
　
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
い
て
、
閻
連
科
氏
の
講

演
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
た
王
堯
氏
の
講
演
原
稿
を

訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

163──閻連科とは何者か

1

　
ま
ず
初
め
に
愛
知
大
学
の
黄
英
哲
教
授
に
感

謝
の
意
を
表
し
た
い
。
数
年
前
、
私
は
光
栄
に

も
名
古
屋
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、

「“
陪
都
”
と
“
紅
岩
”│
│
歴
史
叙
事
に
お
け
る

“
重
慶
”」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
本
日
お
集
ま
り
の
多
く
の
日
本
の
研

究
者
の
皆
さ
ま
と
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
た
び
閻
連
科
氏
と
私
は
黄
教
授
か
ら

日
本
に
招
待
し
て
い
た
だ
き
、
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
東
京
大
学
等
で
講
演
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ま
た
、
再
度
日
本
の
研
究
者
の
皆
さ

ま
に
敬
意
を
表
し
、
閻
連
科
氏
の
小
説
に
対
す

る
考
え
を
皆
さ
ま
と
と
も
に
分
か
ち
合
う
こ
と

が
で
き
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
こ
れ
か
ら
閻
連
科
氏
に
よ
る
大
変
素
晴
ら
し

い
講
演
が
行
わ
れ
る
。
私
は
閻
連
科
氏
の
小
説

が
素
晴
ら
し
く
な
っ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
話

し
を
す
る
の
も
上
手
く
な
っ
て
い
き
、
彼
が
大

変
優
れ
た
話
し
手
と
な
っ
た
こ
と
に
十
数
年
前

か
ら
気
付
い
て
い
た
。
何
年
も
前
、
江
南
の
あ

る
大
学
で
閻
連
科
氏
は
こ
う
言
っ
た
。「
神
様

は
公
平
だ
、
王
堯
さ
ん
の
標
準
語
は
た
い
し
て

上
手
く
な
い
の
だ
か
ら
」。
現
在
彼
は
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
言
わ
な
く
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
講

演
会
で
私
が
彼
と
同
席
し
て
も
、
彼
の
講
演
に

何
の
影
響
も
与
え
な
い
と
分
か
っ
た
か
ら
だ
。

だ
か
ら
、
私
は
今
と
な
っ
て
は
神
は
公
平
と
は

限
ら
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

閻
連
科
と
は
何
者
か

王
　
堯
（
訳
＝
南 
真
理
）

　

講
演
採
録
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私
は
自
分
で
も
は
っ
き
り
と
答
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
問
題
│
│“
閻
連
科
と
は
何
者
か
？
”

と
い
う
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
。
し
か
し
こ
の
タ
イ

ト
ル
を
、
私
は
大
変
気
に
入
っ
て
い
る
。
今
、

閻
連
科
氏
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
が
、
お
そ
ら
く

彼
も
自
身
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
皆

さ
ま
が
彼
自
身
に
閻
連
科
と
は
何
者
か
と
聞
け

ば
そ
れ
で
済
む
。“
閻
連
科
”
と
は
何
者
か
と

い
う
こ
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
る
。
私
が
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
閻
連
科
に

つ
い
て
だ
が
、
閻
連
科
の
背
景
や
視
点
、
方
法

に
も
触
れ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
第
一
に
必
ず

そ
れ
以
外
の
問
題
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
い
は
こ
う
と
も
言
え
る
。
我
々
は
、
あ
る

時
代
に
お
け
る
閻
連
科
の
肖
像
を
描
か
ざ
る
を

え
な
い
。
閻
連
科
と
は
何
者
か
に
つ
い
て
語
る

に
は
、
様
々
な
参
照
枠
が
必
要
で
あ
る
。
第
二

に
、
閻
連
科
と
は
何
者
か
と
い
う
問
題
に
私
が

答
え
よ
う
と
す
る
と
、
私
な
り
の
観
察
、
思

考
、
判
断
を
述
べ
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、
私
が

下
手
な
「
画
家
」
で
あ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ

り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
然
私
に
は
自

信
も
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
べ
る
に

あ
た
っ
て
、
私
は
閻
連
科
の
親
友
だ
と
、
は
ば

か
り
な
く
断
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
批
評
家

と
作
家
の
関
係
は
親
密
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
も
批

評
家
と
作
家
の
関
係
が
低
俗
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
こ
う
し
た
意
見
は
正
し
い
だ
ろ
う
。
こ
う

し
た
低
俗
な
関
係
は
実
際
に
存
在
し
て
い
る
の

だ
か
ら
。
し
か
し
私
と
閻
連
科
は
自
信
を
も
っ

て
、
我
々
は
彼
ら
と
同
列
で
は
な
い
と
言
え

る
。
我
々
は
信
条
や
文
学
観
、
人
と
し
て
の
生

き
方
の
面
で
多
く
の
共
通
認
識
を
持
っ
て
お

り
、
多
く
の
点
で
意
気
投
合
し
て
い
る
。
お
そ

ら
く
こ
の
点
も
私
が
閻
連
科
氏
に
つ
い
て
語
る

際
、「
そ
の
人
や
そ
の
時
代
背
景
を
述
べ
る
」

こ
と
に
有
利
に
働
く
だ
ろ
う
。
我
々
は
か
つ
て

対
談
本
を
出
そ
う
と
し
て
、
数
年
間
準
備
し
、

一
部
は
す
で
に
完
成
し
て
い
る
。
し
か
し
閻
連

科
氏
は
自
身
が
「
危
険
人
物
」
で
あ
る
か
ら
、

私
を
巻
き
込
み
た
く
な
い
と
考
え
て
い
る
。
私

は
閻
連
科
氏
に
冗
談
で
こ
う
話
し
た
。
私
は
以

前
莫
言
さ
ん
と
『
莫
言
王
堯
対
談
録
』
を
出
版

し
た
。『
閻
連
科
王
堯
対
談
録
』
を
出
版
す
れ

ば
、
あ
な
た
は
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
獲
る
と
。

2

　
閻
連
科
は
当
代
中
国
に
お
い
て
最
も
世
界
的

な
影
響
力
の
あ
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
先
ご

ろ
「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
賞
」
を
受
賞
し
、
彼

は
再
び
文
学
界
で
高
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
閻
連
科
は
そ
の
世
界
観
や
方
法
論
に

よ
っ
て
文
学
に
お
け
る
「
当
代
中
国
」
を
創
造

し
、
世
界
文
学
に
お
い
て
か
け
が
え
の
な
い
意

義
を
有
し
て
い
る
。

　
一
九
五
八
年
八
月
、
閻
連
科
は
中
国
の
河
南

省
嵩
県
に
生
ま
れ
た
。
二
十
数
年
に
わ
た
る
長

い
軍
隊
生
活
の
中
で
、
閻
連
科
は
人
間
性
を
観

察
す
る
視
野
を
広
げ
た
。
閻
連
科
は
軍
隊
か
ら

の
転
職
を
申
請
し
て
い
た
が
、
批
准
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
二
〇
〇
四
年
の
長
編
小
説
『
受

活
』〔
邦
訳
『
愉
楽
』、
以
下
『
愉
楽
』〕
が
批

判
を
受
け
た
こ
と
で
転
職
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。
北
京
市
作
家
協
会
に
数
年
間
務
め
た
の

