に
い
る
状
態
を
語
っ
て
い
る
。
冒
頭
と
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う

な
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
。

…
…
自
己
幽
閉
の
日
々
が
続
く
う
ち
父
は
、
》
と
書
い
て
僕
は
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
草
稿
を
中
絶
せ
ざ
る
を

え
な
い
行
き
づ
ま
り
に
逢
着
し
た
こ
と
に
気
づ
く
。

父
が
…
…
》
と
僕
は
新
し
く
書
き
は
じ
め
る
。
そ
れ
が
何
の
た
め
で
あ
る
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
僕
が
は
っ
き
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り
認
識
し
た
時
、
父
の
伝
記
は
完
成
す
る
か
、
ま
た
は
最
終
的
に
き
っ
ぱ
り
放
棄
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
《
父
が
自

己
幽
閉
の
生
活
を
始
め
た
の
は
、
…
…

こ
の
冒
頭
と
末
尾
は
、
書
く
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
小
説
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〈
僕
〉
は
様
々
な
文
体.

メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
「
伝
記
」
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
小
説
の
中
で
は
〈
僕
〉

が
父
親
の
「
伝
記
」
を
書
こ
う
と
し
た
き
っ
か
け
や
、
「
伝
記
」
を
書
き
進
め
る
た
め
に
行
な
っ
て
い
る
様
々
な
努

力
・
奇
妙
な
行
動
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
「
伝
記
」
の
「
失
敗
し
た
草
稿
や
ノ

オ
ト
」
が
引
用
さ
れ
て
も
い
る
。
例
え
ば
、「
か
つ
て
詩
の
雑
誌
に
投
稿
し
」
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
四
行
の
「
詩
？
」

や
、
「
一
人
称
で
や
る
よ
り
ず
っ
と
説
明
的
」
な
「
三
人
称
で
書
か
れ
た
散
文
」
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
三

人
称
で
書
か
れ
た
散
文
」
の
中
に
は
、
「
か
れ
」
が
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
吹
き
こ
ん
だ
と
い
う
言
葉
が
含
ま
れ
て

お
り
、
そ
し
て
ま
た
一
本
の
テ
ー
プ
上
に
次
々
と
新
た
な
音
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
過
程
ま
で
も
が
書
き
こ
ま
れ
て

い
る
。
こ
の
「
散
文
」
の
引
用
の
後
に
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
疑
問
を
含
ん
だ
「
注
釈
」
ま
で
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
釈
し
て
お
き
た
い
が
、
右
に
引
用
し
た
三
人
称
に
よ
る
文
章
は
、
先
に
引
い
た
詩
？
と
逆
に
い
か

に
も
事
実
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
僕
自
身
の
記
憶
か
ら
き
わ
め
て

広
く
は
み
出
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
記
憶
の
泥
土
の
う
ち
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
こ
と
の
確
実
な
、

僕
自
身
の
発
掘
に
か
か
る
化
石
は
き
わ
め
て
小
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
下
顎
の
一
部
分
ど
こ
ろ
か
、
せ
い
ぜ
い
臼

歯
一
本
と
い
う
程
度
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
三
人
称
が
可
能
に
す
る
ネ
ジ
レ
の
力
に
乗
じ
て
、
僕
は
か
れ
の
記
憶
の

大
半
を
、
僕
の
兄
た
ち
か
ら
聞
い
た
と
こ
ろ
の
こ
と
と
置
き
か
え
た
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
「
注
釈
」
は
自
分
の
記
述
の
内
容
の
事
実
性
に
つ
い
て
疑
問
を
語
っ
て
お
り
、
〈
僕
〉
は
書
き
方
が
書
く
も
の

・
書
く
こ
と
に
お
よ
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
も
意
識
を
向
け
て
い
る
。
「
三
人
称
が
可
能
に
す
る
ネ
ジ
レ
の
力
」
と
い

う
の
は
、
〈
僕
〉
に
よ
れ
ば
「
一
人
称
」
で
書
く
よ
り
も
自
分
で
気
が
つ
い
て
い
な
い
点
に
言
葉
が
及
ぶ
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
三
人
称
」
の
方
が
よ
り
客
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の

逆
で
も
な
い
。
「
三
人
称
」
と
「
一
人
称
」
で
は
言
葉
の
偏
り
方
、
歪
み
方
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
、
例
え
ば
「
草
稿
や
ノ
オ
ト
」
と
「
注
釈
」
が
整
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
別
々
の
時
間
に
書
か
れ
た
は
ず
の
「
草
稿
や
ノ
オ
ト
」
・
「
実
験
」
の
「
記
録
」

な
ど
が
、
「
注
釈
」
と
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
を
区
別
す
る
記
号
や
行
分
け
な
ど
な
し
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ど
こ
か
ら

