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ご
臨
席
の
皆
様
、

　

日
本
に
、
名
古
屋
に
参
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら

の
環
境
、
気
候
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
品
良
く

落
ち
着
い
た
キ
ャ
ン
パ
ス
に
優
れ
た
気
概
と
学

識
教
養
に
溢
れ
る
愛
知
大
学
の
教
員
・
学
生
の

皆
様
を
前
に
し
ま
す
と
、
時
代
も
空
間
を
も
飛

び
越
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
感
覚
を
抱
き

ま
す
。
今
か
ら
一
六
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
、
中
国

は
東
晋
時
代
の
大
詩
人
で
あ
る
陶
淵
明
の
詩
句

「
菊
を
采
る
東
籬
の
下
、
悠
然
と
し
て
南
山
を

見
る
」「
誤
り
て
塵
網
の
中
に
落
ち
、
ひ
と
た

び
去
っ
て
三
十
年
」
を
想
起
い
た
し
ま
す
。
陶

淵
明
の
「
桃
源
郷
」
を
想
起
し
、
私
た
ち
人
類

に
と
っ
て
の
最
も
美
し
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
想
起

い
た
し
ま
す
の
は
、
ま
さ
に
「
今
夕
何
れ
の
年

か
知
ら
ず
」「
錯た
が

い
て
こ
の
郷
を
故
郷
と
な
す
」

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
に
居
り

ま
す
と
、
私
は
香
港
も
想
起
い
た
し
ま
す
。
香

港
科
技
大
学
の
海
原
、
山
並
み
、
建
築
と
気
概

と
学
識
教
養
に
溢
れ
る
教
員
・
学
生
を
想
起
い

た
し
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
本
日
の
講
演
は
、
香

港
か
ら
お
話
し
し
は
じ
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

　

今
年
の
は
じ
め
、
私
は
ど
う
い
う
わ
け
か
香

港
科
技
大
学
に
招
聘
さ
れ
て
客
員
教
授
を
務
め

る
こ
と
に
な
り
、
創
作
に
つ
い
て
講
義
い
た
し

ま
し
た
。
か
の
地
は
風
光
明
媚
で
、
教
員
・
学

生
の
人
柄
も
す
ぐ
れ
て
い
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

も
わ
り
と
楽
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
の
地

で
は
ひ
と
と
き
「
桃
源
郷
」「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
読
書
し
、
創
作
し
、
授
業
を
行
い

議
論
す
る
、
人
生
ま
さ
に
仲
春
の
如
し
で
あ
り

「
異
中
国
」の
卑
小
さ
と
文
学

閻 

連
科
（
訳
＝
和
田
知
久
）

　

講
演
採
録

　

本
稿
は
二
〇
一
六
年
一
一
月
五
日
に
愛
知
大
学

車
道
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
開
催
さ
れ
た
二
〇
一
六
年

度
中
国
現
代
文
学
研
究
者
懇
話
会
「
作
家 

閻
連

科
氏
を
迎
え
て
」
に
お
け
る
講
演
を
採
録
し
た
も

の
で
あ
る
。
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ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
春
た
け
な
わ
花
咲
き

誇
る
五
月
、
あ
る
日
の
夜
、
朝
の
五
時
頃
く
ら

い
ま
で
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
幸

福
な
夢
に
安
閑
と
浸
っ
て
い
た
時
、
枕
元
の
携

帯
電
話
が
鳴
り
ま
し
た
。
着
信
音
は
、
私
が
取

ら
な
い
で
い
る
と
、
い
つ
ま
で
も
止
む
こ
と
な

く
鳴
り
続
け
ま
す
。
結
局
、
堪
え
き
れ
な
く

な
っ
て
、
う
ん
ざ
り
と
し
な
が
ら
も
身
を
起
こ

す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
携
帯
を
手
に
取
り
ふ
と

見
る
と
、
そ
れ
は
私
の
姉
が
中
国
の
内
地
│
│

私
の
河
南
の
実
家
か
ら
か
け
て
き
た
も
の
で
し

た
。
何
の
用
な
の
か
と
尋
ね
ま
す
と
、
母
親
が

昨
日
の
夜
に
夢
を
見
た
の
だ
と
姉
は
言
い
ま

す
。
夢
で
は
、
私
が
創
作
で
大
き
な
誤
り
を
犯

し
、
厳
重
な
処
分
を
受
け
た
後
、
牢
屋
に
入
れ

ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
地
面
に
跪
き
叩
頭
し
て

許
し
を
求
め
る
の
で
す
が
、
結
局
、
額
か
ら
鮮

血
を
滴
ら
せ
て
、
ほ
と
ん
ど
気
も
失
わ
ん
ば
か

り
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
母
親
は

何
が
な
ん
で
も
姉
に
夜
も
明
け
な
い
う
ち
か
ら

電
話
を
か
け
さ
せ
て
、
事
の
次
第
を
問
い
た
だ

そ
う
と
し
た
の
で
し
た
。

　

最
後
に
、
姉
は
電
話
で
私
に
尋
ね
ま
す
。
あ

な
た
、
大
丈
夫
な
の
？
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大
丈
夫
だ
よ
、
元
気
に
や
っ
て
る
、
と
私
は

答
え
ま
す
。

　

姉
は
言
い
ま
す
。
本
当
に
大
丈
夫
？

　

私
は
答
え
ま
す
。
本
当
に
大
丈
夫
だ
よ
。
ど

こ
も
問
題
な
い
。

　

結
局
、
姉
は
電
話
を
切
り
ま
し
た
。
私
は
と

い
い
ま
す
と
、
そ
の
あ
と
、
私
が
創
作
を
学
び

は
じ
め
た
頃
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
小

説
の
中
で
、
故
郷
ゆ
か
り
の
宋
代
理
学
の
大
家

で
あ
る
程
顥
、
程
頤
と
彼
ら
の
子
孫
を
描
い
た

と
こ
ろ
、
程
氏
の
子
孫
た
ち
は
、
私
が
彼
ら
の

祖
先
を
賛
美
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
先
祖

の
大
学
者
二
人
を
諷
刺
さ
え
し
て
い
る
と
考

え
、
程
氏
の
子
孫
全
員
に
招
集
を
か
け
る
こ
と

を
決
め
て
、
仕
返
し
に
私
の
郷
里
に
殴
り
込
ん

で
、
あ
の
「
創
作
好
き
な
小
童
」
に
教
え
諭
し

て
や
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

そ
の
後
、
私
の
家
族
や
友
人
が
さ
ま
ざ
ま
な

ル
ー
ト
を
通
し
て
、
程
氏
の
人
た
ち
に
詫
び
を

入
れ
て
、
関
係
を
取
り
も
っ
て
、
こ
の
件
は
よ

う
や
く
大
事
に
は
な
ら
ず
に
済
ま
す
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

続
け
て
、
私
は
あ
る
小
説
の
中
で
あ
る
人
物

を
描
き
ま
し
た
。
脚
に
障
害
が
あ
り
、
歩
く
の

に
不
自
由
な
こ
の
人
物
は
、
郷
里
の
読
書
好
き

な
人
に
よ
っ
て
見
当
が
付
け
ら
れ
て
、
私
が
村

長
の
家
の
息
子
を
描
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
た

の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
村
長
の
家
の
息
子
は

確
か
に
歩
く
の
に
不
自
由
で
、
脚
に
障
害
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、
村
長
は
大
い
に

機
嫌
を
損
ね
ま
し
た
。
正
月
に
帰
郷
し
た
際
、

母
親
は
戦
々
兢
々
と
し
て
、
煙
草
、
酒
な
ど
の

贈
り
物
を
準
備
し
て
く
れ
、
兄
に
私
を
連
れ
て

村
長
の
家
へ
詫
び
を
入
れ
に
行
か
せ
ま
し
た
。

私
が
は
っ
き
り
お
ぼ
え
て
い
る
の
は
、
大
晦
日

の
晩
に
、
村
長
が
寝
床
の
縁
に
腰
掛
け
て
煙
草

を
吸
い
、
私
と
兄
は
ず
っ
と
そ
の
前
に
立
っ
て

釈
明
と
反
省
を
行
い
ま
し
た
。
小
説
に
描
い
た

事
と
村
の
人
び
と
の
生
活
と
は
少
し
も
関
係
が

な
く
、
い
ず
れ
も
い
い
加
減
に
で
っ
ち
上
げ
た

（
虚
構
の
）
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
が
、

村
長
は
た
だ
次
か
ら
次
へ
と
煙
草
を
吸
い
続
け

る
だ
け
で
す
。
彼
は
も
の
も
言
わ
ず
、
我
々
を

見
も
し
ま
せ
ん
。
そ
の
せ
い
で
室
内
は
息
が
詰

ま
り
そ
う
な
感
じ
で
し
た
。
私
と
兄
は
息
が
詰

ま
っ
た
せ
い
で
、
村
長
の
家
で
卒
倒
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
と
気
が
か
り
で
し
た
。
時
間

