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窪
川
鶴
次
郎
さ
ん
の
『
現
代
文
学
論
』
の
、
尨
大
な
一
冊
を
読
み
進
ん
で

ゆ
く
う
ち
に
、
特
別
感
興
を
そ
そ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
ぜ
ら

れ
て
い
る
そ
の
こ
と
が
、
論
と
し
て
読
者
で
あ
る
私
を
承
服
さ
せ
る
と
い
う

ば
か
り
で
な
く
、
一
つ
一
つ
と
読
み
深
め
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
私
の
な
か
の
作

家
と
し
て
の
心
が
目
醒
さ
れ
、
ヒ
ン
ト
を
う
け
、
身
じ
ろ
ぎ
を
始
め
て
文
学

へ
の
情
愛
を
一
層
し
み
じ
み
と
抱
き
直
す
よ
う
な
感
情
に
お
か
れ
た
点
で
あ

る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
六
百
六
十
一
頁
も
あ
る
こ
の
文
学
論
集
を
貫
く
一
つ
の
特

別
な
味
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
著
者
が
『
文
芸
』
二
月
号
に
書
い

て
い
る
「
私
の
批
評
家
的
生
い
立
ち
」
と
合
わ
せ
て
、
私
は
永
年
の
友
達
で
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あ
る
こ
の
著
者
の
人
柄
や
心
持
ち
な
ど
の
真
髄
を
、
あ
ら
た
め
て
印
象
の
う

ち
に
纏
め
ら
れ
た
よ
う
な
心
持
が
し
た
。

　
い
き
な
り
人
に
つ
い
て
云
い
は
じ
め
る
の
は
妙
な
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
先

頃
『
現
代
文
学
論
』
の
評
と
し
て
書
か
れ
た
或
る
文
章
の
な
か
に
、
窪
川
と

い
う
人
は
、
ひ
と
が
皆
馬
鹿
に
見
え
る
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う

な
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
読
ん
だ
と
き
何
だ
か 

喫  

驚 

び
っ
く
り

し
た
。
博
覧
で
あ

る
と
か
、
強
記
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
切
り
は
な
し
て
云
わ

れ
れ
ば
全
く
意
味
も
価
値
も
な
い
こ
と
だ
し
、
よ
し
ん
ば
、
そ
れ
ら
の
条
件

を
批
評
家
と
し
て
活
か
し
て
い
る
に
し
ろ
、
や
は
り
ひ
と
が
馬
鹿
に
見
え
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
一
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

『
現
代
文
学
論
』
を
読
む
と
、
著
者
の
気
質
は
、
ひ
と
が
馬
鹿
に
見
え
る
と
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い
う
よ
う
な
或
る
意
味
で
の
の
ほ
ほ
ん
と
は
、
全
然
対
蹠
的
だ
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
寧
ろ
、
「
私
の
批
評
家
的
生
い
立
ち
」
の
前
半
に
語
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
「
評
論
を
書
い
て
い
る
と
、
論
理
の
容
赦
な
き
発
展
が
、
逆
に

私
自
身
に
何
か
哀
愁
を
さ
え
感
じ
さ
せ
る
」
と
い
う
感
じ
や
す
さ
が
つ
よ
く

現
れ
て
い
る
。
評
論
に
お
け
る
「
現
実
認
識
の
直
接
性
が
、
自
己
の
生
身
の

存
在
に
対
し
て
上
位
に
あ
る
か
の
如
き
意
識
を
絶
え
ず
感
じ
さ
せ
ら
れ
て
い

る
。
批
評
家
は
作
家
た
ち
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
自
分
自
身
に
対
し
て
も
照

れ
臭
い
の
で
あ
る
」
こ
れ
も
な
か
な
か
含
蓄
の
あ
る
感
情
だ
と
思
う
。
こ
の

著
者
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
批
評
家
と
し
て
自
分
の
書
く
も
の
か
ら
蒙
る

「
逆
作
用
」
の
な
か
に
生
き
つ
つ
、
他
の
多
く
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ

へ
の
内
面
的
抵
抗
を
、
歪
ん
で
も
自
分
で
歪
み
の
見
え
な
い
主
観
の
な
か
に
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立
て
こ
も
る
こ
と
で
、
即
ち
評
論
か
ら
随
想
へ
転
落
す
る
方
便
に
求
め
て
い

ず
、
刻
々
の
生
き
た
動
を
執
拗
に
文
学
の
原
理
的
な
問
題
に
引
き
よ
せ
て
理

論
的
に
追
究
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
の
も
、
つ
ま
り
は
批
評
と
い

う
も
の
が
そ
れ
と
し
て
、
批
評
家
の
意
識
や
能
力
に
か
か
わ
ら
ず
指
導
性
を

も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
現
実
に
向
っ
て
の
忠
実
さ
に
よ
る
も
の
な

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
も
し
『
現
代
文
学
論
』
に
何
か
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
読
者
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
昨
今
、
評
論
と
随
想
と
の
区
別
が
ご
ち

ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
多
く
の
評
論
家
は
現
実
評
価
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
た

と
と
も
に
自
分
の
身
ぶ
り
、
ス
タ
イ
ル
、
も
の
の
云
い
ま
わ
し
と
い
う
よ
う

な
と
こ
ろ
で
読
者
を
と
ら
え
て
ゆ
く
術
に
長
け
て
来
て
い
る
た
め
、
読
者
の
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感
覚
が
、
現
実
と
論
理
の
奇
術
は
行
わ
な
い
本
筋
の
評
論
の
骨
格
に
な
じ
み

に
く
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
更
に
本
筋
の
評
論
と
し
て
、
ま
だ
も
っ
と
何
か
を
と
求
め
る
も
の
が
読
者

の
心
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
こ
の
著
者
が
こ
れ
ま
で
は
ど
こ
や
ら
い

つ
も
自
分
の
照
れ
臭
さ
を
克
服
し
き
れ
な
い
で
、
一
気
に
自
分
の
主
題
を
歩

き
ぬ
け
て
来
て
い
る
、
そ
の
力
ま
け
の
よ
う
な
も
の
か
ら
生
じ
て
い
る
線
の

細
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
評
論
家
と

し
て
の
こ
の
著
者
の
内
に
あ
る
、
よ
い
も
の
が
頂
点
ま
で
育
ち
切
っ
て
い
な

い
と
云
う
こ
と
で
、
正
当
な
成
育
を
阻
む
性
質
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
意
味

で
は
な
い
と
思
う
。

　
多
く
の
作
家
た
ち
に
も
恐
ら
く
こ
の
評
論
集
は
読
ま
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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そ
れ
ら
の
人
々
の
心
に
ど
ん
な
感
想
が
湧
い
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
知
り
た
い

よ
う
に
思
う
。

　
こ
の
評
論
集
に
は
昭
和
九
年
ご
ろ
か
ら
今
日
ま
で
の
文
芸
評
論
が
収
め
ら

れ
て
い
て
、
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
文
学
上
の
問
題
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て

は
、
私
も
感
想
を
か
い
た
り
し
て
来
た
。
作
家
の
感
想
の
範
囲
で
あ
る
に
し

ろ
、
評
論
に
近
い
よ
う
な
も
の
も
書
く
一
人
の
読
者
に
、
こ
の
評
論
集
が
、

そ
の
人
間
の
評
論
的
要
素
を
刺
戟
し
な
い
で
、
作
家
と
し
て
の
心
に
あ
る
温

い
動
き
を
与
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
重
ね
重
ね
こ
の
本
の
面
白
い
と
こ
ろ

だ
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
『
現
代
文
学
論
』
一
冊
は
、
評
論
と
し
て
の

正
統
な
理
論
的
追
究
と
同
時
に
、
文
学
の
芸
術
的
因
子
に
こ
ま
か
く
ふ
れ
た

論
考
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
の
だ
と
思
う
。
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こ
の
十
年
の
間
に
、
日
本
の
文
学
は
実
に
激
し
い
風
浪
に
さ
ら
さ
れ
た
。