ど
こ
ま
で
が
ど
の
記
述
な
の
か
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
し
、
い
つ
の
時
点
で
書
か
れ
た
の
か
も
全
く
わ
か

ら
な
い
。
こ
の
「
僕
」
に
よ
る
記
述
は
、
原
型
の
「
草
稿
や
ノ
オ
ト
」
な
ど
を
復
元
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な

い
。し

か
し
、
こ
れ
は
書
か
れ
た
言
葉
に
お
い
て
は
当
た
り
前
の
状
態
で
も
あ
る
。
た
と
え
カ
ギ
カ
ッ
コ
な
ど
の
記
号

や
行
分
け
や
文
字
の
種
類
な
ど
で
区
別
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
言
葉
が
区
別
で
き
る
と
い
う
約
束
事

ル

ー

ル

に
従
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
を
他
の
言
葉
と
区
別
す
る
根
拠

は
な

い

。
た
と
え
、
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
偏
り
や
言
葉
の
並
べ
方
や
区
切
り
方
の
傾
向
な
ど(

い
わ
ゆ
る
文
体)

（22

）

に
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
絶
対
の
境
界
線
に
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
記
号
や
行
分
け
と
い
う
約

束
事
に
則
っ
て
、
違
う
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」

で
は
、
そ
の
よ
う
な
約
束
事
の
区
別
に
よ
る
境
界
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
が
、
父
親
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
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〈
僕
〉
の
姿
を
断
片
的
に
描
き
出
す
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
焦
点
に
収
斂
す
る
こ
と
は
な
く
、
言
葉
を
集
め
れ
ば
集
め

る
ほ
ど
〈
僕
〉
や
彼
の
父
親
は
不
明
確
に
な
っ
て
い
く
。

〈
僕
〉
は
父
親
の
伝
記
を
書
く
た
め
に
、
「
父
親
の
存
在
を
、
そ
の
内
側
か
ら
復
元
」
す
る
た
め
の
「
実
験
」
を

始
め
る
。
父
親
の
行
動
は
、
〈
僕
〉
自
身
も
そ
の
中
に
「
狂
気
の
妄
想
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
よ
う
な
も

の
で
あ
り
、
〈
僕
〉
の
言
葉
に
は
狂
気
・
妄
想
と
正
常
・
現
実
と
い
う
混
乱
ま
で
が
持
ち
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。

も
と
も
と
、
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
限
り
、
妄
想
と
現
実
の
間
に
は
区
別
は
な
い
。
そ
れ
を
受
け
と
め
た
本
人
を
含

め
た
人
間
が
そ
れ
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と
い
う
点
だ
け
が
違
っ
て
い
る
。
〈
僕
〉
は
父
親
の
「
狂
気
」
を
言
葉
で

書
き
記
し
、
「
現
実
」
に
し
ょ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
い
く
ら
書
か
れ
て
も
「
狂
気
」
と
し
て
の
自

分
を
主
張
し
た
り
は
し
な
い
。
言
葉
そ
れ
自
体
は
「
妄
想
」
で
あ
っ
た
り
、
「
現
実
」
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
言
葉
は
た
だ
言
葉
と
し
て
あ
る
。
「
内
側
か
ら
復
元
」
す
る
た
め
の
努
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
や
そ
の
努
力

の
故
に
結
局
伝
記
は
書
か
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

４
「
み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」
は
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
と
同
様
に
自
分
の
書

く
行
為
、
ま
た
書
い
た
も
の
の
中
に
含
ま
れ
る
虚
偽
、
自
分
の
現
在
を
意
味
づ
け
る
た
め
に
言
葉
が
虚
構
を
作
り
出

す
と
い
う
こ
と
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。「
み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」
は
入
院
中
の
男
へ
〈
「
か
れ
」
〉

が
語
る
言
葉(

「
同
時
代
史
」)

を
口
述
筆
記
し
た
そ
の
記
録
の
部
分
と
、
《
》
で
囲
ま
れ
た
〈
「
か
れ
」
〉
が
口
述
筆

記
を
し
て
い
る
状
態
を
伝
え
る
部
分
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
「
同
時
代
史
」
の
内
側
と
外
側
が
一
つ
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に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
外
側
に
当
た
る
は
ず
の
《
》
で
囲
ま
れ
た
部
分
に
「
同
時
代
史
」
に
関
す
る
言
及

・
注
釈
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
言
及
・
注
釈
は
「
同
時
代
史
」
の
補
填
・
補
足
だ
け
で
は
な
く
、
〈
「
遺
言
代
執