ち
、
二
〇
一
一
年
に
中
国
人
民
大
学
文
学
部
教

授
に
特
別
採
用
さ
れ
、
文
学
創
作
に
専
念
す
る

こ
と
に
な
る
。
閻
連
科
の
豊
か
な
人
生
経
験

は
、
農
村
、
軍
隊
、
大
学
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
。

　
閻
連
科
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
創
作
を
始

め
、
一
九
九
〇
年
代
末
に
中
編
小
説
『
年
月

日
』
を
執
筆
し
、
長
編
小
説
『
日
光
流
年
』
の

後
に
、
当
代
中
国
の
最
も
重
要
な
小
説
家
の
一

人
と
な
っ
た
。
三
十
数
年
の
創
作
に
お
い
て
、

閻
連
科
は
取
り
巻
く
障
害
を
突
破
し
、
様
々
な

思
潮
や
現
象
や
作
家
が
ひ
し
め
き
合
う
文
壇
で

頭
角
を
現
し
た
。
閻
連
科
の
著
作
に
は
『
黄
金

洞
』、『
夏
日
落
』（
二
〇
〇
二
）、『
年
月
日
』

（
二
〇
〇
二
）〔
邦
訳
『
年
月
日
』〕、『
日
光
流

年
』（
一
九
九
八
）、『
堅
硬
如
水
』（
二
〇
〇

一
）、『
愉
楽
』（
二
〇
〇
四
）、『
為
人
民
服

務
』（
二
〇
〇
六
）〔
邦
訳
『
人
民
に
奉
仕
す

る
』、
以
下
『
人
民
に
奉
仕
す
る
』〕、『
丁
庄

夢
』（
二
〇
〇
六
）〔
邦
訳
『
丁
庄
の
夢
│
中
国

エ
イ
ズ
村
奇
談
』、
以
下
『
丁
庄
の
夢
』〕、『
風

雅
頌
』（
二
〇
〇
八
）、『
四
書
』（
二
〇
一
一
）、

『
炸
裂
志
』（
二
〇
一
三
）〔
邦
訳
『
炸
裂
志
』〕

等
の
中
長
編
小
説
、
散
文
『
我
与
父
輩
』（
二

〇
〇
九
）〔
邦
訳
『
父
を
想
う
│
│
あ
る
中
国

作
家
の
自
省
と
回
想
』〕、
文
芸
評
論
『
発
現
小

説
』（
二
〇
一
一
）
等
の
他
、
様
々
な
選
集
や

作
品
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
閻
連
科
は
、
そ

の
多
く
の
作
品
が
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ

リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
日
本
語
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
語
等
に
翻
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
、
世
界
的

に
評
価
さ
れ
て
い
る
数
少
な
い
中
国
作
家
の
一

人
で
あ
る
。

　
閻
連
科
は
“
魯
迅
文
学
賞
”“
老
舎
文
学

賞
”
を
受
賞
し
た
の
ち
、
政
治
的
な
禁
忌
の
た

め
に
、
長
期
に
わ
た
っ
て
中
国
文
学
の
体
制
や

主
要
な
文
学
賞
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
世
界
の
文
壇
に
お
け
る
閻
連
科
の
評
価
は
一

気
に
高
ま
り
、『
亜
洲
週
刊
』
の
「
全
世
界
華

語
優
秀
作
品
賞
」
等
を
受
賞
し
た
。
ま
た
二
〇

一
三
年
、
閻
連
科
は
マ
レ
ー
シ
ア
の
「
花
踪
世

界
華
文
文
学
賞
」
を
受
賞
し
、
ま
た
「
ブ
ッ

カ
ー
国
際
賞
」
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
。
二
〇

一
四
年
五
月
に
は
栄
誉
あ
る
「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ

フ
カ
賞
」
を
受
賞
し
た
。

3

　
こ
の
よ
う
に
概
略
を
述
べ
た
う
え
で
、
私
は

ま
ず
閻
連
科
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー

ド
に
つ
い
て
解
読
し
た
い
。
そ
の
の
ち
に
彼
の

創
作
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
い
分
析
を
行
う
。
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故
郷

　
私
は
具
体
的
な
地
名
を
「
故
郷
」
の
代
わ
り

に
用
い
た
い
と
考
え
て
い
た
。
例
え
ば
彼
の
出

生
地
で
あ
る
河
南
省
の
「
嵩
県
」、
例
え
ば
彼

の
作
品
に
登
場
す
る
「
瑶
溝
」「
耙
耬
」「
黄

河
」、
こ
う
し
た
「
地
名
」
は
概
括
的
に
「
中

原
」
と
も
称
さ
れ
る
。
閻
連
科
は
中
国
河
南
省

の
嵩
県
に
生
ま
れ
た
。
中
原
の
大
地
の
重
厚

さ
、
う
ら
悲
し
さ
、
そ
し
て
中
原
文
明
が
衰
退

し
た
の
ち
の
歴
史
の
激
し
い
移
り
変
わ
り
や
現

実
の
苦
境
が
閻
連
科
の
血
に
脈
々
と
受
け
継
が

れ
、
そ
れ
が
彼
を
真
の
意
味
で
の
大
地
の
子
た

ら
し
め
た
。
彼
の
小
説
の
ベ
ー
ス
と
人
物
の
運

命
に
存
在
し
続
け
る
物
寂
し
さ
、
静
け
さ
、
欠

落
、
抗
い
は
、
こ
う
し
た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

と
関
係
が
あ
る
の
だ
。

死
　
閻
連
科
は
講
演
や
創
作
談
で
、
何
度
も
死
へ

の
恐
怖
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
『
閻
連
科
文

集
』
の
総
序
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
四
〇
歳
頃
に
至
る
ま

で
、
死
に
つ
い
て
考
え
る
た
び
に
戦
慄
す
る
よ

う
な
恐
怖
を
覚
え
た
。
し
か
し
こ
こ
数
年
、
次

第
に
死
に
対
し
て
平
然
と
向
き
合
え
る
よ
う
に

な
っ
た
」。
我
々
が
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
第

一
に
、
こ
う
し
た
生
命
の
死
へ
の
恐
怖
が
、
閻

連
科
の
創
作
に
大
変
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
病
気
と
創
作
の
関
係

を
研
究
し
た
も
の
に
は
、
多
く
の
優
れ
た
論
考

が
あ
る
。
閻
連
科
の
死
へ
の
恐
怖
が
病
気
と
関

係
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
病
気
に
よ
る

影
響
の
み
で
は
な
い
。
彼
の
弱
く
小
さ
な
命
へ

の
憐
憫
の
情
、
無
常
な
運
命
に
対
す
る
も
が

き
、
こ
う
し
た
も
の
す
べ
て
に
彼
の
死
生
観
が

投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
死
へ

の
恐
怖
が
無
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

実
際
は
生
命
（
肉
体
）
か
ら
魂
（
精
神
）
へ
の

昇
華
で
あ
り
、「
魂
の
死
」
に
よ
っ
て
新
生
を

得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
が
こ
こ
で
述

べ
て
い
る
死
と
は
、
主
に
「
魂
の
死
」
を
指

す
。
こ
の
表
現
は
二
〇
〇
七
年
一
月
に
閻
連
科

が
『
日
光
流
年
』
の
創
作
を
振
り
返
っ
た
と
き

に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
閻
連
科
は
こ
う
語

る
。「『
日
光
流
年
』
の
創
作
過
程
を
思
い
返
す

と
、
今
だ
に
背
筋
が
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
感
覚

に
陥
る
。
そ
れ
は
自
身
の
体
が
苦
痛
を
受
け
た

だ
け
で
は
な
く
、
魂
の
死
の
過
程
で
も
あ
っ
た

か
ら
だ
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
魂
が
死
に
向
か

う
長
い
創
作
だ
っ
た
と
も
言
え
る
」。

暗
黒

　
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
賞
を
受
賞
し
た
の
ち
、

閻
連
科
は
講
演
「
神
と
生
活
は
暗
黒
を
感
じ
る

人
間
を
選
ん
だ
」
に
お
い
て
、「
暗
黒
」
に
つ

い
て
素
晴
ら
し
い
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

は
閻
連
科
と
彼
の
創
作
を
理
解
す
る
鍵
と
な
る

も
の
で
あ
り
、
ま
た
閻
連
科
と
現
実
の
体
制
と

の
衝
突
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
も
な
る
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
。