社
会
の
屋
台
骨
ご
と
揉
ま
れ
て
い
る
。
著
者
が
云
っ
て
い
る
と
お
り
、
「
芸

術
一
般
と
い
う
概
念
ぐ
ら
い
私
た
ち
を
つ
よ
く
支
配
し
て
い
る
も
の
は
な
い
」

に
か
か
わ
ら
ず
、
急
激
な
濤
に
う
た
れ
、
洗
わ
れ
、
文
学
の
問
題
と
し
て
そ

も
そ
も
芸
術
一
般
と
い
う
よ
う
な
概
念
に
立
つ
判
断
が
、
現
実
を
正
し
く
把

握
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
十
分
明
ら
か
に
し
き
ら
な
い
う
ち
、
社

会
生
活
と
文
学
と
は
近
代
文
学
の
本
質
で
あ
っ
た
自
我
を
喪
失
し
、
商
業
主

義
と
政
論
と
が
混
交
し
た
読
者
と
し
て
の
大
衆
の
課
題
を
お
こ
し
、
そ
れ
も

身
に
し
み
て
は
つ
き
つ
め
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
純
文
学
の
通
俗
化
を
伴
い
つ
つ

長
篇
流
行
が
生
じ
、
や
が
て
今
日
は
又
短
篇
の
愛
着
が
見
ら
れ
て
い
る
。
大

人
の
文
学
。
行
動
主
義
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
。
報
告
文
学
。
生
産
文
学
。
何
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と
夥
し
い
呼
び
名
が
こ
の
間
に
響
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
声
々
は
、

あ
る
点
か
ら
見
れ
ば
ま
こ
と
に
悲
痛
な
、
今
日
の
日
本
の
文
学
に
お
け
る
生

け
る
人
間
の
存
在
の
消
失
に
伴
う
つ
む
じ
風
の
唸
り
で
あ
り
、
作
家
と
歴
史

と
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
お
い
て
み
れ
ば
「
個
人
生
活
に
お
け
る
一
貫
性
」
が

砕
け
ゆ
く
過
程
の
叫
び
で
あ
っ
た
。

『
現
代
文
学
論
』
の
第
一
篇
、
第
三
篇
、
第
四
篇
、
第
五
篇
、
第
六
篇
は
、

次
々
に
推
移
し
た
そ
の
よ
う
な
生
活
と
文
学
と
の
相
貌
を
、
具
体
的
な
個
々

の
文
学
現
象
に
ふ
れ
て
、
文
学
的
要
因
か
ら
闡
明
し
て
い
る
。

　
時
間
の
上
か
ら
は
第
一
篇
に
つ
い
で
書
か
れ
た
第
二
篇
は
、
そ
れ
ら
の
諸

問
題
と
必
然
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
云
う
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
評

論
集
全
巻
の
核
心
を
な
す
重
要
な
部
分
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
る
。
日
本
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の
文
芸
批
評
は
、
十
年
ほ
ど
前
に
鑑
賞
批
評
、
印
象
批
評
か
ら
発
展
し
て
、

 
漸  
々 
よ
う
よ
う

社
会
的
文
学
的
に
あ
る
客
観
的
な
意
義
を
も
っ
た
評
価
を
試
る
段
階

に
ま
で
達
し
た
。
そ
の
推
進
の
役
割
を
演
じ
た
も
の
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
の
努
力
は
、
単
に
そ
の
文
学
の
た
め
の
み
な
ら
ず
日
本
の
文
学
全
体
と