行
人
」
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
〈
「
か
れ
」
〉
の
妻
で
あ
る
ら
し
い
女
性
や
〈
「
か
れ
」
〉
の
母
親
に
よ
る
疑
問
・
反
論
・

訂
正
も
含
ま
れ
て
い
る
。

口
述
筆
記
と
そ
れ
が
行
な
わ
れ
て
い
る
状
態
の
組
み
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
前
者
が
主
で
後
者
は
そ
の

間
に
部
分
的
に
挿
入
さ
れ
る
も
の
と
い
う
関
係
が
普
通
で
あ
る
。
実
際
、「
み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」

で
も
前
半
の
「
１
」
か
ら
「
４
」
ま
で
は
量
的
・
内
容
的
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
半
の
「
５
」
か
ら
「
８
」

に
な
る
と
、
逆
に
外
側
の
口
述
筆
記
し
て
い
る
状
態
の
方
が
多
く
を
占
め
、
〈
「
遺
言
代
執
行
人
」
〉
や
〈
「
か
れ
」
〉

の
母
親
の
言
葉
が
〈
「
か
れ
」
〉
の
言
葉
を
圧
倒
す
る
よ
う
に
な

る

。

（23

）

こ
の
変
化
は
「
４
」
に
お
け
る
〈
「
遺
言
代
執
行
人
」
〉
の
態
度
の
変
化
・
明
確
化
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
「
４
」
で
は
口
述
筆
記
の
外
側
の
記
述
量
が
、
内
側
の
記
述
量
に
近
づ
い
て
い
る
。
初
め
〈
「
遺

言
代
執
行
人
」
〉
は
、
〈
「
か
れ
」
〉
の
語
る
言
葉
に
不
審
な
点
が
あ
っ
た
時
に
そ
れ
を
確
か
め
る
だ
け
で
あ
り
、
そ

れ
に
対
し
て
〈
「
か
れ
」
〉
が
反
論
を
し
て
も
食
い
下
が
っ
て
言
葉
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
疑

念
は
、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
現
在
語
っ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
関
す
る
も
の
を
含
ん
で
い

る(

「
な
ぜ
、
そ
ん
な
ふ
ざ
け
た
こ
と
ま
で
筆
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
？
」
「
あ
な
た
は
ど
う
し
て
、
自
分
が

癌
の
た
め
に
回
復
不
可
能
で
あ
り
、
い
ま
に
も
死
に
い
た
る
昏
睡
状
態
が
始
ま
る
の
だ
と
、
実
際
の
病
状
と
ま
っ
た

く
矛
盾
す
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
よ
う
な
口
述
を
す
る
の
？

い
ち
い
ち
そ
れ
を
文
字
に
置
き
か
え
て
い
る
と
、
書

か
れ
た
も
の
が
事
実
と
し
て
逆
に
紙
の
上
に
起
き
だ
し
て
、
書
き
し
る
し
て
い
る
指
を
押
し
あ
げ
る
よ
う
な
気
が
す

る
わ
」
「
１
」)

。
そ
れ
が
「
４
」
に
な
る
と
、
彼
の
言
葉
の
持
つ
偏
り
に
つ
い
て
自
分
自
身
の
解
釈
を
語
る(

「
ほ
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と
ん
ど
幼
い
あ
な
た
の
介
在
し
え
な
い
よ
う
な
、
あ
な
た
の
御
両
親
の
つ
な
が
り
を
あ
な
た
が
認
め
た
く
な
い
た
め

に
、
つ
い
そ
う
し
た
側
面
は
す
っ
か
り
削
ぎ
お
と
し
て
話
し
て
し
ま
う
の
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？
」)

。
〈
「
か
れ
」
〉

は
そ
れ
に
対
し
て
反
論
し
、
そ
の
た
め
に
口
述
筆
記
の
外
側
の
記
述
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

口
述
筆
記
と
い
う
記
述
法
で
は
、
実
際
に
言
葉
を
紙
に
書
き
記
し
て
い
る
筆
記
者
の
存
在
が
言
葉
の
中
に
現
れ
る

こ
と
は
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
、
筆
記
者
と
言
葉
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
の
間
に
何
ら
か
の
や

り
取
り(

例
え
ば
、
文
字
の
表
記
の
仕
方
の
確
認
な
ど)

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
交
わ
さ
れ
た
言
葉
が
筆
記

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
葛
西
善
蔵
や
太
宰
治
な
ど
小
説
を
口
述
筆
記
で
書
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
小
説
家
は
多

く
い
る
が
、
筆
記
者
と
の
や
り
と
り
は
そ
う
い
う
小
説
で
も
省
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
小
説
の
外
側
に
属

す
る
言
葉
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
筆
記
者
が
、
語
っ
て
い
る
人
間
の
言
葉
に
つ
い
て
疑
問
を
発
し
た
と