「
私
は
、
暗
黒
と
は
何
か
を
理
解
す
る
の
が
早

す
ぎ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
色
で
は
な
く
、
生
活

そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
人
が
逃
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
運
命
で
あ
り
、
運
命
を
受
け

入
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
。
の
ち
に
私
は
兵
士
と

な
っ
て
あ
の
辺
鄙
で
貧
し
い
村
落
を
離
れ
、
私

を
生
み
育
て
て
く
れ
た
土
地
を
離
れ
た
。
生
活

の
中
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、
私

の
目
の
前
に
は
い
つ
も
黒
い
幕
が
降
り
て
い

た
。
し
か
し
私
は
そ
の
黒
い
幕
の
後
ろ
で
、
暗
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黒
に
耐
え
、
暗
黒
に
抵
抗
し
た
。
そ
れ
は
、
苦

難
に
耐
え
る
力
で
も
っ
て
、
人
の
苦
難
に
対
す

る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
」。「
ま
た
私
は
、
暗
黒

を
感
じ
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
人
間
で
も

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
私
は
当
代
中
国
の
、
生

気
に
満
ち
な
が
ら
歪
み
、
発
展
し
な
が
ら
異
変

が
起
こ
り
、
腐
敗
し
、
デ
タ
ラ
メ
で
、
混
乱
し

た
、
無
秩
序
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
ま
た

日
々
起
こ
る
事
柄
は
人
々
の
人
情
や
常
理
を
超

え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
類
が
数
千
年
を
か
け

て
構
築
し
て
き
た
感
情
面
で
の
秩
序
、
道
徳
秩

序
そ
し
て
人
の
尊
厳
の
尺
度
が
、
今
ま
さ
に
あ

の
広
大
で
古
び
た
土
地
で
解
体
さ
れ
、
崩
壊

し
、
消
え
去
り
、
法
律
の
基
準
は
子
供
の
遊
び

の
縄
跳
び
や
ゴ
ム
跳
び
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
落
ち

て
し
ま
っ
た
。
今
日
、
一
人
の
作
家
の
目
で
、

あ
る
一
つ
の
国
の
現
実
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と

す
れ
ば
、
力
が
足
り
ず
、
手
が
回
ら
な
い
の
は

明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
好
転
の
兆
し

の
な
い
ま
ま
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
る
一
方

の
、
人
々
の
衣
、
食
、
住
、
医
、
育
、
生
、
老

と
い
っ
た
、
数
え
切
れ
な
い
最
も
基
本
的
な
生

存
環
境
が
新
た
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
が

ゆ
え
に
、
今
日
普
通
の
人
々
の
感
情
、
魂
が
こ

れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
の
焦
り
や
不
安
、
恐
怖
や

興
奮
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
、
そ
の
作
家
の
目

に
は
映
る
の
だ
。
彼
ら
は
何
を
待
っ
て
い
る
の

か
、
ま
た
何
を
恐
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
危

篤
の
病
人
が
、
幻
の
良
薬
に
期
待
を
か
け
、
そ

の
良
薬
が
早
く
届
く
こ
と
を
渇
望
し
つ
つ
も
、

そ
れ
が
届
い
て
最
後
の
期
待
が
潰
え
、
死
が
訪

れ
る
の
を
恐
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
民

族
の
こ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
焦

り
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
期
待
へ

の
不
安
と
恐
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
民
族
の
焦

り
が
、
作
家
に
は
、
最
も
光
り
輝
く
と
こ
ろ
の

影
と
な
り
、
光
の
下
の
巨
大
な
幕
の
隠
れ
た
裏

面
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」。

4

　
閻
連
科
の
一
九
九
〇
年
代
以
前
の
小
説
は
、

あ
る
意
味
に
お
い
て
「
郷
土
中
国
」
の
「
寓

話
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
寓
話
」
の
特
徴
は

二
一
世
紀
に
創
作
さ
れ
た
長
編
小
説
『
風
雅

頌
』
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
閻
連
科
は

「
批
判
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
「
苦
労
し
て

働
く
人
々
」
を
描
い
て
は
い
な
い
。
彼
が
自
身

の
小
説
の
登
場
人
物
に
向
か
い
あ
う
時
、
彼
は

ほ
と
ん
ど
気
弱
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い

い
。
彼
は
静
寂
や
荒
涼
さ
の
中
に
温
も
り
や
詩

情
を
探
し
求
め
、
彼
の
目
の
前
に
は
だ
い
た
い

常
に
、
あ
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
あ
の
「
一

本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
苗
」
が
揺
ら
め
い
て
い

る
。
閻
連
科
は
、
牧
歌
的
な
田
園
や
国
民
性
批

判
と
は
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
道
を
開
拓
し
た

の
で
あ
る
。

　
閻
連
科
の
農
村
を
描
い
た
小
説
に
は
、
中
国

の
独
特
な
背
景
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
柔

軟
性
や
曖
昧
性
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
背
景

が
さ
ら
に
広
い
時
空
を
獲
得
し
、
小
説
の
意
義

も
「
閉
鎖
」
さ
れ
た
中
か
ら
「
開
け
放
た
れ
て

い
る
」。『
黄
金
洞
』『
年
月
日
』『
日
光
流
年
』

等
は
苦
難
、
運
命
、
生
命
、
死
亡
、
病
気
、
土

地
、
権
力
に
関
す
る
叙
事
で
、「
現
代
化
」
叙

事
に
よ
り
抑
圧
さ
れ
た
農
村
の
歴
史
を
表
し
て

い
る
。
そ
れ
と
「
現
代
化
」
し
た
「
中
国
」
と

の
断
裂
し
た
関
係
は
、
虚
構
の
「
現
実
」
に

よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
。『
日
光
流
年
』

に
見
え
る
あ
の
三
姓
村
は
数
十
年
間
ど
こ
の
管

轄
に
も
属
さ
ず
、
し
か
も
上
か
ら
の
会
議
の
通

知
も
受
け
取
っ
た
こ
と
が
な
い
村
で
、
農
村
社
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会
と
外
部
世
界
と
の
「
断
裂
」
の
象
徴
と
な
っ