し
て
の
成
育
の
た
め
に
、
い
つ
の
時
代
に
な
っ
て
も
無
視
す
る
こ
と
の
出
来

な
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
文
学
作
品
評
価
の
基
準

の
問
題
は
、
夥
し
い
論
議
と
自
身
の
未
成
熟
の
う
ち
に
端
初
的
な
数
歩
を
踏

み
だ
し
た
ば
か
り
で
、
以
来
、
文
学
原
理
の
課
題
と
し
て
正
当
な
発
展
は
さ

せ
ら
れ
な
い
で
い
た
。
こ
の
文
学
評
論
の
著
者
は
、
第
二
篇
の
「
内
容
と
形

式
の
問
題
」
「
文
学
史
と
批
評
の
方
法
」
と
で
、
主
と
し
て
こ
の
極
め
て
大

切
で
あ
っ
て
同
時
に
い
ろ
い
ろ
の
偏
見
に
と
り
か
こ
ま
れ
が
ち
な
文
学
の
価
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値
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
蔵
原
惟
人
の
芸
術

論
の
な
か
で
は
ま
だ
筆
者
自
身
に
と
っ
て
曖
昧
に
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
芸
術
性
と
い
う
も
の
を
も
、
文
学
原
理
と
し
て
、
こ
こ
で
初
め
て
は

っ
き
り
会
得
出
来
る
も
の
と
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
「
文
学
史
と
批
評
の

方
法
」
で
、
著
者
は
過
去
の
理
解
が
、
現
実
の
歴
史
と
の
関
係
で
文
学
史
を

静
的
な
も
の
と
し
、
批
評
を
動
的
な
も
の
と
し
て
区
別
を
も
っ
た
ま
ま
止
っ

て
い
た
誤
り
を
訂
し
て
、
両
者
の
職
能
を
密
接
な
関
連
の
も
と
に
統
一
す
る

こ
と
を
こ
そ
、
批
評
の
本
質
が
批
評
家
に
求
め
て
い
る
も
の
と
し
て
み
て
い

る
。
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
見
る
と
、
第
二
篇
は
、
文
学
の
原
理
的
な
問
題

に
ふ
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら
批
評
家

と
し
て
著
者
自
身
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
任
務
の
性
質
も
ひ
き
出
さ
れ
て
来
て
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い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
著
者
は
、
こ
の
第
二
篇
で
追
究
し
た
諸
点
を

文
芸
評
論
家
と
し
て
の
自
身
の
評
価
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
評
価
の
方
法
と
し
て
、

他
の
諸
篇
に
ふ
く
ま
れ
た
労
作
を
な
し
と
げ
て
い
る
。
文
芸
思
潮
史
と
し
て

こ
の
一
巻
を
ま
と
め
る
こ
と
を
念
願
し
た
と
あ
と
が
き
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

批
評
及
び
文
芸
思
潮
史
の
方
法
と
し
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
数
歩
は
、

日
々
が
あ
わ
た
だ
し
く
て
人
々
の
視
線
も
上
ず
っ
て
い
る
よ
う
な
今
日
の
世

相
の
な
か
で
、
決
し
て
瞠
目
的
な
形
で
は
あ
り
得
ま
い
が
、
し
か
し
、
文
学

の
問
題
と
し
て
は
本
質
的
な
成
長
の
数
歩
で
あ
る
こ
と
を
、
深
く
感
じ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
著
者
が
、
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
文
学
は
生
き
て
い
る
人
間
を
描

く
も
の
と
し
て
、
つ
か
ん
で
い
る
そ
の
勘
ど
こ
ろ
を
飽
く
ま
で
手
離
さ
ず
に
、
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理
論
上
の
歩
み
出
し
も
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
し
ん
か
ら
気
持
よ
く
思
わ
れ

る
。
原
理
的
な
芸
術
性
の
問
題
に
し
ろ
、
結
論
の
流
れ
い
ず
る
源
を
さ
ぐ
れ

ば
、
そ
こ
に
は
現
実
に
生
き
た
人
間
の
芸
術
に
お
け
る
関
係
が
あ
ら
わ
れ
る
。

「
文
学
の
虚
構
の
真
実
」
に
し
ろ
、
「
芸
術
至
上
主
義
の
現
代
的
悲
劇
」
に

し
ろ
、
「
現
代
の
創
作
方
法
論
」
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
云
え
る
。