ノ

イ

ズ

し
て
も
、
ま
た
そ
の
疑
問
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
言
葉
に
変
更
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
言
葉
や
そ

の
過
程
は
言
葉
と
し
て
残
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
排
除
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
口
述
筆
記
の
言
葉
と
口
述
筆
記
の
情
況
を
伝
え
る
言
葉
と
の
間
に
は
、

言
葉
と
し
て
明
確
に
区
別
で
き
る
よ
う
な
違
い
は
な
い
。
例
え
ば
、
今
名
前
を
挙
げ
た
太
宰
治
の
初
期
の
小
説
「
め

く
ら
草
紙
」
で
は
、
そ
う
い
う
ル
ー
ル
が
簡
単
に
破
ら
れ
て
い

る

。
「
め
く
ら
草
紙
」
の
前
半
部
分
は
、
小
説
家

（24

）

〈
私
〉
の
家
の
隣
に
住
む
マ
ツ
子
と
い
う
娘
に
よ
る
口
述
筆
記
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
「
め
く
ら
草
紙
」
は

小
説
を
書
け
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
小
説
家
〈
私
〉
の
姿
を
〈
私
〉
自
身
が
書
い
て
い
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
る
。

冒
頭
、
〈
私
〉
の
回
想
め
い
た
独
白
が
綴
ら
れ
た
後
、
突
然
「
あ
あ
、
そ
れ
で
何
枚
に
な
っ
た
？
」
と
い
う
〈
私
〉

の
マ
ツ
子
に
向
け
た
言
葉
と
、
「(

私
は
お
隣
の
マ
ツ
子
と
い
う
こ
と
し
十
六
に
な
る
娘
に
、
私
の
独
白
を
筆
記
さ

せ
て
い
た
の
で
あ
る)

」
と
い
う
解
説
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
も
、
「
こ
ん
ど
は
、
寝
な
が
ら
、
私
ひ
と
り
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で
筆
を
と
っ
て
書
い
て
み
た
。
」
「
マ
ツ
子
は
、
も
う
私
の
傍
に
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
、
家
へ
、
か
え
し
た
の

で
あ
る
。
日
が
暮
れ
た
か
ら
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
ま
る
で
〈
私
〉
が
こ
の
「
め
く
ら
草
紙
」
を
書
い
て
い
る
様
子

を
実
況
中
継
す
る
か
の
よ
う
な
言
葉
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
小
説
は
小
説
を
書
く
現
場
の
様
子
や
小

説
家
の
小
説
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
自
意
識
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ツ
子
と
の
や
り
と
り
や
、
マ
ツ
子
の
筆
記

し
た
原
稿
の
「
一
枚
に
平
均
、
三
十
箇
く
ら
い
ず
つ
の
誤
字
や
仮
名
ち
が
い
を
」
〈
私
〉
が
直
し
て
い
る
様
子
は
、

小
説
が
活
字
化
さ
れ
て
読
み
手
の
眼
に
触
れ
る
ま
で
の
間
に
排
除
さ
れ
て
い
る
様
々
な
ノ
イ
ズ
の
存
在
を
意
識
さ
せ

る
。「

み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」
で
は
、
書
く
行
為
を
通
し
て
何
か
が
中
心
化
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
も

の
が
ノ
イ
ズ
と
し
て
排
除
さ
れ
る
と
い
う
過
程
に
対
し
て
、
ノ
イ
ズ
が
前
面
に
出
て
立
場
が
同
等
に
な
っ
た
り
逆
転

す
る
と
い
う
こ
と
が
起
っ
て
い
る
。
「
４
」
で
は
外
側
の
記
述
に
あ
る
「
一
週
間
」
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
、
す
ぐ

後
の
口
述
筆
記
の
中
で
「
こ
の
一
週
問
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
口
述
筆
記
の
た
て
ま
え
で
は
、
外
側

の
言
葉
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
り
、
「
こ
の
」
と
い
う
言
葉
が
受
け
る
言
葉
は
口
述
筆
記
の
外
側
に
で
は
な
く
、

中
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
の
口
述
筆
記
の
中
に
は
「
一
週
間
」
と
い
う
言
葉
は
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
口
述
筆
記
に
つ
い
て
の
た
て
ま
え
が
無
視
さ
れ
、
外
側
と
内
側
の
言
葉
が
連
続
し
た

同
等
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
７
」
で
〈
「
か
れ
」
〉
の
母
親
が
現
れ
て
か
ら
は
、
口
述
筆
記
の
外
側
の
母