は
か
く
も
緩
慢
に
、
重
苦
し
く
、
滞
り
な
が
ら

進
ん
で
は
止
ま
り
、
淀
ん
で
は
動
き
ま
し
た
。

一
秒
一
秒
が
無
限
に
引
き
延
ば
さ
れ
る
よ
う
で

し
た
。
最
後
に
な
っ
て
私
は
村
長
に
断
言
し
ま

し
た
。
今
後
の
創
作
で
は
、
故
郷
や
村
に
少
し

で
も
関
わ
る
よ
う
な
良
く
な
い
こ
と
は
絶
対
に

も
う
二
度
と
書
か
な
い
、
良
い
こ
と
の
み
書
い

て
、
悪
い
こ
と
は
書
か
な
い
と
、
私
は
断
言
し

ま
し
た
。
村
長
は
よ
う
や
く
寝
床
の
縁
で
煙
草

を
も
み
消
し
、
小
さ
く
沈
ん
だ
声
で
、
単
純
な

が
ら
力
強
い
言
葉
を
言
い
ま
し
た
。

　
「
│
│
も
う
帰
れ
」

　

そ
こ
で
、
私
と
兄
は
赦
免
さ
れ
た
よ
う
な
形

に
な
り
、
つ
い
に
呼
吸
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
場
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

村
長
と
村
長
一
家
の
大
き
な
屋
敷
に
別
れ
を

告
げ
、
私
と
兄
は
大
晦
日
の
夜
に
歩
み
を
進
め

ま
し
た
。
爆
竹
の
音
が
絶
え
ず
大
通
り
に
鳴
り

響
く
な
か
、
兄
が
「
は
あ
あ
っ
」
と
息
を
継
ぐ

様
は
、
ま
る
で
新
し
い
人
生
が
始
ま
っ
た
か
の

よ
う
で
し
た
。
私
は
と
い
う
と
、
爆
竹
の
音
と

光
に
満
た
さ
れ
た
新
春
の
夜
に
、
冷
た
さ
と
孤

独
と
寂
寥
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
さ
な
が
ら
海

水
が
私
を
あ
の
茫
々
た
る
光
の
中
に
呑
み
込
ん

で
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
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か
ら
は
、
私
の
創
作
は
永
遠
に
何
か
を
避
け
、

何
か
を
隠
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
幼
い
子
供

が
、
お
ど
お
ど
と
、
あ
た
り
に
注
意
を
払
い
な

が
ら
、
一
人
ぼ
っ
ち
で
道
を
行
く
時
に
、
足
下

の
蛇
や
天
空
の
鷹
、
道
中
に
突
然
現
れ
る
狼
や

犬
な
ど
の
自
分
で
は
防
ぎ
き
れ
な
い
野
獣
を
怖

が
る
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど

人
生
の
道
程
に
お
い
て
、
何
か
を
怖
が
れ
ば
怖

が
る
ほ
ど
、
う
ま
い
具
合
に
そ
れ
に
度
々
出
く

わ
す
の
に
似
て
い
ま
す
。

　

私
の
創
作
は
、
私
が
何
を
書
い
た
か
で
は
な

く
、
何
を
書
か
な
か
っ
た
か
、
つ
ま
り
何
を
省

い
た
の
か
、
何
を
避
け
た
の
か
に
あ
る
と
、
私

は
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
の
こ
れ
ま
で
の

創
作
は
、
実
に
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
省

け
な
い
、
避
け
ら
れ
な
い
時
に
至
っ
て
、
ペ
ン

を
握
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
書
か
ざ
る
を
得

な
く
な
る
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
私
の
芸
術
は

私
の
作
品
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
の
作

品
の
外
に
あ
る
と
、
私
は
常
々
冗
談
で
言
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
、
い
や
そ
う

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
絶
え
ず
議
論

の
的
に
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
、
今
ま
で
、
こ
の
半

生
の
中
で
、
自
ら
の
母
語
の
国
と
読
者
に
お
披

露
目
で
き
な
い
本
が
七
、
八
冊
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
読
者
が
読
み
う
る
本
に
し
て

も
、
ど
ん
な
時
も
、
ど
ん
な
作
品
が
出
版
さ
れ

て
も
、
私
の
親
し
い
人
、
友
人
そ
し
て
良
識
豊

か
な
出
版
者
た
ち
を
い
つ
も
、
板
挟
み
に
さ

せ
、
心
中
び
く
び
く
と
さ
せ
て
し
ま
う
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
一
年
、
二
年
、
三
年
、
五

年
、
そ
し
て
十
年
、
二
十
年
、
三
十
年
以
上
に

わ
た
る
我
が
半
生
の
文
学
は
、
常
に
こ
の
よ
う

な
経
過
を
た
ど
り
、
こ
の
よ
う
に
創
作
し
て
き

た
の
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
今
年
五
月
の

あ
る
晩
に
、
私
が
創
作
で
と
て
つ
も
な
い
過
ち

を
犯
し
、
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
、

そ
の
場
に
許
し
を
求
め
て
叩
頭
し
、
頭
か
ら
流

血
し
た
夢
を
母
親
が
見
た
時
に
、
夜
中
に
姉
に

電
話
を
か
け
さ
せ
た
り
も
す
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
こ
の
電
話
で
、
私
は
最
後
に
思
い

至
っ
た
の
が
次
の
五
文
字
の
言
葉
で
す
…
…

　
　

卑
小
な
文
学

　

そ
れ
以
来
、
こ
の
「
卑
小
」
と
い
う
二
文
字
、

「
卑
小
な
文
学
」
と
い
う
言
葉
が
、
私
の
脳
の

深
い
皺
に
刻
ま
れ
て
、
日
々
、
時
々
刻
々
と
文

学
の
こ
と
を
思
い
起
こ
す
た
び
に
、
そ
れ
は
浮

か
び
上
が
っ
て
き
て
、
な
か
な
か
消
え
失
せ
よ

う
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
ま
す
ま
す
鮮
明
に
尖

鋭
に
な
り
、
ま
っ
た
く
煉
瓦
の
壁
面
に
打
た
れ

た
釘
の
よ
う
に
、
煉
瓦
は
も
う
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に

な
っ
て
い
て
も
、
錆
び
た
釘
は
な
お
も
そ
の
壁

面
に
く
っ
き
り
と
突
き
出
て
い
る
の
で
す
。
今

に
至
っ
て
も
、
私
が
こ
こ
で
講
演
を
し
て
い
て

も
、
蜂
が
群
れ
を
な
し
て
巣
か
ら
飛
び
立
つ
よ

う
に
、
朝
に
鳥
た
ち
が
羽
ば
た
く
如
く
、「
卑

小
」「
卑
小
な
文
学
」
は
私
の
頭
脳
の
中
で
ブ

ン
ブ
ン
バ
タ
バ
タ
音
を
立
て
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
最
も
古

く
、
最
も
偉
大
な
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』

と
中
国
で
最
も
偉
大
な
小
説
で
あ
る
『
紅
楼

夢
』
に
つ
い
て
、
そ
の
創
作
と
意
義
に
は
多
く

の
類
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
私
は
思
い
ま

す
。
し
か
し
現
在
、
紫
式
部
が
創
作
に
つ
い
て

ど
う
語
っ
た
か
は
私
た
ち
は
知
り
ま
せ
ん
が
、

『
紅
楼
夢
』
の
作
者
、
曹
雪
芹
は
非
常
に
は
っ

き
り
と
後
世
の
人
に
告
げ
て
い
ま
す
。
彼
が
創

作
を
す
る
の
は
、「
一
技
成
る
無
く
、
半
生
潦

倒
す
」〔
訳
注
＝
一
芸
す
ら
秀
で
る
こ
と
な

く
、
落
ち
ぶ
れ
た
半
生
を
送
る
〕
れ
ば
こ
そ
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「
一
集
を
編
ん
で
、
世
の
目
を
悦
ば
せ
、
人
の