　
文
学
に
お
い
て
、
創
作
の
方
法
と
い
う
も
の
は
、
何
と
ま
ざ
ま
ざ
と
そ
の

作
家
の
社
会
的
で
芸
術
的
な
生
き
か
た
全
幅
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
も
、
興
味
ふ
か
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
今
日
云
わ
れ
て
い
る

農
民
文
学
と
い
う
も
の
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
、
又
、
読
者
と
し
て
あ
ら
わ

れ
て
い
る
大
衆
と
作
家
と
の
互
の
か
か
わ
り
合
い
か
た
の
真
実
の
姿
に
つ
い

て
、
著
者
は
、
創
作
の
方
法
と
い
う
、
全
く
文
学
独
特
の
因
子
か
ら
つ
き
つ
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め
て
行
っ
て
い
る
。

　
作
家
と
し
て
の
心
が
、
こ
の
よ
う
な
語
り
か
け
に
対
し
て
迚とて
も
知
ら
ん
ふ

り
は
し
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
に
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
著
者
が
ど

こ
ま
で
も
文
学
の
独
自
な
も
の
か
ら
云
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
何
か
を
求
め
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
ぞ
と
い
う
自
分
の
選
択
も
定
ま
ら
な

い
ま
ま
に
今
日
い
ろ
ん
な
小
説
を
片
は
じ
か
ら
読
ん
で
い
る
読
者
層
は
、
こ

の
一
冊
の
本
か
ら
ど
ん
な
に
多
く
の
も
の
を
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
文
学
作

品
を
文
学
の
作
品
と
し
て
理
解
し
て
ゆ
く
た
す
け
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、

読
者
と
し
て
の
自
分
た
ち
が
こ
の
社
会
の
現
実
関
係
の
な
か
で
、
ど
ん
な
関

係
に
お
か
れ
て
い
る
か
も
釈
然
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
感
じ
て
来
る
も
の
は
浅

く
あ
る
ま
い
と
信
じ
ら
れ
る
。

15



「
長
篇
の
形
式
と
内
容
の
問
題
」
で
、
こ
の
著
者
も
昨
今
流
行
の
長
篇
が
、

所
謂
力
作
主
義
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
学
作
品
と
し
て
は
い
ず
れ
も
訴
え

て
来
る
も
の
が
少
く
「
一
番
つ
よ
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
思
想
の
弱

さ
、
曖
昧
さ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
文
学
の
思
想
性
と
い
う

よ
う
な
言
葉
は
随
分
見
か
け
る
が
、
文
学
の
内
の
も
の
と
し
て
の
思
想
と
は

ど
う
い
う
あ
ら
わ
れ
を
も
つ
の
が
本
来
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
そ
れ
は
、
ど
ん

な
思
想
で
も
よ
い
か
ら
強
く
明
確
な
も
の
を
欲
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
云
う

の
で
は
な
い
。
ど
ん
な
思
想
で
も
芸
術
を
美
し
く
輝
か
せ
る
こ
と
が
出
来
る

と
は
云
え
な
い
か
ら
だ
。
又
私
は
、
（
中
略
）
一
つ
の
名
を
持
っ
た
特
定
の

思
想
体
系
に
つ
い
て
云
お
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
芸
術
作
品
に
つ
い

て
思
想
と
云
う
時
、
そ
れ
は
一
般
的
に
作
者
が
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
何
に
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注
目
し
、
そ
れ
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
か
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
云
っ
た
だ

け
で
は
ま
だ
不
充
分
だ
。
作
品
の
与
え
る
感
動
の
質
や
強
弱
や
方
向
や
深
浅

や
大
小
を
、
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る
、
作
品
の
そ
の
関
心
や
理
解
こ
そ
思