親
の
言
葉
と
内
側
の
〈
「
か
れ
」
〉
の
言
葉
と
が
対
話
を
か
わ
す
よ
う
に
な
り
、
〈
「
か
れ
」
〉
の
言
葉
の
歪
み
や
嘘
を

指
摘
す
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
〈
「
か
れ
」
〉
の
父
親
が
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
「
蹶
起
」
に
つ
い
て
、
母
親
は
そ

の
前
日
の
「
八
月
十
五
日
」
の
谷
間
の
状
況
を
口
述
筆
記
の
外
側
で
〈
「
遺
言
代
執
行
人
」
〉
に
向
っ
て
語
っ
て
い

る
（
「
も
う
空
襲
は
な
い
と
い
う
の
で
、
燈
火
管
制
し
て
お
っ
た
電
燈
は
明
る
く
す
る
し
、
ラ
ジ
オ
も
み
ん
な
が
集
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ま
っ
て
聞
く
と
い
う
こ
と
で
、
谷
間
い
っ
ぱ
ん
に
そ
う
い
う
風
で
あ
り
ま
し
た
」
）
。
〈
「
か
れ
」
〉
は
そ
れ
に
対
し
て

フ
ウ

口
述
筆
記
の
中
で
母
親
の
言
葉
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
（
「
ど
う
し
て
母
親
が
高
台
の
倉
屋
敷
か
ら
、
谷
間
い
っ
ぱ
ん

の
風
と
し
て
の
、
人
び
と
が
集
ま
っ
て
聴
く
ラ
ジ
オ
受
信
の
声
を
聴
き
と
れ
た
だ
ろ
う

？

」)

。
す
ぐ
に
母
親
は
そ

（25

）

れ
が
決
し
て
矛
盾
し
て
い
な
い
と
口
述
筆
記
の
外
側
で
反
論
し
、(

「
十
五
日
の
夜
遅
く
に
、
わ
た
し
は
谷
間
の
家

を
四
、
五
軒
も
訪
ね
て
廻
り
ま
し
て
な
」
「
十
五
日
は
重
大
放
送
を
聞
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
、
た
い
て
い
の

家
が
ラ
ジ
オ
を
縁
先
に
出
し
て
お
っ
た
の
で
、
夜
が
ふ
け
て
も
一
家
総
出
で
縁
先
に
座
り
こ
ん
で
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て

お
り
ま
し
た
が
！
」)
、
〈
「
か
れ
」
〉
も
口
述
筆
記
の
中
で
再
反
論
し
て
い
る(

「
か
り
に
百
歩
ゆ
ず
っ
て
、
あ
の
人

を
指
導
者
と
す
る
徹
底
抗
戦
派
の
軍
人
た
ち
の
蹶
起
が
、
八
月
十
六
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
よ
う
」
「
し
か
し
そ

れ
で
事
件
の
本
質
が
か
わ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
」)

。

こ
こ
で
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
口
述
筆
記
の
内
側
の
言
葉
を
虚

構
と
し
、
外
側
の
〈
「
遺
言
代
執
行
人
」
〉

フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン

や
母
親
の
言
葉
を
事
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
は
小
説
の

記
述
の
中
で
は
決
定
で
き
な
い
。
口
述
筆
記
の
外
側
と
内
側
に
分
け
ら
れ
た
言
葉
は
、
自
ら
が
作
り
出
し
た
虚
偽
を

糊
塗
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
言
葉
を
費
や
し
、
か
え
っ
て
新
し
い
言
葉
が
新
し
い
虚
偽
を
生
む
と
い
う
状
態
を
作
り

出
し
て
い
る
。
外
側
と
内
側
は
対
立
し
て
い
る
と
同
時
に
、
共
犯
関
係
を
持
っ
て
、
読
み
手
を
混
乱
さ
せ
て
い
く
。

〈
私
〉
を
限
定
し
、
〈
私
〉
の
存
在
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
行
為
自
体
が
〈
私
〉
を
曖
昧
に
す
る
。
今
ふ
れ
た

二
つ
の
小
説
は
そ
の
よ
う
な
状
態
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
特
殊
な
こ
と
で
は
な
く
、
書
く
・
語
る
こ
と
に

必
ず
つ
き
ま
と
う
こ
と
で
あ
る
。
大
江
健
三
郎
の
初
期
の
小
説
に
は
〈
私
〉
に
こ
だ
わ
り
、
〈
私
〉
を
確
立
し
よ
う

と
す
る
若
者
が
登
場
す
る
が
、
彼
ら
は
こ
の
困
難
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
彼
ら
の
中
に
は
実
際
に
何

か
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
者
も
い
る
し
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
い
る
。
た
だ
、
あ
え
て
書
く
と
い
う
言
葉
の
意
味
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を
広
げ
て
い
け
ば
、
文
章
と
し
て
で
は
な
く
、
行
動
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
書
い
て
い
く
と
い
う
と
ら
え
方
も
可
能