て
い
る
。
閻
連
科
は
こ
う
し
た
「
中
国
問
題
」

へ
の
注
視
に
よ
っ
て
、
中
国
文
壇
に
お
け
る
独

自
性
を
有
し
て
お
り
、
主
流
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
言

説
の
現
実
や
農
村
を
理
解
す
る
論
理
や
権
力

は
、
閻
連
科
の
筆
に
よ
る
挑
戦
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
は
絶
え
ず
生
活
世
界
に

お
け
る
拘
束
や
暗
黒
状
態
か
ら
、
外
の
世
界
に

通
じ
る
細
い
道
を
切
り
開
こ
う
と
試
み
る
。

『
年
月
日
』
で
は
、
村
人
全
員
が
逃
げ
出
す

が
、
先
爺
が
見
守
る
一
本
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の

苗
と
七
粒
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
の
成
長
が
、

ま
た
『
日
光
流
年
』
で
は
、
霊
隠
水
路
の
導
入

が
、
閻
連
科
特
有
の
希
望
を
育
て
る
。
こ
う
し

た
叙
述
の
方
法
は
、
中
国
の
新
時
期
文
学
が
形

成
し
た
「
文
明
と
愚
昧
の
衝
突
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
放
棄
し
て
い
る
。
閻
連
科
の
小
説
に
お
い

て
愚
昧
と
文
明
が
直
接
衝
突
し
た
こ
と
は
ま
だ

な
い
が
、
文
明
を
生
み
出
す
様
々
な
メ
カ
ニ
ズ

ム
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
育
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

愚
昧
や
後
進
性
、
貧
困
が
な
く
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
閻
連
科
の
矛

先
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。
閻
連

科
は
農
村
叙
事
に
関
し
て
、
こ
う
し
た
点
か
ら

彼
の
先
人
で
あ
る
魯
迅
や
沈
従
文
と
区
別
さ

れ
、
ま
た
彼
と
同
輩
の
作
家
で
あ
る
莫
言
や
賈

平
凹
等
と
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
愉
楽
』
は
閻

連
科
の
小
説
創
作
に
お
け
る
一
つ
の
昇
華
で
あ

る
。
こ
の
小
説
の
議
論
が
ま
だ
収
束
し
な
い
う

ち
に
、
閻
連
科
は
『
人
民
に
奉
仕
す
る
』『
丁

庄
の
夢
』『
風
雅
頌
』
を
続
け
て
執
筆
し
、
体

制
の
異
端
児
と
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、「
革

命
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
原
則
を
堅
持
す
る
批
評

家
か
ら
の
非
難
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
前

の
創
作
に
お
い
て
は
、
な
お
明
ら
か
に
「
郷
土

文
学
」
の
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら

ば
、「
文
革
」
を
描
い
た
『
堅
硬
如
水
』
の
執

筆
を
経
て
、
閻
連
科
の
小
説
は
間
違
い
な
く
、

曖
昧
で
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
背
景
が
、
明
確
に

「
現
実
」
へ
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の

現
実
の
中
で
「
革
命
中
国
」
は
閻
連
科
の
小
説

の
背
景
や
内
容
と
な
る
が
、「
革
命
」「
政
治
」

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
っ
た
、
以
前
の
小
説

に
も
一
貫
し
て
存
在
し
続
け
て
き
た
要
素
が
、

『
愉
楽
』
以
降
、
突
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

人
間
性
や
人
間
の
運
命
は
、
も
は
や
貧
困
や
後

進
性
に
よ
っ
て
の
み
制
限
を
受
け
る
の
で
は
な

く
、「
当
代
中
国
」
に
お
け
る
さ
ら
に
重
要
な

要
素
と
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。『
人
民
に
奉
仕
す
る
』
や
『
丁
庄
の

夢
』
は
、
軍
隊
や
農
村
の
生
活
の
常
軌
を
逸
し

た
叙
述
に
よ
り
、
政
治
的
タ
ブ
ー
に
触
れ
、
長

期
に
わ
た
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
束
縛
に
よ
り
形

成
さ
れ
た
読
書
習
慣
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
中
国
の
『
百
年
の
孤
独
』
と
称
さ
れ
た

『
愉
楽
』
は
、
人
間
が
疎
外
さ
れ
た
社
会
で
生

き
る
困
難
さ
を
深
く
反
映
し
て
い
る
。
小
説
は

虚
構
の
「
受
活
村
」
を
作
り
上
げ
た
。
こ
こ

は
、
人
里
離
れ
た
未
知
の
村
落
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
村
民
全
員
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
障
害
を

持
っ
て
お
り
、
健
常
者
の
方
が
異
端
だ
と
見
な

さ
れ
る
。
主
人
公
の
柳
県
長
は
、
大
金
で
レ
ー

ニ
ン
の
遺
体
を
購
入
し
、
観
光
経
済
を
発
展
さ

せ
よ
う
と
い
う
奇
想
天
外
な
こ
と
を
思
い
つ

く
。
レ
ー
ニ
ン
の
遺
体
を
購
入
し
記
念
堂
を
建

て
る
資
金
を
調
達
し
て
、
現
地
の
観
光
業
を
発

展
さ
せ
よ
う
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
夢
の
た
め

に
、
こ
の
村
の
障
害
者
た
ち
は
サ
ー
カ
ス
団
を

組
織
し
、
故
郷
を
離
れ
て
、
資
金
調
達
と
金
儲

け
の
た
め
に
ス
テ
ー
ジ
に
立
ち
上
演
す
る
。
こ

の
小
説
は
「
受
活
村
」
の
体
制
内
外
の
困
難
を
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描
き
出
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
レ
ー
ニ
ン
の
遺

体
を
購
入
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
は
、

世
界
的
な
共
産
主
義
運
動
と
当
代
中
国
と
の
歴

史
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
閻
連
科
の
こ
の
時
期

の
小
説
は
、
美
学
ス
タ
イ
ル
に
お
け
る
不
条

理
、
風
刺
性
と
い
う
特
徴
が
次
第
に
顕
著
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

　
二
〇
一
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
四
書
』
は
、

こ
の
中
国
文
学
百
年
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る

作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
長
編
小
説
『
風
雅
頌
』

の
中
で
、
閻
連
科
は
す
で
に
当
代
中
国
の
知
識

人
の
魂
に
関
す
る
問
題
に
触
れ
、
彼
自
身
の
矛

盾
や
困
惑
も
、
こ
の
小
説
の
創
作
を
通
じ
て
解

き
放
た
れ
た
。
ま
た
現
実
の
文
脈
を
踏
ま
え
、

当
代
中
国
の
知
識
人
の
運
命
を
観
察
、
思
考
、

描
写
す
る
自
身
の
視
点
や
方
法
が
形
成
さ
れ

た
。『
四
書
』
は
、
黄
河
周
辺
の
中
国
及
び
知

識
人
の
歴
史
、
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
民
衆
の
人

生
の
無
常
さ
を
再
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者

自
ら
も
血
を
吐
く
よ
う
な
思
い
で
描
い
た
長
編

小
説
で
、
知
識
人
の
困
難
な
歩
み
の
中
に
「
当

代
中
国
」
の
か
つ
て
の
暗
黒
が
示
さ
れ
て
い

る
。
閻
連
科
は
、
歴
史
と
い
う
大
き
な
背
景
の

下
で
、
知
識
人
や
民
衆
が
自
分
の
運
命
を
掌
握

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
念
さ
や
、
無
知
、
抗

い
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
描
写
し
、
彼
自
身
の
怒

り
、
悲
し
み
、
詰
問
も
そ
の
中
に
貫
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
当
代
中
国
文
学
に
お
い
て
、
初
め