愁
い
を
破
ら
ん
」
が
た
め
で
し
た
。
私
た
ち
は

こ
こ
か
ら
、
彼
ら
に
よ
る
偉
大
な
る
作
品
か
ら

も
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
紫
式
部
に
せ

よ
、
曹
雪
芹
に
せ
よ
、
彼
ら
の
創
作
は
、「
世

の
目
を
悦
ば
せ
、
人
の
愁
い
を
破
ら
ん
」
と
い

う
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
た
目
標
を
持
っ
て
い

た
の
で
す
。
こ
の
創
作
の
理
念
に
お
い
て
、
比

較
を
し
て
み
ま
す
。
私
た
ち
、
今
日
の
同
時
代

中
国
の
文
学
や
作
家
と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
創

作
に
関
し
て
、
紫
式
部
と
曹
雪
芹
は
、
人
生
に

対
す
る
劣
等
感
を
些
か
も
抱
い
て
は
い
な
い
だ

け
で
な
く
、
文
学
に
対
し
て
も
些
か
も
卑
小
さ

を
感
じ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り

と
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
も
、
自

信
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
て
、
文
学
の
尊
厳
や
ら

文
学
の
崇
高
さ
を
信
じ
て
さ
え
も
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
今
日
の
中
国
文
学
で
は
、
私

た
ち
の
い
ず
れ
の
作
家
の
天
賦
の
才
知
も
、
紫

式
部
や
曹
雪
芹
と
同
列
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
文
学
の
理
念
や
尊
厳

に
対
し
て
彼
ら
の
よ
う
に
崇
高
な
ま
で
の
信
頼

を
抱
い
て
い
る
者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
自
ら

の
創
作
を
「
世
の
目
を
悦
ば
せ
、
人
の
愁
い
を

破
ら
ん
」
が
た
め
で
あ
る
と
敢
え
て
言
い
得
る

者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
文
学
が
現
実
に
直
面

し
、
作
家
が
権
力
に
直
面
し
た
時
に
、
文
学
と

作
家
に
卑
小
さ
を
感
じ
な
い
者
が
何
人
い
る
で

し
ょ
う
か
。
作
家
と
文
学
は
、
今
日
の
中
国
に

お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
塵
芥
の
レ
ベ
ル
に
ま
で

貶
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
た
と
え
評
価
が
上
が
っ

て
き
た
か
と
思
え
た
と
し
て
も
、
社
会
が
発
展

し
、
他
者
が
前
へ
進
も
う
と
す
る
際
の
足
手
纏

い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

今
日
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
あ
る
種
の
文
学
に

つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
文
学
の
可
能
性
に
つ
い

て
議
論
し
て
も
、
場
所
を
変
え
て
中
国
に
も
ど

す
と
、
蛾
が
好
む
光
を
蟻
が
崇
拝
し
て
い
る
の

だ
と
か
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
動
物

牧
場
』
の
中
の
動
物
た
ち
が
抱
い
た
未
来
へ
の

憂
慮
や
憧
憬
だ
と
、
多
く
の
人
が
思
う
で
し
ょ

う
。
し
か
も
、
今
日
の
中
国
文
学
の
理
想
や

夢
、
崇
高
さ
と
か
、
愛
、
自
由
、
価
値
、
情

感
、
人
間
性
や
精
神
の
追
求
な
ど
と
い
っ
た
人

間
に
対
す
る
認
識
は
、
現
実
に
お
い
て
は
、
あ

ら
ゆ
る
金
銭
、
利
益
、
国
家
、
主
義
、
権
力
と

渾
然
一
体
と
な
り
、
分
離
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
ま
す
し
、
ま
た
分
離
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
種

の
作
家
と
文
学
が
今
日
の
中
国
の
現
実
に
お
い

て
存
在
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
時
宜
に
合
わ

な
い
か
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
雑
草
と
都
市
の

中
央
公
園
の
如
く
、
イ
バ
ラ
の
木
と
都
市
の
中

央
森
林
の
如
く
、
卑
小
さ
は
荒
野
と
遠
郊
に
ま

で
至
り
、
人
び
と
も
そ
れ
が
現
実
の
あ
る
い
は

大
地
に
居
場
所
を
得
た
か
の
よ
う
に
さ
え
思
う

で
し
ょ
う
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
中
国
の
文
学

は
、
真
に
世
界
文
学
を
構
成
し
う
る
の
か
、
わ

ず
か
に
ア
ジ
ア
文
学
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
の
か

は
さ
て
お
き
、
文
学
に
関
わ
る
少
な
か
ら
ざ
る

作
家
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
よ
う
な
場
所
に

お
い
て
力
な
く
卑
し
げ
に
創
作
を
し
、
ち
ょ
う

ど
今
流
行
の
「
世
の
中
に
無
関
心
な
人
」
の
よ

う
に
、
賑
や
か
な
集
会
を
や
っ
て
い
る
脇
の
道

を
歩
い
て
い
ま
す
。
国
家
に
お
い
て
は
、
そ
れ

は
広
大
な
花
園
に
生
え
る
数
株
の
雑
草
に
過
ぎ

ず
、
芸
術
に
お
い
て
も
、
作
家
個
人
の
一
種
の

生
存
と
呼
吸
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
確
か
に
言
え
る

こ
と
は
、
中
国
の
現
実
が
私
た
ち
の
言
う
よ
う

な
文
学
を
今
で
も
な
お
必
要
と
し
て
い
る
の
か
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ど
う
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、

文
学
的
な
創
造
が
現
実
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の

意
義
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
一
人
の
人
間
が
生
き
て

い
る
の
と
同
じ
で
す
。
あ
る
種
の
力
強
く
必
然

的
な
死
と
い
う
も
の
に
常
に
向
き
合
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
存
在
、
無
意

義
、
出
版
に
お
け
る
失
敗
や
創
作
で
の
失
望
、

加
え
て
厖
大
な
市
場
と
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
操
作

と
権
限
、
規
則
に
よ
る
制
限
が
、
こ
の
よ
う

に
、
一
人
の
作
家
が
現
実
に
創
作
を
す
る
際
に

覚
え
る
強
烈
な
卑
小
さ
を
構
成
す
る
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
卑
小
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
創
作
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
卑
小
で
あ

る
か
ら
こ
そ
創
作
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、

卑
小
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
創
作
す
る
し
か

な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
作
家
は
卑
小
で
あ
る

か
ら
創
作
す
る
、
創
作
す
る
か
ら
卑
小
で
あ
る

の
だ
と
か
、
創
作
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
卑
小
に
な

り
、
卑
小
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
創
作
す
る
の
だ

と
か
い
う
よ
う
な
、
人
び
と
に
見
落
と
さ
れ
、

軽
視
さ
れ
る
循
環
矛
盾
を
ま
た
作
り
上
げ
て
し

ま
う
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
る
で
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
が
ス
ペ
イ
ン
の
大
地
に
立
つ
風
車
に
向
き
合

う
の
と
同
じ
く
、
風
車
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の

た
め
に
登
場
し
た
の
か
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は

風
車
の
た
め
に
現
れ
た
の
か
、
と
い
う
の
と
似

て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
意
義
と
は
何
な
の
で

し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
風
車
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
が
共
存
共
生
す
る
意
義
と
は
ど
の
あ
た
り
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
さ
か
、
真
に
無
意
味
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が

そ
の
意
義
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

十
年
余
り
前
、
私
が
長
篇
小
説
『
丁
庄
夢
』

や
『
風
雅
頌
』
を
書
い
た
頃
は
、
自
覚
し
て
自

主
的
に
厳
格
な
検
閲
を
何
度
も
な
ん
ど
も
通
過

さ
せ
て
き
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
し
か
し

今
日
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
の
作
品
の

創
作
と
出
版
に
は
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
芸
術
的

な
生
命
の
含
意
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
韓
国
と

い
っ
た
、
北
朝
鮮
を
除
く
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど

の
国
と
地
域
に
お
い
て
、
お
よ
そ
私
が
足
を
運

ん
だ
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
地
の
読
者
や
学
者
、

専
門
家
や
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
は
、
い
つ
も
中
国

の
言
論
の
自
由
と
出
版
物
の
検
閲
に
つ
い
て
異

常
な
ほ
ど
の
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
せ

い
で
中
国
の
作
家
は
世
界
文
学
の
孤
児
に
さ
れ

て
し
ま
い
、
人
か
ら
憐
れ
に
思
わ
れ
、
同
情
さ

れ
、
残
念
に
思
わ
れ
て
も
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
私
は
中
国
文
学
に
関
心
を
持
っ
て
く
れ
る

