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本
特
集
編
集
の
思
い
を
、二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
語
っ
て
み
た
い
。

　
ま
ず
一
つ
目
。
昨
春
公
開
さ
れ
た
映
画
に
「
メ
ッ
ト
ガ
ラ
│
│
ド

レ
ス
を
ま
と
っ
た
美
術
館
」（
原
題
“T

he First M
onday in M

ay

”

二
〇
一
六
年
、
ア
メ
リ
カ
）
が
あ
る
。
そ
の
描
写
と
構
成
は
、
二
一

世
紀
社
会
の
中
国
美
術
理
解
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。

　「
メ
ッ
ト
ガ
ラ
」
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
ン
タ
ン
美
術

館
（
Ｍ
Ｅ
Ｔ
）
で
の
特
別
展
に
ち
な
ん
で
開
催
さ
れ
る
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
・
イ
ベ
ン
ト
を
撮
影
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
あ
る
。
撮

影
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
の
テ
ー
マ
は
、「
鏡
の
中
の
中
国
」（“C

hina: 
T

hrough the Looking G

〉
1
〈

lass

”）で
あ
っ
た
。“T

hrough the Look-
ing G

lass

”
と
は
も
ち
ろ
ん
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
、
い
わ
ゆ
る

「
鏡
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
展
覧
会
で
は
、
姿

見
の
鏡
で
あ
る
以
上
に
、
中
国
の
風
俗
を
写
し
取
っ
た
モ
ノ
ク
ロ
時

代
の
映
画
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
展
覧
会
で
展
示
さ
れ
る
の
は
、

中
国
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
現
代
欧
米
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
衣
服
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
確
か
に
中
国
趣
味
を
感
じ
さ
せ

る
品
々
で
あ
る
が
、
中
国
そ
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
中
国
を
正
面

か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
く
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
デ
ザ

イ
ナ
ー
た
ち
に
よ
っ
て
随
意
に
、
あ
る
い
は
恣
意
的
に
、
極
端
に
言

え
ば
「
つ
ま
み
食
い
さ
れ
た
中
国
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
つ
ま
み

食
い
は
、
中
国
の
現
実
・
現
物
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
ス

テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
に
作
り
出
さ
れ
た
中
国
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
映
画
を
源

泉
と
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
が
、「
上
海
特
急
」
で
有
名
な
ア
ン
ナ
・

メ
イ
・
ウ
ォ
ン
（A

nna M
ay W

ong

）
の
姿
態
で
、
彼
女
は
終
生
、

妖
艶
で
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
東
洋
人
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
た
女
優
で
あ

る
。
こ
の
展
覧
会
は
、
こ
の
バ
イ
ア
ス
を
解
く
こ
と
を
目
指
さ
な

古
典
中
国
美
術
の 

復
権
に
向
け
て

木 

島 

史 

雄

●
●
●
●
●

論
　
説
 
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
中
国
古
典
美
術
の
魅
力



アンナ・メイ・ウォン（Anna May Wong）

44

い
。
西
洋
人
に

と
っ
て
不
可

解
・
神
秘
的
な

存
在
と
し
て
映

画
に
描
か
れ
た

中
国
人
女
性
を

出
発
点
と
し

て
、
展
覧
会

「
鏡
の
中
の
中

国
」
は
展
開
す

る
。
そ
の
作
為
は
も
ち
ろ
ん
自
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
展
覧
会
主

催
者
が
、
描
か
れ
た
中
国
を
現
実
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
理
解
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
鏡
の
国
＝
映
画
の
世
界
の
な
か
の
中
国
女
性
、

そ
し
て
そ
の
美
し
さ
を
、
仮
想
の
も
の
と
知
り
な
が
ら
美
に
定
着
し

た
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
作
品
が
、
こ
の
展
覧
会
の
主
人
公
で
あ
る
。
映
画

の
中
で
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ゴ
ル
チ
エ
は
「
中
国
に
行
く
必
要
な
ん

て
な
い
。
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
ら
え
ば
、
そ
れ
が
私
に
と
っ

て
の
中
国
だ
」
と
言
う
。
は
か
ら
ず
も
こ
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、「
中
国
」
あ
る
い
は
、「
中
国
文
化
」「
中
国
美
術
」、
と
り
わ
け