で
あ
る
。
彼
ら
が
自
分
の
身
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
行
動
に
走
っ
て
い
っ
た
の
は
、
〈
私
〉
を
書
く
こ
と
の
困

難
に
対
し
て
性
急
に
答
え
を
出
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
代
末
の
大
江
健
三
郎
の
小
説
の
登
場
人
物

か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
性
急
さ
が
影
を
潜
め
る
。
こ
れ
は
、
大
江
健
三
郎
自
身
の
小
説
の
書
き
方
の
変
化
と
い
う
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
同
時
期
の
新
し
い
小
説
家
た
ち
の
小
説
と
の
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
の
で
あ
る
。

注

（
１
）

〈
戦
後
派
文
学
〉
以
外
に
も
〈
戦
後
文
学
〉
〈
戦
後
派
〉
、
ま
た
〈
第
一
次
戦
後
派
〉
〈
第
二
次
戦
後
派
〉
と
さ
ら
に
細

分
化
す
る
な
ど
、
様
々
な
呼
び
方
が
あ
る
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
囲
い
こ
む
範
囲
に
つ
い
て
も
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
ず

れ
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
後
述
す
る
理
由
に
よ
り
特
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
用
い
る
。

（
２
）

〈
現
代
文
学
〉
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
あ
い
ま
い
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
現
在(

こ
れ
は
常
に
変
動
す
る)

か
ら
見
て
約
十
年
間
ほ
ど
の
間
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

（
３
）

『
週
刊
読
書
人
』
一
九
五
八
年
十
月
十
三
日
～
六
三
年
十
一
月
二
十
五
日
。
引
用
は
『
物
語
戦
後
文
学
史(

全)

』(

新

潮
社
、
一
九
六
六
年
三
月
刊)

に
よ
る
。
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（
４
）

〈
戦
後
派
文
学
〉
の
そ
れ
以
前
の
文
学
と
の
継
承
と
断
絶
の
問
題
は
、
こ
れ
以
前
に
も
問
題
化
さ
れ
て
は
い
る
。
た

だ
、
〈
戦
後
派
文
学
〉
を
論
じ
る
文
脈
の
中
で
は
ど
う
し
て
も
断
絶
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
本
多
秋
五
「
戦
後
文
学
を
め
ぐ
っ
て
」
『
戦
後
文
学
の
作
家
と
作
品
』(

冬
樹
社
、
一
九
七
一
年
十
二
月
刊)

、
松
原

新
一
「
戦
後
変
革
期
の
文
学
敗
戦
か
ら
一
九
五
〇
年
代
へ
」(

『
戦
後
日
本
文
学
史
・
年
表
』
講
談
社
、
一
九
七
八
年
二

月
刊)
な
ど
。

（
５
）

『
文
芸
首
都
』
一
九
四
八
年
八
月
号
。
引
用
は
『
滅
亡
に
つ
い
て
』(

岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
六
月
刊)

に
よ
る
。

（
６
）

鈴
木
貞
美
『
人
間
の
零
度
、
も
し
く
は
表
現
の
脱
近
代
』(

河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
七
年
七
月
刊)

や
安
藤
宏
『
自

意
識
の
昭
和
文
学

―
現
象
と
し
て
の
「
私
」
』(

至
文
堂
、
一
九
九
四
年
三
月
刊)

な
ど
が
問
題
に
し
て
お
り
、
書
く
「
私
」

や
「
小
説
」
を
書
く
こ
と
そ
れ
自
体
が
テ
ー
マ
に
な
る
と
い
う
傾
向
を
持
つ
。
拙
論
「
太
宰
治
「
俗
天
使
」
論

―
「
聖

母
」
と
「
私
」
、
「
私
」
と
「
作
者
」
」(

『
国
語
国
文
研
究
』
九
十
一
号
、
一
九
九
二
年
三
月
刊)

も
こ
の
時
期
を
扱
っ
て

い
る
。

（
７
）

太
宰
治
「
道
化
の
華
」(

『
日
本
浪
曼
派
』
一
九
三
五
年
五
月
号)

、
石
川
淳
「
佳
人
」
（
『
作
品
』
一
九
三
五
年
五
月

号)

な
ど
。

（
８
）

座
談
会
「
現
代
文
学
と
太
宰
治
」
『
文
学
界
』
「
九
六
〇
年
六
月
号(

参
加
者
は
大
江
健
三
郎
・
奥
野
健
男
・
開
高
健,

武
田
泰
淳
・
中
村
真
一
郎
・
吉
行
淳
之
介)

。

（
９)