て
の
、
粉
飾
を
せ
ず
、
迎
合
を
拒
み
、
歪
曲
に

抗
い
、
嘘
偽
り
の
な
い
、
政
治
と
人
間
性
に
関

す
る
大
作
で
あ
る
。
ま
さ
に
『
四
書
』
と
い
う

長
編
小
説
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
中
国
の
当
代
文

学
は
歴
史
と
現
実
を
直
視
す
る
可
能
性
を
有

し
、
知
識
人
と
し
て
の
作
家
が
犬
儒
と
な
ら
な

い
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
同
様
に
重
要
な
の
は
、
閻
連
科
が
『
四

書
』
と
い
う
作
品
の
中
で
「
当
代
中
国
」
を
想

像
し
、
作
り
上
げ
る
方
法
で
あ
り
、
小
説
の
文

体
に
お
い
て
も
『
四
書
』
が
非
凡
な
創
造
性
を

備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
四
書
』
執
筆
時

の
閻
連
科
は
、『
風
雅
頌
』
時
よ
り
、
悠
揚
迫

ら
ぬ
、
沈
着
冷
静
な
精
神
状
態
に
あ
り
、『
四

書
』
は
彼
の
世
界
観
と
小
説
の
方
法
論
が
最
も

充
実
し
、
見
事
に
織
り
な
さ
れ
た
実
践
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
「
歴
史
」
を
書
き
直
す
と
同
時

に
、「
現
実
」
の
対
立
面
に
置
か
れ
て
い
る
書

で
も
あ
る
。
も
し
も
『
愉
楽
』『
丁
庄
の
夢
』

『
風
雅
頌
』
等
が
「
現
実
」
の
「
真
実
性
」
を
覆

し
た
と
言
う
な
ら
ば
、『
四
書
』
は
「
歴
史
」
の

「
真
実
性
」
を
再
構
築
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　『
愉
楽
』
が
人
に
考
え
さ
せ
た
問
題
の
一
つ

は
、
中
国
が
い
か
に
「
改
革
開
放
」
を
行
う
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
の
『
炸
裂

志
』
は
『
愉
楽
』
の
姉
妹
編
と
言
え
る
。『
炸

裂
志
』
は
『
四
書
』
と
隣
り
合
わ
せ
の
関
係
に

あ
り
、
歴
史
と
現
実
の
異
な
る
側
面
か
ら
、
覆

い
隠
さ
れ
、
歪
曲
さ
れ
た
「
当
代
中
国
」
に
入

り
込
む
。『
炸
裂
志
』
は
、「
当
代
中
国
」
を
完

全
に
改
革
中
と
改
革
後
に
分
け
て
い
る
。
こ
う

し
た
相
互
関
連
の
中
に
、
閻
連
科
の
「
中
国
問

題
」
や
「
中
国
経
験
」
に
対
す
る
理
解
が
深
め

ら
れ
て
い
る
。
閻
連
科
は
、
貧
困
や
革
命
時
代

の
人
々
の
運
命
に
注
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

豊
か
さ
や
ポ
ス
ト
革
命
時
代
の
人
々
の
運
命
に

も
注
目
し
て
い
る
。
し
か
も
後
者
は
前
者
の
問

題
を
受
け
継
ぐ
と
同
時
に
、
こ
こ
三
十
年
来
の

「
中
国
問
題
」
の
特
殊
性
も
明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
意
味
で
、『
炸
裂
志
』
は
特
に
注
目
し
、

読
む
に
値
す
る
小
説
で
あ
る
。「
炸
裂
」
と
い

う
名
は
、
同
時
代
中
国
の
一
つ
の
隠
喩
で
あ

る
。
閻
連
科
の
同
時
代
へ
理
解
は
、
ほ
ぼ
「
炸
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裂
」
の
二
文
字
で
表
さ
れ
る
。
中
国
で
は
、
古

来
か
ら
地
方
志
の
編
纂
は
歴
史
の
構
築
を
意
味

し
た
。
炸
裂
県
の
ト
ッ
プ
が
地
方
志
を
編
纂
す

る
こ
と
で
、
こ
の
町
の
変
遷
の
歴
史
を
記
述

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
炸
裂
」
の
輝
か
し
さ
、

偉
大
さ
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、

炸
裂
県
の
ト
ッ
プ
が
期
待
し
、『
炸
裂
志
』
が

実
際
に
書
こ
う
と
し
た
の
は
、「
真
実
を
捏
造

す
る
」〔
原
文
：
控
構
真
実
〕
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
閻
連
科
」
は
、
自
身
の
方
法
で
『
炸

裂
志
』
を
書
き
直
し
た
。
彼
が
際
立
た
せ
た
の

は
ま
さ
に
地
方
の
ト
ッ
プ
が
忌
み
避
け
る
部
分

で
あ
り
、
閻
連
科
は
そ
の
た
め
に
あ
る
方
法
で

「
炸
裂
」
の
「
偉
大
な
叙
事
」
を
解
体
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
「
中
国
問
題
」
を
突
出
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

　
閻
連
科
の
小
説
の
序
列
に
お
い
て
、『
四

書
』『
愉
楽
』『
炸
裂
志
』
は
「
当
代
中
国
」
三

部
作
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。

5

　
も
し
『
日
光
流
年
』『
堅
硬
如
水
』『
丁
庄
の

夢
』『
人
民
に
奉
仕
す
る
』『
愉
楽
』『
風
雅
頌
』

『
四
書
』
を
手
が
か
り
と
す
る
な
ら
ば
、
閻
連

科
の
小
説
の
意
義
は
、
文
学
に
お
い
て
「
当
代

中
国
」
を
打
ち
立
て
た
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
意
義
は
、
政
治
言
説
や
慣
習
化
し

た
文
学
表
現
以
外
に
、「
当
代
中
国
」
を
認
識

す
る
文
学
テ
ク
ス
ト
を
創
造
的
に
提
供
し
た
こ

と
に
あ
る
。
閻
連
科
が
小
説
に
よ
っ
て
構
築
し

た
「
当
代
中
国
」
は
、
政
治
言
説
に
よ
る
「
中

国
経
験
」
を
書
き
直
し
、
ま
た
文
学
テ
ク
ス
ト

に
よ
る
「
中
国
経
験
」
を
も
書
き
直
し
た
。
閻

連
科
の
小
説
は
、「
政
治
」「
革
命
」「
ポ
ス
ト
革

命
」「
改
革
開
放
」「
知
識
人
」そ
し
て
「
人
間
性
」

等
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
取
り
挙
げ
て
き
た
。
体

制
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
り
、
作
家
が
意
識
的

に
避
け
て
き
た
敏
感
な
問
題
が
、
閻
連
科
の
小

説
の
中
で
は
十
分
に
展
開
さ
れ
、
主
流
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
言
説
を
覆
し
、
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い

る
文
学
秩
序
も
脱
構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
閻
連
科
が
中
国
の
現
実
と
は
大
き
な
落
差
の