す
べ
て
の
仲
間
に
対
し
て
、
肉
親
に
抱
く
よ
う

な
感
激
の
心
を
持
っ
て
、
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
感

謝
の
情
を
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ

れ
と
同
時
に
私
は
い
つ
も
彼
ら
に
対
し
て
強
い

調
子
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
も
い
ま
す
。
中

国
の
作
家
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
検
閲
さ
れ
る
こ

と
は
確
か
に
あ
る
種
の
束
縛
で
あ
り
、
鉄
の
檻

で
あ
り
、
不
自
由
で
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
は
良

識
を
備
え
た
い
ず
れ
の
作
家
と
知
識
人
に
と
っ

て
も
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
奮
闘
す
べ

き
、
生
命
を
も
惜
し
ま
な
い
ほ
ど
の
目
標
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
そ
う
だ
か
ら
と

言
っ
て
も
う
一
つ
の
問
題
を
疎
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
ロ
シ
ア
（
旧

ソ
連
）
の
作
家
た
ち
が
、
死
へ
の
銃
口
の
下
、

白
色
テ
ロ
の
さ
な
か
、
宿
命
的
に
シ
ベ
リ
ア
の

収
容
所
へ
送
ら
れ
る
途
上
に
お
い
て
も
、『
収

容
所
群
島
』『
ド
ク
ト
ル
・
ジ
バ
ゴ
』『
巨
匠
と

マ
ル
ガ
リ
ー
タ
』
や
『
人
生
と
運
命
』
な
ど
の
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よ
う
な
真
実
と
真
相
を
描
く
芸
術
的
な
傑
作
を

描
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
か
た
や

中
国
人
は
、
旧
ソ
連
や
ロ
シ
ア
と
ほ
ぼ
同
じ
よ

う
な
苦
難
を
舐
め
尽
く
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
作
品
を
持
た
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

　

と
り
わ
け
社
会
が
今
日
の
よ
う
に
発
展
し
て

き
た
中
で
、
中
国
文
学
は
依
然
と
し
て
厳
格
な

検
閲
の
下
に
あ
る
と
は
言
う
も
の
の
、
今
日
の

中
国
の
作
家
に
よ
る
創
作
と
社
会
的
な
環
境

は
、
数
十
年
前
の
「
文
革
」
や
「
反
右
派
闘

争
」
の
時
代
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
ま
す

し
、
さ
ら
に
旧
ソ
連
の
よ
う
な
白
色
テ
ロ
や
シ

ベ
リ
ア
の
収
容
所
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
私

た
ち
は
、
今
も
な
お
、
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ー
ツ
ィ
ン

を
産
み
出
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
パ
ス
テ
ル
ナ
ー

ク
も
産
み
出
し
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ブ
ル

ガ
ー
コ
フ
も
ル
イ
バ
コ
フ
も
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
グ

ロ
ス
マ
ン
も
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
こ

れ
ら
の
作
家
が
政
治
に
大
い
に
絡
め
取
ら
れ
た

こ
と
が
、
芸
術
的
な
創
造
に
と
っ
て
は
一
種
の

新
た
な
束
縛
で
あ
っ
た
の
だ
と
み
な
さ
ん
が
思

う
の
な
ら
、
一
三
億
の
人
口
と
数
千
年
に
お
よ

ぶ
文
化
的
蓄
積
を
持
つ
同
時
代
の
中
国
が
、
ど

う
し
て
ト
ル
ス
ト
イ
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や

チ
ェ
ー
ホ
フ
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
カ
フ
カ
や
ジ
ョ
イ

ス
、
プ
ル
ー
ス
ト
や
ベ
ケ
ッ
ト
、
カ
ミ
ュ
や
ナ

ボ
コ
フ
、
マ
ル
ケ
ス
や
ボ
ル
ヘ
ス
、
そ
し
て
森

鷗
外
や
夏
目
漱
石
、
芥
川
龍
之
介
に
川
端
康

成
、
三
島
由
紀
夫
な
ど
の
近
代
日
本
の
偉
大
な

る
作
家
た
ち
を
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
私
た
ち
に
は
今
日
、

往
年
の
魯
迅
や
蕭
紅
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
て
、

ま
た
往
年
の
沈
従
文
や
張
愛
玲
も
ほ
と
ん
ど
い

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

当
然
、
各
時
代
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い

て
、
必
然
的
に
そ
の
時
代
な
り
の
作
家
や
作
品

が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
今
日
の
中
国
が
置
か

れ
た
時
代
と
現
実
、
歴
史
と
現
下
の
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
全
世
界
の
衆
目
の
認
め
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
唯
一
無
二
で
あ
り
ま
す
。
豊
富
な
上

に
変
異
し
て
い
て
、
奇
怪
で
あ
り
な
が
ら
鬱
勃

と
し
て
い
ま
す
。
人
の
心
の
複
雑
な
こ
と
、
世

事
の
荒
唐
無
稽
な
こ
と
、
千
変
万
化
で
し
か
も

安
定
堅
固
で
あ
り
、
制
度
か
ら
権
力
に
至
る
ま

で
、
現
実
か
ら
歴
史
に
至
る
ま
で
、
社
会
か
ら

人
心
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
こ
の
世

界
が
二
〇
世
紀
に
お
い
て
二
一
世
紀
の
た
め
に

遺
し
た
人
類
に
よ
る
巨
大
な
奇
観
で
あ
る
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
国
が
奇
異
に
し
て
、
人
も

ま
た
奇
異
な
る
の
で
す
。
ひ
と
言
で
い
え
ば
、

決
し
て
政
治
的
、
道
徳
的
な
基
準
で
も
っ
て
今

日
の
中
国
や
中
国
人
を
判
断
す
る
の
で
は
な

く
、
純
粋
に
文
学
的
な
立
場
に
立
っ
て
今
日
の

中
国
を
観
察
し
、
思
考
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
き
っ
と
次
の
よ
う
な

二
つ
の
結
論
を
得
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

　

一
、
今
日
の
中
国
は
、
世
界
で
も
極
め
て
唯

一
無
二
の
国
家
で
あ
り
、
今
日
の
中
国
式

の
時
代
は
、
極
め
て
唯
一
無
二
の
時
代
で

あ
り
ま
す
。

　

二
、
今
日
の
中
国
人
は
、
世
界
で
も
極
め
て

唯
一
無
二
の
「
中
国
的
人
類
」
で
あ
り
ま

す
。

　

そ
う
す
る
と
、
一
つ
の
概
念
下
に
お
け
る
二

つ
の
実
在
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

の
概
念
と
は
す
な
わ
ち
「
異
中
国
」〔
他
と
異

な
る
存
在
と
し
て
の
中
国
〕
で
あ
り
、
そ
の
二

つ
の
実
在
と
は
す
な
わ
ち
「
異
時
代
」〔
他
と

異
な
っ
て
い
る
時
代
〕
と
「
異
中
国
人
」〔
他

と
異
な
っ
て
い
る
中
国
人
〕
で
あ
り
ま
す
。
換
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言
す
る
な
ら
ば
、「
異
時
代
」
に
お
け
る
「
中

国
」
と
異
時
代
に
お
け
る
「
中
国
式
人
類
」
で

す
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
文
学
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
正
直
に
申
し

上
げ
ま
す
と
、
中
国
の
作
家
は
世
界
に
お
い
て

極
め
て
唯
一
無
二
の
「
異
中
国
」
的
な
中
国
小

説
を
書
け
て
は
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、
こ
の

国
家
と
こ
の
国
家
の
歴
史
、
現
実
お
よ
び
「
中

国
式
人
類
」
に
見
合
う
よ
う
な
文
学
を
持
っ
て

は
い
ま
せ
ん
。

　