当
代
以
前
の
そ
れ
は
、
ま
じ
め
に
正
面
切
っ
て
立
ち
向
か
う
も
の
で

も
な
け
れ
ば
、
漏
ら
さ
ず
、
ゆ
が
め
ず
理
解
を
試
み
る
対
象
で
も
な

い
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
の
流
行
の
中
で
、
た
ま

た
ま
出
会
っ
た
ゆ
き
ず
り
の
景
色
に
過
ぎ
な
い
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・

デ
ザ
イ
ナ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
た
り
う
る
か
ど
う
か
は
、
唯
一
の
関
心
で
あ
ろ

う
。
世
界
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え

る
こ
と
は
、
中
国
美
術
の
力
を
示
す
こ
と
と
し
て
大
い
に
誇
っ
て
よ

い
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
よ
い
だ
ろ
う
か
。

　
二
つ
目
。
日
本
の
年
間
展
覧
会
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
見
て
み
る
と
、

西
洋
美
術
・
日
本
美
術
の
展
覧
会
が
目
白
押
し
な
な
か
で
、
中
国
美

術
に
関
す
る
も
の
は
極
端
に
少
な
〉
2
〈

い
。
中
国
美
術
品
自
体
は
、「
茶

の
湯
」
展
（
東
京
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
一
日
〜
六
月

四
日
開
催
）
で
も
少
な
か
ら
ず
展
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
も

「
日
本
美
の
粋
、
茶
の
名
品
ず
ら
り
。」
と
い
う
副
題
が
示
す
通
り
、

日
本
美
と
な
っ
た
中
国
美
術
作
品
を
展
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
現
今
、
西
洋
美
術
と
日
本
美
術
の
展
覧
会
は
盛
ん
に
開
催
さ
れ
、

多
く
の
観
覧
者
を
集
め
て
い
る
。
昨
春
「
シ
ャ
セ
リ
オ
ー
展
│
│
一

九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
の
異
才
」
が
東
京
・
上
野
の
国
立

西
洋
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
が
、
シ
ャ
セ
リ
オ
ー
と
聞
い
て
そ
の
絵

を
即
座
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
人
士
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。

グ
レ
ー
ト
・
マ
ス
タ
ー
で
な
い
「
異
才
」
の
レ
ベ
ル
ま
で
、
西
洋
美

術
で
は
紹
介
が
進
ん
で
き
て
い
る
。
ま
た
日
本
美
術
で
は
こ
こ
数
年

の
話
題
を
独
占
し
た
感
の
あ
る
「
若
冲
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
面
か
ら
掘
り
起
し
が
試
み
ら
れ
、
こ
ち
ら
も
観
衆
を
多
く
集

め
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、「
す
ご
い
！
　
び
っ
く
り
！
　
か
わ
い
い
！
　

驚
き
が
い
っ
ぱ
い
」
を
売
り
文
句
と
す
る
半
ば
ゲ
テ
モ
ノ
的
な
明
治
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工
芸
の
作
品
紹
介
も
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
展
覧
会
か
ら
美

術
館
単
位
に
目
を
移
し
て
み
て
も
、
西
洋
美
術
や
日
本
美
術
の
専
門

美
術
館
は
多
く
存
在
す
る
が
、
中
国
美
術
専
門
の
美
術
館
の
数
は
多

く
な
い
。
一
言
で
言
っ
て
、
中
国
美
術
は
忘
れ
去
ら
れ
た
か
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　
日
本
の
中
国
美
術
受
容
の
伝
統
は
長
い
。
そ
し
て
基
本
的
に
は
中

国
美
術
を
中
国
人
の
鑑
賞
に
倣
っ
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
か

に
見
え
る
。
時
に
茶
掛
け
の
よ
う
な
形
で
日
本
独
自
の
美
術
の
一
部

と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
三
蹟
に
先
立
っ
て
三
筆
が
あ
り
、

雪
と
い
え
ば
、「
不
尽
の
高
嶺
に
降
り
け
る
」
そ
れ
よ
り
も
、
簾
越

し
の
そ
れ
の
ほ
う
が
あ
る
い
は
正
統
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
伝
統
は
、
室
町
時
代
に
伝
来
し
た
古
渡
り
と
称
さ
れ
る
品
々
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
近
代
数
奇
者
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ま
で
続
く
で
あ
ろ