「
ぼ
く
は
小
説
家
の
職
業
を
つ
づ
け
る
そ
の
あ
い
ま
い
で
困
難
な
生
涯
の
す
べ
て
の
努
力
を
つ
う
じ
て
自
分
が
冒
険
家

の
血
に
属
し
た
か
、
そ
う
で
な
か
っ
た
か
を
判
断
す
る
べ
き
な
の
だ
。
い
っ
た
い
、
自
分
が
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
冒
険
家
だ

と
見
き
わ
め
を
つ
け
て
か
ら
生
き
は
じ
め
る
こ
と
が
可
能
だ
と
し
た
ら
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
生
涯
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

自
分
が
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
人
間
な
の
か
恥
知
ら
ず
な
卑
怯
も
の
な
の
か
皆
目
見
当
も
つ
か
な
い
ま
ま
、
取
消
不
能
の
証
拠
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を
提
出
し
つ
づ
け
て
、
被
告
で
あ
る
自
分
自
身
を
い
や
が
う
え
に
も
窮
地
に
お
い
こ
ん
で
生
き
る
の
が
二
十
世
紀
人
間

の
行
動
法
で
あ
る
は
ず
で
は
な
い
か
？
」(

第
三
部
「
８
」)

。

（

）

『
群
像
』
一
九
六
七
年
一
月
号
。

10
（

）

〈
内
向
の
世
代
〉
と
呼
ば
れ
た
小
説
家
た
ち
が
そ
の
レ
ッ
テ
ル
で
囲
い
こ
ま
れ
る
契
機
に
な
っ
た
の
は
、
座
談
会
「
現

11

代
作
家
の
条
件
」
『
文
芸
』
一
九
七
〇
年
三
月
号)

で
あ
る
。
出
席
者
は
阿
部
昭
・
黒
井
千
次
・
後
藤
明
生
・
坂
上
弘
・

古
井
由
吉
の
五
人
。
同
じ
雑
誌
の
同
年
九
月
号
の
座
談
会
「
現
代
作
家
の
課
題
」
も
同
じ
出
席
者
で
あ
る(

司
会
と
し
て

秋
山
駿
が
出
席
し
て
い
る)

。
も
っ
と
も
こ
の
二
つ
の
座
談
会
で
は
「
内
向
の
世
代
」
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。

「
現
代
作
家
の
条
件
」
で
は
、
評
論
家
が
用
い
る
分
類
に
つ
い
て
、
「
戦
後
派
文
学
」
「
第
三
の
新
人
」
と
い
っ
た
分
類

も
た
だ
「
便
利
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
程
度
の
こ
と
」(

阿
部
昭)

だ
と
言
っ
て
い
る
。

（

）

こ
の
言
葉
を
初
め
て
用
い
た
小
田
切
秀
雄
の
言
葉
を
引
い
て
お
く
。
「
さ
い
き
ん
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
人
の

12

作
家
批
評
家
た
ち
は
、
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
自
我
と
個
人
的
な
状
況
の
な
か
に
だ
け
自
己
の
作
品
の
真
実
の
手
ご

た
え
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
向
的
な
文
学
世
代
と
し
て
一
つ
の
現
代
的
な
時
流
を
形
成
し

て
い
る(

昨
年
末
の
『
群
像
』
の
年
度
概
括
の
座
談
会
で
松
原
新
一
が
、
〝
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
文
学
は
消
え
つ
つ
あ

る"

と
指
摘
し
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。(

略)

）
」
「
満
州
事
変
か
ら

40

年
の
文
学
の
問
題
」
上
『
東

京
新
聞
』
一
九
七
一
年
三
月
二
十
三
日
。

（

）

柄
谷
行
人
「
文
学
の
素
心
を
索
め
て
」
『
季
刊
芸
術
』
十
五
、
一
九
七
〇
年
十
月
刊
。
引
用
は
『
畏
怖
す
る
人
間
』(

ト

13

レ
ヴ
ィ
ル
、
一
九
八
七
年
七
月
刊)

に
よ
る
。

（

）

「
憂
愁
幽
思

―
武
田
泰
淳
『
司
馬
遷
』
」
『
文
学
界
』
一
九
七
六
年
十
二
月
号
、
引
用
は
『
復
習
の
時
代
』(

福
武
書

14

店
、
一
九
八
三
年
三
月
刊)

に
よ
る
。
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（

）

「
訪
問
し
な
か
っ
た
理
由
」
『
椎
名
麟
三
全
集
』
第
十
巻
月
報(

冬
樹
社
、
一
九
七
二
年
三
月
刊)

。
引
用
は
『
大
い
な

15

る
矛
盾
』(

小
沢
書
店
、
一
九
七
五
年
三
月
刊)