あ
る
テ
ク
ス
ト
世
界
を
打
ち
立
て
た
時
、
こ
う

し
た
強
烈
な
落
差
は
、
あ
る
時
期
以
降
、
文
学

に
お
け
る
「
中
国
問
題
」
叙
事
の
欠
落
を
際
立

た
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
自
身
を
現
実
と
の

緊
張
関
係
の
中
に
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
閻
連

科
は
『
愉
楽
』
の
た
め
に
除
隊
さ
せ
ら
れ
、

『
人
民
に
奉
仕
す
る
』
は
禁
書
と
な
り
、『
丁
庄

の
夢
』
は
同
じ
く
批
判
さ
れ
、『
四
書
』
は
い

ま
だ
に
中
国
大
陸
で
は
正
式
に
出
版
さ
れ
て
お

ら
ず
、『
炸
裂
志
』
は
出
版
後
ま
も
な
く
特
別

な
扱
い
を
受
け
た
。
閻
連
科
の
小
説
は
、
歴
史

や
現
実
に
つ
い
て
の
既
定
の
観
念
と
常
に
食
い

違
う
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
差
異
や

矛
盾
が
、
彼
と
あ
る
種
の
秩
序
と
の
間
の
緊
張

関
係
を
激
化
さ
せ
る
。
ゆ
え
に
閻
連
科
は
、
二

重
の
緊
張
関
係
に
身
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ

は
、
テ
ク
ス
ト
内
と
テ
ク
ス
ト
外
の
二
つ
の
生

活
と
の
衝
突
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
閻
連
科
の
創

作
に
対
す
る
人
々
の
判
断
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
多
く
の
批
評
家
は
、
自
身
の
観

念
を
防
衛
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
閻
連
科
が

ど
う
い
っ
た
意
味
で
も
う
一
つ
の
「
当
代
中

国
」
を
創
造
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
お
ろ
そ
か

に
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　
時
勢
を
憂
い
国
を
憂
う
閻
連
科
は
、
こ
う
し

た
緊
張
関
係
を
良
し
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
歴
史
や
現
実
に
向
か
い
合
う
と
き
、
自

分
の
内
心
世
界
を
緩
め
た
り
捻
じ
曲
げ
た
り
す
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る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
魯
迅

が
絶
望
に
抵
抗
し
た
よ
う
に
、
歴
史
の
書
き
直

し
、
現
実
の
批
判
に
は
、
終
始
理
想
主
義
者
の

姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。
現
実
の
緊
張
の
中
に

あ
っ
て
も
、
彼
は
終
始
人
間
的
温
か
さ
を
通
し

て
、
一
種
の
大
き
な
愛
を
表
し
て
い
る
。
日
常

生
活
に
お
け
る
彼
は
、
一
貫
し
て
人
を
悲
し
み

憐
れ
む
心
を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
。

　
当
代
中
国
の
現
実
的
文
脈
の
中
で
は
、
閻
連

科
は
間
違
い
な
く
異
端
で
あ
る
。
彼
は
巨
大
な

圧
力
の
下
、
終
始
自
分
の
信
じ
る
と
こ
ろ
を
堅

持
し
、
信
じ
る
も
の
の
た
め
に
創
作
を
行
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
一
切
妥
協
を
許
さ
な
い
批
判

精
神
に
よ
っ
て
、
彼
は
当
代
中
国
に
お
い
て
、

魯
迅
の
批
判
精
神
を
真
に
継
承
し
た
作
家
と

な
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
の
右
に
出
る
者
は
い
な

い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
閻
連
科
は
一
人
の
文
学

者
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
彼
の
創
作
及
び
彼

の
知
識
人
と
し
て
の
特
質
は
、
中
国
を
観
察
す

る
に
あ
た
っ
て
最
も
重
要
な
参
照
枠
と
な
る
だ

け
で
は
な
く
、
当
代
中
国
の
精
神
的
な
欠
陥
を

補
い
、
未
来
の
中
国
の
一
筋
の
光
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
閻
連
科
は
当
代
中
国

文
化
の
新
し
い
象
徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

6

　
閻
連
科
は
あ
ら
ゆ
る
傑
出
し
た
偉
大
な
作
家

と
同
様
、
自
身
の
世
界
観
と
小
説
の
方
法
論
を

有
す
る
作
家
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
る
創
作
の

中
で
、
独
自
の
特
色
を
備
え
た
小
説
理
論
、
方

法
、
文
体
的
特
徴
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

　
異
な
る
方
法
で
「
当
代
中
国
」（
郷
土
中
国
だ

け
で
は
な
く
）
を
想
像
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
閻

連
科
の
長
年
来
の
抱
負
で
あ
り
、
実
践
で
も

あ
っ
た
。
こ
の
異
な
る
方
法
と
は
、
閻
連
科
の

そ
の
他
の
小
説
家
と
の
違
い
で
あ
り
、
自
分
で

自
分
の
し
た
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
文
学
に
お
け
る
「
当
代
中
国
」

を
形
成
し
得
た
の
は
、
閻
連
科
が
「
リ
ア
リ
ズ

ム
の
捏
造
」〔
原
文
：
控
構
現
実
主
義
〕
に
抵

抗
し
続
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
た
現

実
や
も
う
一
つ
の
真
実
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ

り
、
ま
た
閻
連
科
が
脱
構
築
と
同
時
に
、
自
身

の
世
界
観
や
方
法
論
で
彼
の
精
神
と
魂
の
奥
底

に
あ
る
文
学
世
界
を
構
築
し
た
か
ら
な
の
で
あ

る
。

　『
愉
楽
』
以
降
、
閻
連
科
の
小
説
は
、
故
郷

を
超
越
し
た
だ
け
で
な
く
、
当
代
中
国
が
慣
れ

き
っ
て
い
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
も
超
越
し

た
。
あ
る
い
は
、
ま
ず
「
主
義
」
の
「
現
実
」

を
超
越
し
た
が
ゆ
え
に
、
小
説
が
「
現
実
」
と

激
し
く
衝
突
し
て
、
あ
る
種
の
観
念
の
「
現

実
」
や
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
創
作
方
法
」
を
覆
し
、

そ
の
た
め
「
現
実
」
と
緊
張
関
係
を
生
み
出
す

作
家
と
な
っ
た
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
批

評
界
は
「
魔
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」「
不
条
理
リ

ア
リ
ズ
ム
」
等
の
概
念
で
閻
連
科
の
創
作
を
新

た
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
概
念

の
使
用
や
関
連
す
る
文
学
評
論
に
お
い
て
、
閻

連
科
の
小
説
の
こ
う
い
っ
た
概
念
や
そ
の
特
徴

と
の
相
似
性
は
指
摘
さ
れ
た
が
、
閻
連
科
の
文

学
世
界
の
内
部
に
は
到
達
で
き
な
か
っ
た
。

│
│
閻
連
科
が
『
発
現
小
説
』
を
発
表
、
出
版

し
た
後
、
人
々
は
以
前
借
用
し
て
い
た
そ
れ
ら

の
概
念
や
主
義
と
は
、
ま
さ
に
閻
連
科
が
脱
却

し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
、
さ
ら
に
は
「
リ
ア

リ
ズ
ム
」
を
覆
し
た
の
と
同
様
に
、
覆
そ
う
と

さ
え
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
付
い

た
の
で
あ
る
。
閻
連
科
が
提
起
し
説
明
を
し
た

「
神
実
主
義
」
こ
そ
、
彼
の
世
界
観
と
小
説
の

方
法
論
の
最
も
ま
っ
た
き
反
映
で
あ
る
。
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　『
四
書
』
の
執
筆
と
同
時
に
、
閻
連
科
は
『
発