う
。
た
し
か
に
日
本
人
は
北
宋
の
峻
厳
な
山
水
画
よ
り
も
南
宋
の
花

鳥
小
品
を
好
ん
で
、
中
国
の
嗜
好
推
移
に
そ
の
ま
ま
追
随
し
た
と
は

い
い
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
受
容
に
は
、
つ
ま
み
食
い
で

は
な
く
、
本
土
・
本
場
ば
り
の
理
解
を
目
指
す
気
概
が
あ
っ
た
と
感

じ
ら
れ
る
。
近
代
、
清
朝
瓦
解
に
伴
う
彼
の
地
の
混
乱
に
遭
っ
て
、

多
く
の
中
国
絵
画
が
日
本
に
流
入
し
た
こ
と
は
、
こ
の
中
国
美
術
と

そ
の
受
容
尊
崇
の
気
配
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

中
国
美
術
を
、
本
土
に
倣
っ
て
受
容
す
る
実
に
長
い
営
み
で
あ
っ

た
。
古
渡
り
の
品
々
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
誇
り
で

あ
っ
た
。
戦
前
成
立
の
諸
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
流
れ
に
乗
る
。

と
こ
ろ
が
そ
れ
が
一
変
す
る
。
国
立
西
洋
美
術
館
が
建
ち
、
ブ
リ
ヂ

ス
ト
ン
美
術
館
が
西
洋
美
術
を
紹
介
す
る
こ
ろ
お
〉
3
〈

い
に
は
、
中
国
美

術
は
主
潮
流
か
ら
外
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
現
状
の
展
覧
会
状
況
に

至
る
。

　
日
本
に
お
け
る
美
、
幾
つ
か
あ
る
う
ち
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
ひ

と
つ
は
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
醸
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
縄
文
火
炎
型
土
器
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
も
、
弥
生
式
土
器
の

無
機
質
的
曲
線
も
、
伏
流
し
、
姿
を
消
し
た
。
そ
ん
な
中
、
表
に
立

つ
に
せ
よ
、
新
た
な
美
意
識
の
糧
に
な
る
に
せ
よ
、
中
国
美
術
は
常

に
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
流
れ
が
、
戦
後
に
わ
か
に
断
ち
切
ら
れ

た
か
に
見
え
る
。
西
洋
美
術
の
鑑
賞
に
シ
ノ
ワ
ズ
リ
を
持
ち
出
す
必

要
は
な
い
が
、
日
本
美
術
を
味
わ
う
に
は
、
唐
土
か
ら
の
舶
載
品
と

そ
れ
を
消
化
し
て
作
り
出
さ
れ
た
国
製
の
品
々
と
の
関
係
も
視
野
に

入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
独
立
し
た
美
の
品
と
し
て
も
、
日
本
美
術

理
解
の
た
め
の
品
と
し
て
も
、
中
国
美
術
は
無
視
し
え
な
い
存
在
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
中
国
美
術
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
西
洋
で

も
、
日
本
で
も
、
現
在
、
中
国
美
術
は
、
な
に
や
ら
少
し
な
じ
み
の

な
い
「
ち
ょ
っ
と
し
た
話
題
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
事
態
に
対
し
て
、
私
は
大
変
残
念
に
と
い
う
か
、
と
て
も

「
も
っ
た
い
な
く
」
思
う
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
な
い
我
々
、
も
し
く

は
育
っ
た
環
境
が
近
く
、
エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム
に
依
存
し
な
く
て
よ
い
日



46

本
人
に
と
っ
て
も
、
中
国
美
術
は
大
き
な
価
値
を
持
つ
か
ら
で
あ

る
。
で
は
そ
の
魅
力
は
十
分
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
、
魅
力
に
到
達

す
る
手
法
は
開
示
・
周
知
さ
れ
て
い
る
か
。
否
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
美
術
鑑
賞
は
、
現
在
、
そ
の
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め