今
日
、
こ
の
「
異
中
国
」
と
そ
れ
に
隷
属
す

る
一
三
億
の
人
口
の
中
で
、
毎
日
発
生
す
る
物

語
は
、
百
部
の
偉
大
な
る
名
著
、
大
著
に
よ
っ

て
も
収
録
、
想
像
し
が
た
い
で
し
ょ
う
。
し
か

し
私
た
ち
は
、
日
々
、
年
々
、
数
十
年
に
わ

た
っ
て
、
こ
の
「
異
中
国
」
に
見
合
う
よ
う
な

『
戦
争
と
平
和
』『
罪
と
罰
』『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』『
城
』『
百
年
の
孤

独
』『
細
雪
』『
古
都
』『
阿
Ｑ
正
伝
』『
辺
城
』

『
呼
蘭
河
伝
』
の
よ
う
な
小
説
を
一
部
、
あ
る

い
は
数
部
も
書
け
て
い
ま
せ
ん
。
私
が
言
い
た

い
の
は
、
今
日
の
中
国
で
は
、
他
の
人
類
と
は

異
な
る
も
の
の
人
類
に
属
し
て
い
て
、
し
か
し

他
の
民
族
、
言
語
、
国
に
は
属
さ
な
い
実
に
無

数
の
物
語
が
存
在
し
、
世
界
文
学
に
属
し
て
い

な
が
ら
そ
の
他
の
言
語
、
文
化
、
民
族
、
国
に

属
し
て
い
な
い
実
に
無
数
の
文
学
に
関
係
す
る

人
び
と
が
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
人
類
お
よ
び

世
界
文
学
に
属
し
て
い
て
極
め
て
特
徴
的
な
異

中
国
の
「
中
国
の
物
語
」
と
「
中
国
人
」
を
書

き
得
て
い
ま
せ
ん
。

　

異
中
国
（
今
日
の
中
国
）
は
、
文
学
的
な
意

味
か
ら
言
っ
て
、
も
う
魯
迅
が
い
た
頃
の
民
国

や
阿
Ｑ
の
時
代
に
は
属
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
四

九
年
以
降
の
毛
沢
東
時
代
や
改
革
開
放
期
の
鄧

小
平
時
代
に
は
確
か
に
属
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ

の
変
化
と
複
雑
さ
と
荒
唐
無
稽
さ
は
、
作
家
に

と
っ
て
は
、
珍
し
く
厖
大
で
豊
富
で
深
刻
な

「
中
国
の
物
語
」
と
お
び
た
だ
し
い
数
の
「
中

国
式
人
類
」
の
文
学
的
な
人
物
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
文
学
が
こ
の
唯
一
無

二
の
異
中
国
の
異
時
代
に
遭
遇
し
て
い
て
も
、

（
少
な
く
と
も
目
下
の
と
こ
ろ
）
最
も
中
国
的

で
異
中
国
的
な
偉
大
な
る
物
語
を
ま
だ
真
に
語

り
得
て
い
な
い
し
、
最
も
中
国
的
で
異
中
国
的

な
「
中
国
人
」
を
ま
だ
描
き
得
て
は
い
な
い
と

私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ど
う
し
て
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
の
よ

う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

私
は
以
下
の
数
点
に
他
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

一
、
世
界
文
学
全
体
が
、
す
で
に
人
類
の
文

化
的
創
造
に
お
い
て
衰
退
し
始
め
て
い

て
、
中
国
文
学
も
必
然
的
に
こ
の
衰
退
の

一
部
分
を
な
し
て
い
る
の
で
す
。

　

二
、
中
国
は
ま
さ
に
歪
曲
し
、
変
形
し
、
不

規
則
な
「
新
常
態
」
の
畸
形
期
に
あ
っ
て
、

金
銭
、
市
場
、
権
力
と
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア

に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
代
が
、
私
た

ち
が
言
う
異
中
国
の
偉
大
な
る
「
中
国
式

文
学
」
と
文
学
に
お
け
る
「
中
国
式
人

類
」
の
創
造
と
誕
生
に
対
し
て
、
未
曾
有

の
誘
惑
と
圧
迫
を
形
成
し
て
い
る
の
で

す
。

　

三
、
中
国
文
学
全
体
に
自
由
で
緩
や
か
な
想

像
と
創
造
の
た
め
の
環
境
が
不
足
し
て
い

る
こ
と
も
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
が
今
日
の
中
国
文
学
を
構
成

し
て
い
る
の
で
す
。
い
え
、
中
国
文
学
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
れ
ら
は
日
本
文
学
、
ア
ジ
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ア
文
学
ひ
い
て
は
世
界
文
学
全
体
が
向
上
し
、

発
展
し
、
創
造
し
て
ゆ
く
際
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク

と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
が
こ

こ
で
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な

時
代
に
あ
っ
て
、
中
国
の
作
家
に
は
確
か
に
創

作
す
る
際
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
や
ボ
ト
ル

ネ
ッ
ク
、
不
可
能
な
こ
と
が
存
在
し
て
い
る
の

で
す
が
、
し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
の
百
年
来
で

文
学
に
と
っ
て
は
創
作
の
た
め
の
資
源
が
（
創

作
の
た
め
の
資
源
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）、
最
も
優
れ
て
、
最
も
豊
か
な

時
代
に
巡
り
合
わ
せ
て
い
て
、
半
世
紀
以
上
に

わ
た
っ
て
創
作
環
境
が
相
対
的
に
良
好
で
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
緩
衝
期
に
巡
り
合
わ
せ
て
い

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
認
め
る
べ
き
で
も
あ

る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
創
作
環
境
が
相
対

的
に
緩
衝
的
で
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
て
、
ま
た

創
作
の
た
め
の
資
源
が
絶
対
的
に
豊
富
な
異
中

国
の
時
代
に
あ
る
の
に
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て

世
界
で
最
も
優
れ
て
、
も
っ
と
豊
か
で
そ
し
て

最
も
中
国
的
で
異
中
国
的
な
作
品
を
書
き
得
て

い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
⁉　
「
今
日
の
中
国
」

と
今
日
の
「
中
国
式
人
類
」は
、す
で
に
世
界
で

唯
一
無
二
の
国
家
、
民
族
で
「
中
国
人
」で
あ
る

以
上
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
文
学
の
面
で
、
今

日
（
現
下
に
お
い
て
極
め
て
独
特
な
「
中
国
の

物
語
」
と
「
中
国
の
人
物
」）
を
真
に
語
る
こ

と
が
、
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
ど
う
し
て
極
め
て
独
特
な
「
中
国
文

学
」
を
産
み
出
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
原
因
を
追
究
し
て
み
ま
す
と
、
そ
れ

は
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
述
べ
て
き
た
よ
う
な

国
情
、
伝
統
、
文
化
、
権
力
、
検
閲
が
作
家
に

も
た
ら
し
た
制
約
以
外
に
、
作
家
が
検
閲
に
対

し
て
自
覚
的
に
な
り
、
適
応
す
る
よ
う
に
な

り
、
検
閲
を
自
ら
進
ん
で
受
け
入
れ
る
結
果
、

無
意
識
に
自
己
規
制
を
し
た
り
、
も
と
も
と
そ

れ
が
あ
た
り
ま
え
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
や
、
そ
れ
が
長
期
間
に

わ
た
っ
て
続
く
こ
と
で
、
作
家
が
そ
の
体
制
に

適
応
し
て
検
閲
に
慣
れ
て
し
ま
い
、
人
間
や
現

実
、
歴
史
や
時
代
に
対
す
る
洞
察
力
や
個
人
的

な
理
解
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
が
そ
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
、
私
は
言
い
た
い
の