現
小
説
』
を
書
き
あ
げ
た
。
こ
の
小
説
創
作
を

研
究
し
た
書
は
、
小
説
の
中
で
提
起
さ
れ
た

「
神
実
主
義
」
の
理
論
的
主
張
を
新
た
に
発
見

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
書
い
て
き
た

観
点
や
思
考
を
系
統
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
ま
さ
に
『
発
現
小
説
』
の
執
筆
に
よ
っ

て
、
閻
連
科
は
彼
の
文
学
世
界
の
構
築
を
完
成

し
、
そ
の
他
の
作
家
と
異
な
る
可
能
性
を
備
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
閻
連
科
は
、

「
真
実
」
を
「
捏
造
さ
れ
た
真
実
」「
世
相
の
真

実
」「
生
命
の
真
実
」、
そ
し
て
「
魂
の
深
奥
の

真
実
」
に
区
別
し
た
。
彼
は
、
こ
れ
ら
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
人
体
構
造
が
完
全

に
構
成
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
た
。
こ
れ
に
関
連

し
て
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
も
「
捏
造
さ
れ
た
リ

ア
リ
ズ
ム
」「
世
相
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」「
生
命
の

リ
ア
リ
ズ
ム
」「
魂
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
分
け

た
。
こ
う
し
た
区
分
か
ら
出
発
し
て
、
閻
連
科

は
二
〇
世
紀
の
中
国
作
家
で
あ
る
魯
迅
、
沈
従

文
、
張
愛
玲
、
汪
曾
祺
等
、
ま
た
世
界
文
学
の

代
表
的
作
家
に
対
し
て
、
新
し
い
解
釈
と
位
置

づ
け
を
行
っ
た
。
閻
連
科
の
こ
う
し
た
叙
述

は
、
一
人
の
小
説
家
と
し
て
の
彼
の
独
自
性
を

表
し
て
い
る
。
彼
は
「
真
実
」
を
こ
の
よ
う
に

区
分
し
て
、
も
し
捏
造
さ
れ
た
真
実
が
リ
ア
リ

ズ
ム
か
ら
取
り
除
か
れ
、
語
ら
れ
る
こ
と
が
な

く
な
れ
ば
、
そ
の
ほ
か
の
三
つ
の
真
実
は
、
相

互
に
依
頼
、
浸
透
、
参
照
し
あ
い
、
奥
深
い
文

学
の
境
地
へ
と
次
第
に
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な

る
と
考
え
た
。
歴
史
に
対
す
る
考
察
と
現
在
の

言
語
環
境
に
対
す
る
冷
静
な
観
察
か
ら
、
閻
連

科
は
奥
深
い
リ
ア
リ
ズ
ム
に
向
か
う
に
は
多
く

の
障
壁
が
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
。
ま
さ

に
こ
う
し
た
思
考
の
中
で
、
閻
連
科
は
「
捏
造

さ
れ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
反
抗
し
、「
神
実
主

義
」
の
道
を
歩
む
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
捏
造
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、

「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
注
文
と
虚
構
」
で
あ

り
、
彼
は
捏
造
と
反
捏
造
が
中
国
の
当
代
文
学

史
を
貫
く
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
視
点

か
ら
見
れ
ば
、
閻
連
科
の
こ
こ
数
年
の
小
説
は

「
反
捏
造
」
の
小
説
で
あ
る
と
言
え
、
閻
連
科

は
そ
の
た
め
自
分
を
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
不
肖

の
子
弟
だ
と
称
し
て
い
る
。
彼
は
こ
れ
ま
で
一

貫
し
て
「
世
相
の
真
実
」
か
ら
「
生
命
の
真

実
」
に
入
り
、「
魂
の
真
実
」
へ
と
到
達
し
よ

う
と
試
み
て
い
る
。
こ
の
過
程
は
、
テ
ク
ス
ト

と
世
界
と
の
間
に
真
実
の
関
係
を
再
構
築
す
る

と
同
時
に
、
完
全
に
新
し
い
美
学
世
界
を
も
創

造
し
て
い
く
も
の
だ
。

　
代
表
的
作
家
の
作
品
を
分
析
す
る
中
で
、
閻

連
科
は
「
内
な
る
真
実
」
が
も
つ
概
念
と
、

「
内
な
る
真
実
」
に
向
か
う
二
つ
の
異
な
る
道

を
明
確
に
し
て
い
る
。
閻
連
科
は
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。「
内
な
る
真
実
と
は
、
人
の
魂
や

意
識
の
真
実
で
あ
る
。
外
な
る
真
実
は
、
人
の

行
為
や
事
物
の
真
実
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
現

代
創
作
と
は
、
真
実
へ
の
努
力
と
い
う
方
向
性

の
も
と
で
、
ま
さ
に
こ
の
内
な
る
真
実
と
い
う

目
標
に
向
か
う
努
力
な
の
で
あ
る
」。
彼
は

「
内
な
る
真
実
」
に
向
か
う
道
を
以
下
の
よ
う

に
分
け
て
い
る
。
一
つ
は
外
か
ら
内
に
向
か
う

も
の
で
、
物
語
を
外
側
か
ら
内
部
（
魂
）
に
導

く
も
の
、
も
う
一
つ
は
内
か
ら
外
に
向
か
う
も

の
で
、
物
語
を
内
部
（
魂
）
か
ら
外
部
（
環
境

と
社
会
）
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
内

な
る
因
果
関
〉
1
〈

係
」
の
小
説
に
つ
い
て
、
閻
連
科

は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、「
内
な
る
真
実
」
が

実
現
す
れ
ば
、
小
説
の
真
実
性
は
問
題
で
は
な

く
な
る
と
述
べ
て
い
る
。「
こ
れ
は
、
内
な
る

真
実
の
創
作
に
お
い
て
、
現
実
に
は
存
在
し
て



173──閻連科とは何者か

い
な
い
が
、
人
々
の
精
神
や
魂
の
中
に
は
必
然

的
に
存
在
し
て
い
る
内
な
る
真
実
│
│
内
な
る

精
神
を
探
し
出
し
、
掴
み
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の

内
な
る
因
果
関
係
の
合
理
的
な
論
理
を
探
し
出

し
、
掴
む
こ
と
が
で
き
、
小
説
の
真
実
性
は
も

は
や
考
慮
に
値
す
る
問
題
と
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
」。
こ
の
論
述
に
お
い
て
、
閻
連
科
が