の
手
法
が
確
立
し
て
い
な
い
。
本
特
集
の
鷹
巣
論
考
に
も
あ
る
よ
う

に
、
学
校
の
美
術
教
育
は
、
作
品
制
作
に
重
点
が
置
か
れ
、
美
術
品

へ
の
言
及
は
、
む
し
ろ
世
界
史
や
日
本
史
の
文
化
史
に
た
よ
る
状
況

で
あ
る
。
文
化
史
の
中
で
は
、
作
者
名
を
こ
た
え
る
た
め
の
画
像
暗

記
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
て
、
本
来
芸
術
が
持
つ
「
正
解
も
序
列
も
な

い
魅
力
の
世
界
」
と
い
う
特
色
が
、
そ
こ
に
は
立
ち
現
れ
な
い
。

「
美
術
」
と
名
乗
る
授
業
科
目
で
あ
ま
り
に
作
品
制
作
に
偏
る
こ
と

は
、
人
生
を
豊
か
に
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
を
叙
述
し
終
え
て
、
よ
う
や
く
「
二
一
世
紀
か
ら
の
視
線
」

を
か
た
る
段
に
な
っ
た
。
二
一
世
紀
と
は
未
来
の
こ
と
で
は
な
く
、

現
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
在
の
視
点
で
中
国
古
典
美
術
を

ど
う
見
る
か
と
い
う
こ
と
が
こ
の
特
集
の
趣
旨
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

「
過
去
の
遺
物
」
と
し
て
処
理
し
て
可よ

い
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
。

現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
古
典
美
術
が
持
つ
価
値
は
何
か
を
考
え

て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
二
一

世
紀
自
体
の
特
質
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
現
代
文
化
の
最
大
の
特
色
は
、
す
べ
て
の
事
態
を
デ
ー
タ
化
し
て

処
理
し
よ
う
と
い
う
思
考
で
あ
る
。
食
事
の
満
足
度
は
ネ
ッ
ト
サ
イ

ト
の
星
の
数
で
表
現
さ
れ
、
そ
こ
で
は
個
人
の
嗜
好
や
体
調
は
閑
却

さ
れ
る
。
進
む
べ
き
大
学
は
、
学
風
や
地
域
性
以
上
に
就
職
状
況
や

大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
の
順
位
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
の

伝
達
は
コ
ト
バ
と
数
字
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
限
り
に
お
い
て
許
容

さ
れ
、
そ
れ
に
よ
ら
な
い
言
表
は
「
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
な

い
」
と
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
会
社
の
価
値
は
株
価
総
額
で

は
か
ら
れ
、
個
人
の
価
値
は
給
与
の
多
寡
で
比
べ
ら
れ
る
。
そ
の
行

き
着
く
先
は
、
細
か
な
味
の
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
を
「
お
い
し
い
」
と
い

う
言
葉
で
押
し
つ
ぶ
す
こ
と
で
あ
り
。
人
へ
の
感
情
を
「
愛
し
て

る
」
と
い
う
抽
象
語
で
遺
言
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
絶
賛
さ
れ
る
仕

業
と
な
る
。
好
ま
し
い
食
事
に
出
会
え
ば
、「
お
い
し
い
」
と
も
い

わ
ず
、「
酸
味
と
舌
触
り
の
組
み
合
わ
せ
が
絶
妙
で
」
と
も
い
わ

ず
、「
お
か
わ
り
を
く
だ
さ
い
」
と
い
え
ば
よ
く
、
死
に
際
の
別
れ

が
た
さ
を
伝
え
る
に
は
、
な
じ
み
の
な
い
抽
象
語
を
振
り
回
さ
ず
と

も
、
手
を
握
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
本
来
、
コ
ト
バ
で
も
数
字

で
も
な
い
感
情
や
気
持
ち
を
、
コ
ト
バ
と
数
字
に
変
換
す
る
こ
と
に

人
々
は
疲
れ
始
め
て
い
る
。
二
一
世
紀
の
病
巣
で
あ
る
。
昨
今
の
政

治
家
の
反
知
性
主
義
的
発
言
が
好
評
を
博
す
の
も
、
同
根
で
あ
ろ

う
。
理
性
的
な
論
理
判
断
に
従
え
ば
言
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を