に
よ
る
。

（

）

日
本
評
論
社
、
一
九
四
三
年
四
月
刊
。
内
容
を
一
部
削
除
・
変
更
し
、
『
史
記
の
世
界
』
と
改
題
し
て
一
九
四
八
年
十

16

一
月
に
菁
柿
堂
か
ら
再
刊
。

（

）

『
展
望
』
一
九
四
七
年
二
月
号
。

17
（

）

後
藤
明
生
「
散
文
の
問
題
」
『
新
鋭
作
叢
書

―
後
藤
明
生
集
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
年
五
月
刊
。

18
（

）

古
井
由
吉
『
「
私
」
と
い
う
白
道
』
ト
レ
ヴ
ィ
ル
、
一
九
八
六
年
三
月
刊
。

19
（

）

松
原
新
一
は
後
者
を
「
内
面
的
な
と
こ
ろ
で
書
い
て
い
る
作
風
」
と
し
、
前
者
を
「
沖
縄
の
問
題
に
い
ろ
い
ろ
と
か

20

か
わ
っ
て
い
く
、
そ
こ
か
ら
創
作
上
の
モ
チ
ー
フ
を
く
み
取
っ
て
こ
よ
う
と
い
う
よ
う
な
方
向
」
と
と
ら
え
て
い
る(

座

談
会
「
文
学
一
九
七
〇
年
」
『
群
像
』
一
九
七
〇
年
十
二
月
号)

。
こ
の
よ
う
に
両
者
を
対
比
す
る
時
に
は
、
政
治
運
動

へ
の
関
心
の
持
ち
方
が
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（

）

単
行
本
『
わ
れ
ら
の
狂
気
を
生
き
延
び
る
道
を
教
え
よ
』(

新
潮
社
、
一
九
六
九
年)

に
収
め
ら
れ
る
際
に
「
わ
れ
ら

21

の
狂
気
を
生
き
延
び
る
道
を
教
え
よ
」
（
一
九
六
九
年)

と
組
み
合
わ
さ
れ
て(

そ
れ
ぞ
れ
が
「a

裏
」
と
「b

表
」
と

い
う
副
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る)

一
つ
の
小
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「a

裏
」
に
な
っ
て
い
る
「
父
よ
、
あ

な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
・
」
と
い
う
題
名
で
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
方
だ
け
を
取
り
上
げ
る
。

（

）

も
ち
ろ
ん
、
表
記
が
違
え
ば
読
む
時
に
受
け
る
印
象
は
変
わ
る
。
例
え
ば
、
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
で
は
〈
イ
ー

22

ヨ
ー
〉
が
話
す
言
葉
が
ゴ
チ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
彼
を
他
の
人
と
区
別
す
る
し
る
し
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
『
新
し
い
入
よ
眼
ざ
め
よ
』
以
前
に
読
ん
だ
も
の
か
ら
得
た
知
識
に
よ
り
、
ゴ
チ
ッ
ク
と
明
朝
体
と
を
違
う
表

記
と
し
て
見
分
け
る
前
提
に
読
み
手
が
従
っ
て
い
る
場
合
に
だ
け
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
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（

）

口
述
筆
記
の
内
と
外
の
記
述
量
は
、
各
節
ご
と
に
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
行
数
は
『
大
江
健
三
郎
全
作
品
第

23

Ⅱ
期
』
３
に
よ
る
）

「
１
」

内

三
一
一
行

外

八
九
行

「
２
」

内

四
三
三
行

外

六
二
行

「
３
」

内

四
六
五
行

外

九
二
行

「
４
」

内

二
四
六
行

外

一
九
八
行

「
５
」

内

１
７
３
行

外

二
〇
三
行

「
６
」

内

一
〇
三
行

外

一
八
九
行

「
７
」

内

二
二
三
行

外

三
〇
一
行

「
８
」

内

三
七
行

外

一
〇
八
行

（

）

『
新
潮
』
一
九
三
六
年
一
月
号
。
単
行
本
は
『
晩
年
』
砂
子
屋
書
房
、
一
九
三
六
年
六
月
刊
。
引
用
は
『
太
宰
治
全

24

集
』
１(

ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
八
年
八
月
刊)

に
よ
る
。

（

)

こ
こ
で
は
「
集
ま
っ
て
聞
く
」
と
「
集
ま
っ
て
聴
く
」
と
い
う
よ
う
に
口
述
筆
記
の
外
側
と
内
側
で
文
字
表
記
が
使
い
分

25

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
表
記
の
違
い
で
二
つ
の
表
現
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
に
述
べ

た
よ
う
に
そ
れ
は
決
定
的
な
違
い
に
は
な
ら
な
い
。