で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
中
国
文

学
が
直
面
し
た
現
実
の
卑
小
さ
と
、
卑
小
さ
の

甘
受
と
本
能
的
な
無
意
識
で
あ
る
で
し
ょ
う

し
、
作
家
が
ま
さ
に
文
学
が
卑
小
な
も
の
に

な
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
卑
小
さ
か
ら
真

に
覚
醒
す
る
者
が
未
だ
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
一

匹
の
蟻
（
作
家
）
が
自
動
車
（
現
実
）
に
轢
か

れ
て
も
相
変
わ
ら
ず
活
き
て
い
る
時
に
、
死
な

ず
に
活
き
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
自
ら
の
未
来

を
信
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す

し
、
一
羽
の
鳥
が
あ
る
地
の
空
か
ら
別
の
地
の

空
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
時
に
、
そ
れ
が
で
き
た

か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
海
の
果
て
や
北
極
も
含

め
て
、
あ
ら
ゆ
る
土
地
の
空
が
自
分
の
い
る
空

に
属
し
て
い
る
の
だ
と
信
じ
て
し
ま
う
よ
う
で

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
大
地
を
前
に
し
て
、

蟻
は
卑
小
さ
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
自
ら
を
卑

小
に
思
う
こ
と
が
な
く
、
宇
宙
を
前
に
し
て
、

鳥
は
自
ら
の
微
小
さ
を
知
ら
な
い
が
ゆ
え
に
自

ら
を
卑
小
に
思
う
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
そ
し

て
文
学
は
と
い
う
と
、
中
国
の
文
学
は
今
日
の

よ
う
な
奇
怪
さ
、
混
乱
、
豊
か
さ
、
唯
一
無
二

で
あ
る
こ
と
を
前
に
し
て
、
時
に
人
び
と
の
笑

い
の
種
に
な
り
、
ま
た
時
に
人
び
と
に
尊
敬
さ

れ
る
異
中
国
の
中
国
式
の
時
代
や
現
実
と
歴
史

に
お
け
る
中
国
式
人
類
と
な
り
、
中
国
文
学
は

理
解
の
可
能
性
と
能
力
を
ほ
ぼ
喪
失
し
て
し
ま
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い
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
渾
然
と
し
た

ま
ま
得
意
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
異
中
国
や
異
時
代
に
向
き
合
う
文
学
の

卑
小
感
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
作
家
と
文
学
は
現
実
に
お
け
る
あ
の

卑
小
感
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

中
国
文
学
は
世
界
で
唯
一
無
二
の
「
中
国
の

物
語
」
を
書
き
得
て
い
な
い
こ
と
を
自
ら
卑
下

す
る
こ
と
も
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
し
、
唯
一
無

二
の
異
人
類
の
「
中
国
式
時
代
」
に
身
を
置
き

な
が
ら
、
今
日
の
専
ら
異
人
類
に
属
す
る
「
中

国
人
」
を
（
往
年
の
魯
迅
が
つ
い
に
ひ
と
り
の

中
国
人
「
阿
Ｑ
」
を
書
き
得
た
よ
う
に
は
）
未

だ
書
き
得
て
い
な
い
こ
と
を
自
ら
卑
下
す
る
こ

と
も
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
文
学
が
ま
さ
に
異

中
国
の
卑
小
な
時
代
に
あ
る
の
に
、
私
の
よ
う

な
大
多
数
の
作
家
は
未
だ
そ
こ
か
ら
覚
醒
で
き

ず
に
い
て
、
創
作
に
対
し
て
、
そ
れ
が
良
い
こ

と
な
の
か
悪
い
こ
と
な
の
か
わ
か
ら
ず
に
い
ま

す
。
覚
醒
し
て
い
な
く
て
も
も
し
か
し
た
ら
う

ま
い
具
合
に
作
家
は
偉
大
な
中
国
の
物
語
を
語

り
う
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
カ
フ
カ
が
、
自
ら
の
偉
大

さ
を
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
偉
大
な

作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
と
同
様
で
す
。

し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や

カ
フ
カ
の
よ
う
な
天
才
は
、
ご
く
ご
く
少
数

で
、
滅
多
に
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
で
、
偉
大
な
作
家
の
偉
大
な
作
品
は
、
明
確

な
努
力
の
中
か
ら
こ
そ
産
み
出
さ
れ
る
こ
と
が

よ
り
多
い
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
私
自
身
の
文
学
に
立

ち
返
っ
て
、
私
個
人
の
創
作
に
立
ち
返
っ
て
み

ま
す
と
、
取
り
上
げ
る
価
値
す
ら
な
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
『
四
書
』『
炸
裂
志
』
や
、
去
年

完
成
し
、
中
国
で
出
版
で
き
る
か
ど
う
か
は
ま

だ
わ
か
ら
な
い
『
日
熄
』
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
十
年
に
な
ろ
う
と
す
る
創
作
の
過
程

に
お
い
て
、
一
人
の
作
家
が
異
中
国
の
歴
史
と

現
実
、
そ
し
て
極
め
て
独
特
な
世
界
に
お
け
る

「
中
国
式
人
類
」
に
直
面
し
た
際
に
、
洞
察
や

理
解
が
で
き
な
い
と
い
う
無
力
感
を
し
み
じ
み

と
感
得
す
る
に
至
り
ま
し
た
し
、
創
作
す
る
こ

と
と
出
版
す
る
こ
と
、
読
む
こ
と
と
批
評
す
る

こ
と
と
い
う
一
連
の
行
為
が
、
実
は
あ
る
作
家

が
異
中
国
の
最
も
中
国
的
な
「
中
国
式
物
語
」

と
「
中
国
式
人
類
」
に
直
面
し
た
際
に
感
じ

る
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
卑
小
さ
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
風
車

の
い
つ
ま
で
も
止
む
こ
と
の
な
い
対
峙
と
妥

協
、
そ
し
て
さ
ら
な
る
対
峙
と
妥
協
と
い
う
解

消
す
る
術
の
な
い
関
係
を
構
成
し
て
い
る
こ
と

を
感
得
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
は
、
作
家
の
洞
察
や
理
解
が
異
中

国
の
「
中
国
の
物
語
」
や
文
学
の
中
の
「
中
国

人
」
に
打
ち
勝
つ
の
で
は
な
く
、
風
車
が
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
打
ち
勝
つ
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
作
家
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
自
ら
の
生
命

に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
作
家

自
身
は
、
自
ら
の
作
品
が
「
中
国
の
物
語
」
や

「
中
国
人
」
に
直
面
し
た
と
き
の
芸
術
的
価
値

や
芸
術
的
生
命
を
懐
疑
す
る
の
で
す
。
ス
ペ
イ

ン
の
大
地
に
、
風
は
止
む
こ
と
な
く
吹
く
も
の

で
あ
り
、
風
車
は
止
ま
る
こ
と
な
く
回
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
、

も
し
生
き
な
が
ら
え
た
と
し
て
も
、
自
ら
の
生

命
と
気
力
を
最
終
的
に
消
耗
し
尽
く
し
て
、
そ

の
槍
を
風
車
と
大
地
に
引
き
渡
す
こ
と
な
し
で

は
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

　

生
命
は
時
間
の
前
で
は
、
秋
風
や
寒
冬
の
落
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葉
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
た
、
芸
術
は
時
間

と
大
地
の
前
で
は
、
一
人
の
人
間
が
墳
墓
に
向

き
合
う
よ
う
に
美
し
い
も
の
で
す
。
そ
う
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
も
、
世
界
の
各
地
で

も
、
み
な
さ
ん
が
最
も
馴
染
み
の
あ
る
疑
問
の

前
で
は
、
私
は
い
つ
も
微
笑
み
を
た
た
え
て
、

誠
実
に
篤
実
に
申
し
上
げ
る
の
で
す
。
今
は
、

中
国
は
ず
い
ぶ
ん
良
く
な
り
ま
し
た
。
本
当
に

良
く
な
り
ま
し
た
。
も
し
三
十
年
以
上
前
な

ら
、
文
学
の
た
め
に
、
芸
術
の
た
め
に
、「
書

く
べ
き
で
な
い
」
こ
と
を
書
い
て
し
ま
え
ば
、

牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
殺
さ
れ
た
り
、
一
家

離
散
し
た
り
、
一
族
破
滅
し
た
り
し
た
の
で

す
。
そ
れ
が
今
日
な
ら
、
私
は
元
気
に
こ
こ
に

立
っ
て
い
る
で
は
な
い
で
す
か
。
講
演
し
た

り
、
観
光
旅
行
し
た
り
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に

談
笑
し
、
食
事
を
し
て
文
学
芸
術
を
議
論
し
て

い
る
で
は
な
い
で
す
か
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同

時
に
、
私
の
よ
う
に
一
部
の
中
国
文
学
や
作
家

が
、
異
中
国
を
描
く
困
難
に
直
面
し
た
と
き

に
、
妥
協
し
て
芸
術
を
現
実
や
国
家
、
権
力
や

検
閲
に
譲
歩
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら

に
重
要
な
こ
と
は
、
私
た
ち
自
身
が
異
中
国
、

異
時
代
の
中
で
、
こ
の
異
中
国
、
異
時
代
や
中

国
式
人
類
と
い
っ
た
巨
大
な
存
在
を
な
お
ざ
り

に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
つ

も
私
は
よ
り
は
っ
き
り
と
申
し
上
げ
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
私
た
ち
が
偉
大
な