「
奴
ら
は
嫌
い
だ
」
と
感
情
に
ま
か
せ
、
自
ら
の
理
解
で
き
な
い
古

典
芸
能
を
費
用
対
効
果
を
理
由
に
無
意
味
な
も
の
と
断
定
す
る
。
い

ず
れ
も
コ
ト
バ
と
数
字
疲
れ
が
も
た
ら
し
た
暴
走
と
み
え
る
。
政
治

家
や
官
僚
な
ど
の
公
人
は
、
い
な
社
会
生
活
を
送
る
「
人
」
は
、
そ
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の
立
場
に
あ
る
限
り
に
お
い
て
知
性
と
論
理
と
、
つ
ま
り
は
コ
ト
バ

と
数
字
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
し
、
行
動
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

で
は
公
人
は
、
立
場
か
ら
く
る
コ
ト
バ
と
数
字
の
圧
力
か
ら
、
ど
う

す
れ
ば
生
身
の
「
ヒ
ト
」
を
護
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

常
に
コ
ト
バ
と
数
字
の
勝
者
に
疑
似
的
に
身
を
託
す
こ
と
に
よ
っ
て

こ
と
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
が
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
で
あ
る
。
コ
ト
バ

と
数
字
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
の
対
象
世
界
の
措
定
か
ら
脱
却
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
が
「
禅
」
で
あ

る
。
そ
し
て
芸
術
が
あ
る
。
芸
術
は
、
対
象
を
持
っ
て
は
い
る
が
、

コ
ト
バ
と
数
字
は
主
人
公
で
は
な
い
。
造
形
芸
術
も
、
音
楽
芸
術

も
、
コ
ト
バ
と
数
字
を
超
え
て
、
個
人
の
個
別
性
や
嗜
好
に
対
応
し

な
が
ら
快
を
も
た
ら
す
。
芸
術
と
人
の
間
に
言
葉
と
数
字
が
介
在
す

る
必
要
は
な
い
。
文
学
で
さ
え
も
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
コ
ト
バ

は
、
辞
書
的
に
概
念
を
表
す
コ
ト
バ
か
ら
逸
脱
し
、
あ
た
か
も
絵
画

や
音
楽
の
よ
う
に
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
と
な
る
。

「
面
積
一
号
あ
た
り
幾
ら
」
も
、「
書
店
売
り
上
げ
何
位
」
も
、
コ
ン

ク
ー
ル
優
勝
も
、
芸
術
に
と
っ
て
、
な
べ
て
数
字
は
ノ
イ
ズ
で
あ

る
。
話
を
戻
そ
う
。
コ
ト
バ
と
数
字
に
疲
れ
た
二
一
世
紀
人
に
と
っ

て
、
芸
術
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
で
は
諸
芸
術
の
中
で
、
中
国
美

術
は
ど
の
よ
う
な
価
値
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　
昭
和
・
戦
後
に
美
術
鑑
賞
の
焦
点
が
西
洋
美
術
に
遷
っ
た
所
以
は

何
か
と
考
え
て
み
る
と
、
西
洋
美
術
館
、
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
美
術
館
の

開
館
を
き
っ
か
け
と
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
主
因
は
、
芸
術
の
嗜
好

に
ま
で
及
ん
だ
国
粋
主
義
的
抑
圧
か
ら
の
開
放
と
い
う
要
素
が
大
き

か
ろ
う
。
た
ぶ
ん
印
象
派
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
近
代
美
術
の
目
新

し
い
宣
伝
提
示
が
、「
明
る
い
戦
後
」
に
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
で
中
国
美
術
の
魅
力
が

減
退
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
一
時
的
な
風
潮
で
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ

た
諸
文
化
が
、
も
と
も
と
そ
れ
自
身
に
魅
力
が
あ
れ
ば
、
復
活
し
て

く
る
。
近
時
の
リ
バ
イ
バ
ル
の
例
と
し
て
は
、
仏
像
、
キ
モ
ノ
、
和

菓
子
、
そ
し
て
日
本
美
術
で
は
刀
剣
な
ど
が
あ
る
。
刀
剣
に
顕
著
な

よ
う
に
、
リ
バ
イ
バ
ル
に
は
き
っ
か
け
が
あ
っ
て
、
刀
剣
の
場
合
は

「
刀
剣
乱
舞
」
と
い
う
オ
ン
ラ
イ
ン
・
ゲ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
仏
像
で