行
っ
た
最
も
重
要
な
点
は
「
内
な
る
真
実
」
と

関
係
す
る
「
内
な
る
因
果
関
係
」
を
世
界
観
と

方
法
論
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
た
こ
と
で

あ
る
。「
内
な
る
因
果
関
係
は
、『
キ
ャ
ッ
チ
＝

22
』
の
よ
う
に
誇
張
、
風
刺
さ
れ
て
も
い
い

し
、『
達
洛
の
否
〉
2
〈

認
』
の
よ
う
に
静
か
で
従
容

と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
ま
た
『
河
の

第
三
の
〉
3
〈
岸
』
の
よ
う
に
厳
粛
で
感
傷
的
で
あ
っ

て
も
よ
い
。
そ
れ
は
あ
る
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
や

個
性
で
は
な
く
、
世
界
を
認
識
す
る
一
つ
の
方

法
で
あ
り
、
現
実
に
入
っ
て
い
く
た
め
の
新
し

い
道
な
の
だ
。
そ
れ
は
一
人
の
作
家
の
文
学
観

や
世
界
観
で
あ
る
。
内
な
る
因
果
関
係
が
作
家

の
世
界
観
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
作
家
の

個
性
や
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
も

し
も
そ
れ
が
創
作
者
の
世
界
観
と
な
れ
ば
、
文

学
は
、
構
造
や
結
果
が
ま
る
で
異
な
る
、
虚
構

か
ら
現
実
を
眺
め
る
望
遠
鏡
を
一
つ
多
く
生
み

出
す
こ
と
と
な
り
、
零
因
〉
4
〈

果
が
残
し
た
疑
惑
を

飛
び
越
え
、
半
因
果
に
よ
る
は
っ
き
り
し
な
い

曖
昧
模
糊
と
し
た
真
実
を
目
の
当
た
り
に
す
る

こ
と
で
、
読
者
は
、
全
因
果
に
よ
っ
て
覆
い
隠

さ
れ
た
内
部
の
深
層
に
入
っ
て
行
く
こ
と
が
で

き
る
の
だ
」。

　
閻
連
科
の
前
述
し
た
様
々
な
観
点
や
思
考
が

「
神
実
主
義
」
が
生
ま
れ
た
背
景
、
理
論
的
前

提
、
論
述
の
立
脚
点
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
ま

で
来
れ
ば
、「
神
実
主
義
」
は
も
う
そ
こ
に
あ

る
。「
創
作
に
あ
た
っ
て
、
す
で
に
あ
る
真
実

の
生
活
の
表
面
的
な
関
係
を
捨
て
去
り
、「
存

在
し
な
い
」
真
実
、
見
え
な
い
真
実
、
覆
い
隠

さ
れ
た
真
実
を
探
し
求
め
る
こ
と
で
、
神
実
主

義
は
、
文
学
者
た
ち
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
遠
ざ
け

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
現
実
と
の
関
係
は
、
生

活
に
お
け
る
直
接
的
な
関
係
で
は
な
く
、
多
く

は
人
間
の
魂
、
精
神
（
現
実
の
精
神
と
実
物
の

内
部
関
係
や
人
と
の
関
係
）、
現
実
を
基
礎
と

し
た
創
造
者
の
特
別
な
考
え
に
依
存
す
る
も
の

で
あ
る
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
そ
れ
は
真
実
や

現
実
に
到
達
す
る
橋
で
は
な
い
。
日
常
生
活
と

社
会
の
現
実
的
土
壌
に
お
け
る
想
像
、
寓
話
、

神
話
、
伝
説
、
夢
、
幻
想
、
魔
術
的
変
化
、
移

植
等
は
、
す
べ
て
神
実
主
義
が
真
実
や
現
実
に

向
か
う
手
法
で
あ
り
道
筋
な
の
だ
」。

　
閻
連
科
の
「
神
実
主
義
」
の
主
張
を
参
照
す

れ
ば
、
閻
連
科
の
近
年
の
小
説
の
文
体
に
お
け

る
探
索
や
新
し
い
試
み
を
、
簡
単
に
形
式
や
テ

ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き

な
い
。『
炸
裂
志
』
に
「
閻
連
科
」
が
登
場
す

る
こ
と
に
は
、
当
然
、
物
語
論
か
ら
様
々
な
技

術
的
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
閻
連
科
が
こ
の
よ
う
に
「
閻
連
科
」
を

登
場
さ
せ
た
の
は
、
純
粋
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問

題
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
彼
自
身
が
創
造
し
た

「
神
実
主
義
」
理
論
と
関
係
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
閻
連
科
は
、
彼
の
精

神
、
魂
と
現
実
の
間
に
繋
が
り
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
「
地
方

志
」
と
い
う
形
式
を
小
説
の
構
造
に
用
い
て
い

る
の
は
、
明
ら
か
に
「
地
方
志
」
が
歴
史
を
記

載
す
る
最
も
典
型
的
な
形
式
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
よ
り
早
い
『
四
書
』
の
構
造
や
形
式

も
同
様
に
、
世
界
観
と
方
法
論
を
体
現
し
て
い

る
。
懺
悔
す
る
知
識
人
が
『
罪
人
録
』
と
『
故

道
』
を
書
き
、
名
前
も
な
い
子
供
が
『
天
的
孩
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子
』
を
口
述
し
、
無
名
の
人
が
『
天
的
孩
子
』

を
整
理
し
、
学
者
が
『
新
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神

話
』
の
原
稿
の
半
分
を
書
く
。
こ
う
し
た
分
担

や
割
り
振
り
は
、
実
は
閻
連
科
の
「
歴
史
」
へ

の
理
解
を
表
し
て
い
る
。
彼
は
、
歴
史
に
お
い

て
異
な
る
人
物
の
運
命
を
区
別
し
た
だ
け
で
は

な
く
、
こ
の
四
部
の
書
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
歴
史
の
過
程
に
お
い
て
起
こ
る
矛
盾
し
た

構
造
や
、
歴
史
の
「
真
実
性
」
を
体
現
す
る
た

め
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
や
物
語
を
復
元
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
説
の
形
式
は
、
こ
こ
に

お
い
て
は
単
純
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
は
な
い
。
同

様
の
状
況
は
、『
日
光
流
年
』
や
『
愉
楽
』
に
も

存
在
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
方
法
論
の

実
践
に
よ
っ
て
、
閻
連
科
は
絶
え
ず
新
し
い
も

の
を
生
み
出
す
原
動
力
や
、「
当
代
中
国
」
を

想
像
す
る
方
法
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

訳
者
注

〈
1
〉 

原
文
は
「
内
因
果
」。
閻
連
科
『
発
現
小

説
』
で
提
唱
さ
れ
た
概
念
。
内
因
果
と
は
、
小

説
に
お
い
て
物
語
や
登
場
人
物
の
行
動
が
進
ん

で
い
く
中
で
、
内
な
る
真
実
に
基
づ
い
て
人
物

や
ス
ト
ー
リ
ー
を
変
化
さ
せ
る
原
因
や
結
果
の

こ
と
を
言
う
。

 〈
2
〉 

作
品
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
た
め
、

中
国
語
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い

る
。

 〈
3
〉 

ブ
ラ
ジ
ル
の
作
家
ジ
ョ
ア
ン
・
ギ
マ
ラ
ン

エ
ス
＝
ロ
ー
ザ
の
短
編
小
説
。
日
本
で
は
翻

訳
が
な
く
、
ま
た
原
文
の
タ
イ
ト
ル
が
不
明
な

た
め
、
中
国
語
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
翻
訳
し
た

（
原
文
で
は
『
河
的
第
三
条
岸
』）。

 〈
4
〉 

閻
連
科
『
発
現
小
説
』
で
提
唱
さ
れ
た
概

念
。
零
因
果
は
物
語
に
お
い
て
起
こ
る
事
柄
の

因
果
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
も
の
、
全
因

果
は
因
果
関
係
を
は
っ
き
り
述
べ
た
も
の
、
半

因
果
は
そ
の
間
の
も
の
。