作
品
を
書
き
得
な
い
の
は
、
第
一
に
問
題
は
自

分
た
ち
自
身
に
あ
る
の
で
す
。
文
学
が
こ
の
巨

大
な
異
中
国
、
異
時
代
の
目
を
見
張
る
よ
う
な

卑
小
さ
に
向
き
合
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
作
家

が
こ
の
異
中
国
の
卑
小
さ
か
ら
真
に
覚
醒
し
て

い
な
い
こ
と
を
、
自
ら
認
識
し
て
い
な
い
こ
と

に
あ
る
の
で
す
。

　

で
は
、
あ
な
た
は
卑
小
さ
か
ら
覚
醒
し
た
の

で
は
な
い
の
で
す
か
。

　

あ
な
た
は
文
学
が
現
実
の
眼
を
見
張
る
よ
う

な
卑
小
さ
に
向
き
合
う
存
在
で
あ
る
と
認
識
す

る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
か
。

　

そ
う
で
す
。
文
学
が
持
つ
こ
の
異
時
代
に
お

け
る
眼
を
見
張
る
よ
う
な
卑
小
さ
を
確
か
に
認

識
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
認
識

は
、
最
近
や
っ
と
本
当
に
は
っ
き
り
と
し
始
め

た
も
の
で
す
。
正
確
に
言
う
の
な
ら
、
新
作

『
日
熄
』
を
書
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
し

た
。
も
っ
と
正
確
に
言
う
の
な
ら
、
五
月
に
姉

か
ら
の
あ
の
電
話
を
受
け
た
こ
と
で
よ
り
明
瞭

に
、
明
確
に
な
り
ま
し
た
。
今
、
こ
の
講
演
の

お
か
げ
で
、
私
の
頭
の
中
で
、
異
中
国
に
お
け

る
「
文
学
の
卑
小
さ
」
と
い
う
判
断
が
よ
り
明

瞭
に
な
り
、
筋
道
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
言
い
換

え
ま
す
と
、
私
は
半
年
こ
の
か
た
、
作
家
が
持

つ
こ
の
異
中
国
に
お
け
る
卑
小
さ
を
よ
う
や
く

認
識
し
始
め
、
同
時
に
こ
の
卑
小
さ
に
な
る
ほ

ど
と
同
意
し
、
作
家
と
い
う
身
分
で
自
覚
的
に

自
ら
望
ん
で
こ
の
卑
小
さ
を
納
得
し
て
受
け
入

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。『
四
書
』
と
『
炸

裂
志
』
の
執
筆
と
出
版
を
振
り
返
っ
て
、
出
版

の
可
否
に
は
、
恨
み
ご
と
を
言
い
ま
せ
ん
し
、

非
難
は
し
ま
せ
ん
し
、
思
い
の
丈
を
ぶ
ち
ま
け

る
よ
う
な
こ
と
な
ど
も
い
た
し
ま
せ
ん
。
私
の

先
達
、
先
達
で
あ
る
中
国
の
作
家
た
ち
と
引
き

比
べ
ま
す
と
、
今
、
私
は
創
作
で
き
る
こ
と
に

満
足
し
て
い
ま
す
し
、
自
分
が
書
き
た
い
作
品

を
書
け
る
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

卑
小
さ
に
つ
い
て
の
認
識
や
卑
小
さ
に
つ
い
て

の
承
認
を
執
筆
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
私
が

は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
さ
ら

に
重
要
な
こ
と
は
、
私
と
私
の
文
学
が
、
異
中
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国
に
あ
る
が
ゆ
え
に
も
た
ら
さ
れ
る
卑
小
さ
と

い
う
も
の
を
、
自
発
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し

始
め
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
！　

自
覚
的
に
受

け
入
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
卑
小
さ
に
対
し
て

些
か
な
り
と
も
論
理
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
で

き
、
些
か
な
り
と
も
救
済
が
得
ら
れ
る
こ
と
を

希
望
し
ま
す
。
ま
た
、
救
済
さ
れ
る
卑
小
さ
を

通
じ
て
、
自
ら
の
創
作
が
救
済
さ
れ
、
自
ら
の

創
作
を
支
え
て
く
れ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
卑
小
さ
は
た
だ
、
異
中
国

に
お
け
る
存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
種

の
よ
り
異
な
っ
た
芸
術
で
あ
り
力
で
も
あ
り
ま

す
し
、
あ
る
種
の
永
久
不
滅
な
作
家
と
文
学
そ

の
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
今
日
の
中
国
（
異
中

国
と
異
時
代
）
に
お
い
て
、
作
家
は
卑
小
で
あ

る
が
ゆ
え
に
創
作
し
、
卑
小
さ
の
た
め
に
創
作

す
る
べ
き
だ
と
、
私
は
意
識
し
始
め
ま
し
た
。

書
け
ば
書
く
ほ
ど
卑
小
に
、
卑
小
に
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
創
作
す
る
。
事
情
は
こ
う
な
の
で
す
、

文
学
は
卑
小
で
あ
る
が
ゆ
え
に
存
在
し
、
卑
小

さ
は
文
学
芸
術
の
た
め
に
余
地
を
与
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
私
は
と
い
う
と
、
異
中
国
の
卑
小

で
自
覚
的
な
受
容
者
に
つ
い
に
な
り
始
め
た
の

で
す
！　

卑
小
さ
は
、
こ
れ
か
ら
は
私
の
文
学

の
す
べ
て
と
な
る
で
し
ょ
う
し
、
私
の
生
活
の

す
べ
て
で
も
あ
り
ま
す
。
私
と
私
の
す
べ
て
の

文
学
に
つ
い
て
言
え
ば
、
す
べ
て
は
卑
小
さ
を

拠
り
所
と
し
て
生
ま
れ
、
卑
小
さ
を
拠
り
所
と

し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
卑
小

さ
な
く
し
て
は
、
私
と
私
た
ち
の
今
後
の
文
学

は
な
い
で
し
ょ
う
。
卑
小
さ
な
く
し
て
は
、
過

去
、
現
在
と
未
来
の
閻
連
科
と
い
う
人
間
は
存

在
し
な
い
で
し
ょ
う
。
卑
小
さ
が
彼
に
存
在
す

る
の
な
ら
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
生
命
で
あ
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
文
学
は
永
遠
不
滅
で
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
彼
の
未
来
の
人
生
に
お
け
る
生

命
で
あ
り
、
文
学
と
芸
術
の
す
べ
て
で
あ
り
ま

す
。

　

こ
こ
で
、
私
は
ア
ラ
ビ
ア
の
『
千
夜
一
夜
物

語
』
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。『
千
夜
一
夜
物

語
』
の
あ
の
有
名
な
「
空
飛
ぶ
木
馬
」
の
物
語

の
な
か
で
、
木
馬
は
も
と
も
と
は
ど
こ
に
で
も

あ
る
よ
う
な
木
で
で
き
た
馬
な
の
で
す
が
、
人

が
作
っ
た
そ
の
木
馬
の
耳
の
後
ろ
に
は
、
ち
い

さ
な
木
釘
が
あ
っ
て
、
そ
の
木
釘
を
そ
っ
と
押

し
さ
え
す
れ
ば
、
木
馬
は
天
空
へ
と
飛
び
立

ち
、
遠
く
で
も
、
ど
ん
な
場
所
へ
で
も
飛
ん
で

ゆ
く
の
で
す
。
今
、
私
の
文
学
と
卑
小
さ
は
、

そ
の
ち
い
さ
な
木
釘
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
私
の
文
学
は
、
こ
の
木
釘
の
お
か
げ
で
私

を
連
れ
て
天
空
へ
舞
い
上
が
り
、
ど
こ
か
へ
飛

ん
で
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
木
馬
で
は
な
い
か
、

と
。
私
と
私
の
こ
れ
か
ら
の
文
学
に
関
し
て
言

う
と
、
私
が
卑
小
さ
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
私

の
卑
小
さ
が
人
に
す
っ
か
り
奪
い
去
ら
れ
て
し

ま
え
ば
、
そ
の
木
馬
は
も
し
か
し
た
ら
本
当
に

死
ん
で
し
ま
い
、
本
当
に
ど
こ
へ
も
行
く
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う