は
『
見
仏
〉
4
〈

記
』
で
あ
っ
た
。
本
質
的
な
魅
力
（
＝
底
力
）
が
あ
れ

ば
、
き
っ
か
け
次
第
で
復
活
す
る
。
で
は
そ
の
底
力
と
は
何
で
あ
る

か
。
芸
術
と
し
て
の
優
秀
さ
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え

て
以
下
の
点
が
要
件
と
な
ろ
う
。
十
分
な
作
品
量
、
鑑
賞
の
利
便
、

そ
し
て
鑑
賞
の
蓄
積
の
三
点
で
あ
る
。
中
国
美
術
は
こ
の
点
を
す
べ

て
満
た
し
て
い
る
。
悠
久
の
歴
史
と
広
い
地
域
と
、
そ
し
て
種
々
の

ジ
ャ
ン
ル
で
作
り
出
さ
れ
た
美
術
品
は
、
膨
大
で
あ
り
、
種
々
の
嗜

好
に
耐
え
る
だ
け
の
豊
富
な
方
向
性
を
持
つ
。
洗
練
に
も
力
強
さ
に

も
、
繊
細
に
も
野
太
さ
に
も
、
お
上
品
に
も
カ
ジ
ュ
ア
ル
に
も
、
知

的
に
も
衝
動
的
に
も
、
個
人
的
鑑
賞
に
も
集
団
鑑
賞
に
も
、
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
も
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に
も
、
多
色
か
ら
水
墨
ま
で
、
あ
ら

ゆ
る
美
意
識
に
応
え
る
作
品
の
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
。
西
洋
美
術

で
い
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
か
ら
以
降
の
総
体
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
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工
芸
に
関
し
て
は
は
る
か
に
西
洋
を
凌
駕
す
る
。
そ
し
て
最
大
の
奥

深
さ
の
相
違
は
、「
書
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
存
否
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
本
文
中
の
下
野
論
文
を
閲
さ
れ
た
い
。

　
鑑
賞
の
利
便
と
い
う
点
で
も
、
優
越
す
る
。
飛
鳥
時
代
の
仏
教
輸

入
に
始
ま
り
、
古
渡
り
か
ら
戦
前
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ま
で
数
多
く
の

中
国
美
術
品
が
舶
載
さ
れ
、
全
国
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
先
に

も
記
し
た
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
茶
の
湯
な
ど
の
日
本
美
術
の
名
品

と
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
原
初
の
受
容
に
立
ち
返
っ

て
、
そ
れ
を
中
国
美
術
の
作
品
と
し
て
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能

で
あ
る
。

　
そ
し
て
鑑
賞
の
蓄
積
。
東
洋
の
芸
術
鑑
賞
の
特
質
と
し
て
、
作
品

と
鑑
賞
者
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
、
鑑
賞
者
同
士
の
交
感
を
重
視
す
る

点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
書
画
に
あ
っ
て
は
、
作
品
を
鑑
賞
者

が
見
る
と
い
う
接
触
だ
け
で
な
く
、
次
の
鑑
賞
者
は
先
立
つ
鑑
賞
者

の
題
跋
を
よ
み
、
印
記
を
見
て
自
ら
の
鑑
賞
体
験
を
重
ね
て
ゆ
く
。

　
中
国
美
術
は
モ
ノ
と
し
て
の
優
秀
さ
に
加
え
、
十
分
な
作
品
量
、

鑑
賞
の
利
便
、
そ
し
て
鑑
賞
の
蓄
積
の
三
点
い
ず
れ
も
条
件
を
満
た

し
、
復
活
の
契
機
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
国
美
術
と
い
う
豊

饒
の
海
が
、
実
は
目
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
中
国
美
術
復
活
の
き
っ
か
け
に
な
り
う
る
事
態
が
い
く
つ

か
生
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
西
洋
美
術
史
の
呪
縛
か
ら
の
解
放
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
戦
後
、
鑑
賞
対
象
が
西
洋
の
も
の
に
シ
フ
ト
し

た
次
第
は
先
に
記
述
し
た
が
、
じ
つ
は
芸
術
鑑
賞
の
や
り
方
自
体
が

西
洋
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
相
性
の
良
く
な
い
中
国
美
術
が
評

価
を
下
げ
た
と
い
う
事
態
が
あ
る
。
現
在
最
も
先
鋭
的
で
説
得
力
を

持
つ
「
中
国
美
術
史
」
の
書
籍
の
一
つ
で
あ
る
ク
レ
イ
グ
・
ク
ル
ナ

ス
のArt in C

〉
5
〈

hina

は
そ
の
こ
と
を
冒
頭
で
指
摘
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
疑
い
を
持
た
ず
に
親
し
ん
で
い
る
「
美

術
」
や
「
芸
術
」
の
枠
組
み
自
体
が
西
洋
起
源
で
、
か
な
ら
ず
し
も

そ
れ
が
東
洋
の
実
態
に
合
わ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
西
洋
美
術
の
三
大
要
素
で
あ
る
建
築
・
彫
刻
・
絵
画
の
う
ち
、
一

般
に
美
術
と
い
う
と
き
、
東
洋
で
は
建
築
を
第
一
に
置
く
こ
と
は
ま

ず
な
い
。
ま
た
彫
刻
も
、
仏
像
と
い
う
優
れ
た
作
品
群
が
存
在
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
識
人
の
鑑
賞
対
象
と
は
長
く
な
っ
て
い
な

か
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
東
洋
に
は
「
書
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
、
こ

れ
こ
そ
が
芸
術
の
最
高
位
を
占
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
偏
り
が
自

覚
さ
れ
始
め
て
い
る
。
先
に
も
言
及
し
た
よ
う
に
、刀
剣
は
、明
治
に

輸
入
さ
れ
た
「
美
術
史
」
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
工
芸
の
中
の
金
工

の
中
の
さ
ら
に
そ
の
一
分
野
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
・

ゲ
ー
ム
と
い
う
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
そ
の
魅
力
が
再
認
識
さ

れ
た
。
ま
た
茶
の
湯
は
、
絵
画
や
書
の
み
な
ら
ず
、
陶
芸
・
建
築
・

木
工
・
竹
工
・
金
工
を
含
む
総
合
的
な
芸
術
と
の
出
会
い
の
場
で
あ

る
が
、
そ
こ
で
は
単
な
る
芸
術
品
並
列
の
展
示
場
で
は
な
く
、
個
々

の
作
品
が
、
他
の
も
の
と
の
有
機
的
関
係
を
構
築
し
、
相
互
に
影
響

し
あ
っ
て
美
的
体
験
を
構
成
し
て
ゆ
く
。
西
洋
で
は
美
術
館
の
壁
に

掛
か
る
油
絵
が
、
季
節
や
鑑
賞
者
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
を
変
え
る
こ
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と
は
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
、単
体
で
は
最
高
級
で
は
な
い
茶
碗
が
、

季
節
や
掛
け
軸
や
、
床
の
花
や
、
そ
し
て
何
よ
り
も
客
の
嗜
好
と
の

関
係
で
最
高
の
美
的
体
験
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
こ
と
は
あ
る
。

茶
碗
も
、
客
の
手
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
評
価
は
変
わ
っ
て
よ
い
。
こ

の
よ
う
な
芸
術
受
容
が
認
知
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
絵
画
に
関
し
て
も
、

絵
画
単
体
の
平
面
造
形
と
し
て
の
優
劣
だ
け
で
な
く
、
画
巻
の
後
ろ

に
付
け
ら
れ
た
題
跋
や
、
所
蔵
者
の
変
遷
、
製
作
者
の
学
術
・
文
学

業
績
な
ど
と
の
関
係
で
新
た
な
楽
し
み
方
が
許
容
さ
れ
る
。
確
か
に

か
つ
て
の
文
人
趣
味
に
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
稚
拙
な
絵
画
や
書
が
、

製
作
者
の
政
治
的
知
名
度
を
背
景
に
理
不
尽
に
評
価
さ
れ
た
こ
と
が

あ
り
、
こ
れ
は
美
術
史
研
究
で
嫌
悪
さ
れ
忌
避
さ
れ
て
き
た
。
た
し

か
に
行
き
過
ぎ
も
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
絵
画
や
書
を
造
形
作
品
と

し
て
だ
け
見
る
こ
と
の
理
不
尽
さ
も
承
知
さ
れ
て
よ
い
。

　
さ
ら
に
芸
術
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
の
西
洋
的
理
解
は
東
洋
の