の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
今
は
卑
小

さ
に
絶
え
ず
感
謝
し
て
い
ま
す
。
卑
小
さ
が
あ

る
こ
と
に
感
謝
し
、
卑
小
さ
の
お
か
げ
で
私
が

創
作
を
続
け
て
ゆ
け
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
創
作
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
き
く

成
長
し
た
作
家
の
内
心
に
あ
る
異
中
国
で
異
時

代
に
お
け
る
あ
の
巨
大
な
卑
小
さ
に
感
謝
し
て

い
ま
す
。
そ
の
卑
小
さ
は
、
こ
こ
に
お
い
て
生

活
も
創
作
も
出
版
も
読
ま
れ
る
こ
と
も
超
越
し

ま
す
。
と
り
わ
け
、
私
た
ち
が
言
う
権
限
、
規

則
に
よ
る
制
限
、
そ
し
て
作
家
の
生
存
を
も
遥

か
に
飛
び
越
え
て
、
異
時
代
に
お
け
る
一
人
の
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人
間
の
生
命
そ
の
も
の
に
、
ま
た
は
一
人
の
作

家
の
創
作
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
は
も
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
も
あ
り
、

き
っ
と
私
と
終
生
と
も
に
あ
る
も
の
で
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
、
そ
の
お
か
げ
で
私
は
そ
の
飛

翔
す
る
木
馬
か
ら
、
木
馬
が
た
ど
り
着
き
う
る

他
所
の
遥
か
遠
い
国
の
宮
殿
を
思
い
起
こ
す
の

で
す
。

　

あ
る
日
、
皇
帝
は
一
人
の
詩
人
（
作
家
）
を

連
れ
て
そ
の
迷
宮
の
よ
う
な
宮
殿
を
訪
れ
ま

す
。
そ
の
複
雑
な
構
造
の
、
雄
大
で
壮
観
な
宮

殿
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
詩
人
は
し
ば
し
沈

思
黙
考
し
て
、
短
詩
を
一
篇
吟
じ
ま
し
た
。
そ

の
極
め
て
短
い
詩
は
、
宮
殿
の
す
べ
て
の
構
造

と
建
物
と
調
度
と
一
切
の
草
花
樹
木
を
歌
い
込

ん
だ
も
の
で
し
た
。
そ
こ
で
、
皇
帝
は
大
声
で

叫
び
ま
す
、「
詩
人
よ
、
お
前
は
余
の
宮
殿
を

奪
い
去
る
の
か
！
」
と
。
そ
し
て
、
死
刑
執
行

人
が
手
に
し
た
刀
を
振
り
下
ろ
し
、
こ
の
詩
人

の
命
は
絶
た
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
の
『
皇

帝
の
寓
言
』
で
は
、
詩
人
や
作
家
の
生
命
は
失

わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
悲
劇

な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、
違
い
ま
す
。
断

じ
て
違
い
ま
す
！　

そ
れ
は
悲
壮
な
賛
歌
で

す
。
詩
人
の
才
華
や
力
量
と
詩
人
が
持
つ
宮
殿

の
如
く
雄
壮
で
美
し
い
天
賦
を
賛
美
し
て
い
ま

す
。
で
は
、
私
た
ち
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
短

詩
は
言
う
に
及
ば
ず
、
長
詩
、
巨
篇
大
作
で

あ
っ
て
も
、
宮
殿
全
体
と
宮
殿
の
あ
ら
ゆ
る
部

分
の
瓦
礫
や
草
花
を
歌
い
込
む
こ
と
な
ど
で
き

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
が
死
ぬ
の
は
、
一
篇
の
詩
が
宮
殿
の

す
べ
て
を
歌
い
込
む
か
ら
で
は
な
く
、
百
篇
の

詩
が
異
時
代
の
宮
殿
の
瓦
一
つ
、
草
一
本
（
つ

ま
り
私
た
ち
が
今
日
お
ぼ
え
る
卑
小
さ
の
こ
と

で
す
）
を
歌
い
込
ま
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
そ

れ
は
、
文
学
の
卑
小
さ
の
結
果
で
あ
り
、
卑
小

さ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
私

た
ち
は
異
時
代
の
卑
小
さ
の
た
め
に
活
き
て
い

る
の
で
あ
り
、
異
時
代
の
卑
小
さ
の
た
め
に
創

作
す
る
の
で
あ
り
、
必
ず
や
異
時
代
の
卑
小
さ

の
せ
い
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

今
、
私
は
こ
こ
に
立
ち
、
こ
の
厳
粛
な
場
所

に
あ
っ
て
、
多
く
の
友
人
、
先
生
、
専
門
家
、

生
業
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
と
、
文
学
に
つ
い

て
討
論
し
、
文
学
の
異
時
代
に
お
け
る
卑
小
さ

に
つ
い
て
討
論
す
る
に
は
、
私
と
私
と
似
通
っ

た
作
家
た
ち
は
、
中
国
の
現
実
の
「
桃
源
郷
」
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の
中
か
ら
歩
み
出
で
て
、
真
に
中
国
の
異
時
代

に
足
を
踏
み
入
れ
る
よ
う
ま
さ
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。
異
中
国
の
伝
統
的
な
「
ユ
ー
ト

ピ
ア
」
か
ら
歩
み
出
で
て
、
も
う
「
菊
を
采
る

東
籬
の
下
、
悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
」
で

あ
っ
た
り
、「
今
夕
何
れ
の
年
か
知
ら
ず
」「
錯

い
て
異
郷
を
故
郷
と
な
す
」
で
あ
っ
た
り
し
て

は
い
け
な
い
の
で
す
。
私
た
ち
は
芸
術
の
力
を

わ
が
力
に
し
、
み
な
さ
ん
の
人
間
、
文
学
、
世

界
に
対
す
る
人
類
共
通
の
愛
を
唯
一
の
創
作
の

源
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
卑
小

さ
が
絶
え
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
が
異
中
国
、

異
時
代
に
あ
っ
て
も
宮
殿
の
中
で
独
り
立
ち
し

て
、
自
由
に
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
異
時
代
の

宮
殿
の
正
門
か
ら
歩
み
出
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
、
ま
た
、
詩
人
が
宮
殿
の
中
で
も
、
宮
殿

の
外
で
も
活
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま

た
、
境
界
の
内
で
も
外
で
も
、
彼
（
彼
女
）
の

書
く
も
の
が
、
可
能
な
限
り
権
力
を
超
越
し
、

国
家
を
超
越
し
、
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
超
越
し

て
、
人
間
と
文
学
の
生
命
、
人
間
ら
し
さ
、
そ

し
て
精
神
そ
の
も
の
に
回
帰
す
る
よ
う
に
、
ま

た
、
詩
人
や
作
家
が
活
き
て
吟
誦
し
続
け
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
詩
人
や
作
家

た
ち
が
、
卑
小
さ
は
一
種
の
異
時
代
の
生
存
、

生
命
と
実
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
種
の
真
正

な
る
理
想
、
力
そ
し
て
芸
術
の
永
遠
で
も
あ

り
、
芸
術
の
永
遠
に
続
く
未
来
で
あ
る
と
信
じ

ら
れ
る
よ
う
に
、
卑
小
さ
に
慰
め
を
与
え
、
卑

小
さ
に
生
命
の
力
と
希
望
と
未
来
を
与
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
芸
術
の
芸
術
た
る
偉
大
さ

や
恒
久
性
の
お
か
げ
で
、
作
家
は
今
後
も
異
中

国
、
異
時
代
に
お
い
て
卑
小
さ
を
認
識
し
、
卑

小
さ
に
自
ら
甘
ん
じ
、
卑
小
さ
を
受
け
と
め
、

そ
し
て
長
期
に
わ
た
り
ひ
い
て
は
永
遠
に
卑
小

さ
ゆ
え
に
創
作
し
、卑
小
さ
の
た
め
に
創
作
す

る
の
で
す
。

〔
付
記
〕　

本
講
演
会
は
、
中
国
現
代
文
学
研
究
者

懇
話
会
・
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
・
愛
知

大
学
現
代
中
国
学
会
の
主
催
に
よ
り
お
こ
な
わ

れ
た
。
開
催
に
あ
た
っ
て
は
公
益
財
団
法
人
大

幸
財
団
学
会
等
開
催
助
成
を
う
け
た
。