そ
れ
と
か
な
り
異
な
る
伝
統
を
も
っ
て
い
る
。
偶
像
崇
拝
を
禁
じ
る

一
神
教
の
系
譜
は
、
非
言
語
的
関
係
へ
の
警
戒
と
し
て
ラ
カ
ン
の
母

子
間
言
語
活
動
理
解
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
東
洋
で
は
、
老
荘
思

想
が
対
象
を
分
割
し
て
「
コ
ト
バ
」
と
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
を
語
っ

て
以
来
、
言
語
に
よ
る
世
界
把
握
へ
の
諦
め
が
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
コ
ト
バ
と
芸
術
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
東
西
の
相
違
も
認

識
さ
れ
始
め
て
い
る
。
長
い
東
洋
的
伝
統
と
強
力
な
西
洋
的
枠
組
み

が
対
置
さ
れ
、
相
互
に
理
解
さ
れ
る
状
況
は
整
い
つ
つ
あ
る
。
西
洋

的
・
美
術
史
的
な
、
造
形
性
だ
け
を
評
価
対
象
と
す
る
考
え
の
束
縛

は
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
美
術
史
的
な
も
の
と
相
性
の
良
く

な
い
東
洋
の
そ
れ
に
と
っ
て
幸
い
な
事
態
で
あ
る
。
西
洋
美
術
史
に

範
を
と
っ
た
概
説
書
の
中
か
ら
分
野
と
存
在
意
義
を
探
し
出
す
の
で

は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
楽
し
ま
れ
方
に
従
順
に
対
応
し
て
芸
術
が
鑑

賞
さ
れ
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
の
在
り
方
へ
の
束
縛
は
緩
み
始

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
東
洋
美
術
、
中
国
美
術
復
権
の

大
い
な
る
手
助
け
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
情
報
社
会
の
仕
組
み
に
疲
れ
た
現
代
人
に
と
っ
て
、
芸
術
の
意
義

は
大
き
い
。
そ
し
て
日
本
人
に
と
っ
て
、
諸
芸
術
の
中
で
中
国
美
術

は
、
優
秀
作
品
の
豊
富
さ
、
容
易
さ
、
そ
し
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
鑑

賞
の
伝
統
を
考
慮
す
れ
ば
、
西
洋
美
術
以
上
の
恩
恵
を
も
た
ら
す
力

を
持
つ
。

　
二
つ
目
に
は
逆
説
的
で
あ
る
が
、
コ
ト
バ
と
い
う
形
の
研
究
蓄
積

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
東
洋
・
中
国
美
術
史
研
究
の
進
展
で
あ
っ

て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
時
系
列
・
地
域
分
布
な
ど
が
明
ら
か
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
年
代
や
地
域
の
情
報
に
従
っ
て
モ
ノ
の
価
値
を

変
え
る
こ
と
は
芸
術
鑑
賞
と
し
て
は
不
純
で
あ
ろ
う
が
、
目
の
前
の

良
い
作
品
と
並
ぶ
名
品
を
さ
ら
に
見
た
い
と
思
っ
た
と
き
に
、
美
術

史
研
究
は
極
め
て
有
用
で
あ
る
。
あ
る
い
は
見
方
に
新
し
い
展
開
が

得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
写
真
や
複
製
技
術
の
進
歩
に
よ
っ
て
、

美
術
史
研
究
は
正
確
さ
を
増
し
て
い
る
。
茶
碗
を
二
次
元
平
面
の
美

術
全
集
写
真
の
限
界
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
う
こ
と
は
愚
で
あ
る
が
、

モ
ノ
を
文
字
だ
け
で
記
録
・
評
価
し
て
い
た
時
代
に
比
し
て
、
周
縁



50

情
報
の
精
度
は
向
上
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
恩

恵
は
大
き
い
。

　
時
代
と
地
域
の
懸
隔
の
た
め
に
、
そ
し
て
契
機
が
得
ら
れ
な
い
た

め
に
見
失
わ
れ
が
ち
な
中
国
美
術
を
、
叙
述
の
量
は
十
分
で
な
く
と

も
、
視
野
の
正
面
に
据
え
、
そ
の
魅
力
を
語
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
美
術
復
権
の
環
境
が
整
い
つ
つ
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
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