想
で
あ
ろ
う
。
感
動
の
性
質
を
よ
そ
に
し
て
作
品
か
ら
思
想
を
抽
出
し
、
評

価
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
作
品
の
思
想
は
、
作

品
の
骨
組
み
で
あ
る
構
成
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
」

　
こ
う
い
う
部
分
は
実
に
面
白
い
と
思
う
。
そ
し
て
本
当
の
こ
と
が
観
察
さ

れ
て
い
る
。
作
品
の
構
成
が
、
通
俗
的
な
ス
ト
ー
リ
イ
と
し
て
で
は
な
く
、

「
大
き
な
世
界
を
そ
の
詳
細
な
見
取
図
に
お
い
て
取
り
扱
う
」
筋
と
し
て
、

「
人
間
関
係
を
表
示
す
る
行
為
が
、
決
定
的
に
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
来
る
」

も
の
と
し
て
会
得
し
た
上
で
、
今
日
流
布
し
て
い
る
長
篇
小
説
の
あ
れ
こ
れ
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の
内
部
に
ふ
れ
て
思
い
到
る
と
き
、
そ
こ
で
は
ど
ん
な
に
屡
々
所
謂
事
件
の

運
び
が
文
学
本
来
の
人
間
追
求
と
し
て
の
筋
に
代
え
ら
れ
て
い
た
り
、
問
題

の
説
明
と
し
て
だ
け
人
間
が
動
か
さ
れ
て
い
た
り
し
て
い
る
か
が
理
解
さ
れ

る
。
読
者
と
し
て
の
私
た
ち
の
胸
に
、
絶
え
ざ
る
満
ち
足
り
な
さ
の
の
こ
さ

れ
る
わ
け
も
、
う
な
ず
か
れ
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。

　
こ
の
こ
と
は
、
作﹅
者﹅
と
作﹅
品﹅
と
、
作
品
が
そ
こ
か
ら
創
り
出
さ
れ
て
来
る

現﹅
実﹅
と
の
三
角
関
係
の
あ
り
よ
う
に
も
か
か
わ
っ
て
来
る
こ
と
が
、
「
現
代

文
学
の
非
恒
常
性
」
の
な
か
で
、
興
味
ふ
か
く
語
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
、
作

品
と
作
者
と
の
関
係
は
、
作
者
の
主
観
的
な
意
欲
や
創
作
熱
意
だ
け
で
解
決

す
る
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
一
方
的
に
作
者
の
主
観
的
な
意
欲
や
創
作
熱

に
基
い
て
表
現
的
努
力
に
ば
か
り
傾
い
て
行
く
と
、
そ
こ
に
は
作
品
の
制
作
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と
い
う
作﹅
品﹅
そ﹅
の﹅
も﹅
の﹅
の﹅
支
配
は
あ
っ
て
も
、
作﹅
者﹅
と﹅
作﹅
品﹅
と﹅
の﹅
関﹅
係﹅
に﹅
対﹅

す﹅
る﹅
作﹅
者﹅
の﹅
支﹅
配﹅
は
な
く
な
っ
て
行
く
ば
か
り
で
あ
る
。
文
学
作
品
と
し
て

書
か
れ
る
べ
き
も
の
が
み
ず
か
ら
の
表
現
を
得
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、

作
者
自
身
の
風
俗
が
展
開
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
「
文
学
は
自
分
自
身
に
対
し

て
い
よ
い
よ
第
三
者
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
」
作
者
と
作
品
と
の
正
常
な

関
係
は
、
作
者
の
熱
意
と
意
企
が
、
書
こ
う
と
す
る
対
象
に
文
学
と
し
て
明

瞭
な
表
現
形
式
を
与
え
よ
う
と
す
る
創
作
過
程
を
、
同
時
に
、
あ
る
表
現
形

式
を
与
え
よ
う
と
す
る
「
作
者
の
方
法
へ
の
自
覚
、
反
省
、
批
判
の
契
機
に

お
い
て
、
対
象
が
ど
の
よ
う
な
現﹅
実﹅
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
も
追
求
す
る
過
程
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
に
」
成
立
す
る
と
云
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

19



　
多
く
の
作
家
た
ち
が
、
或
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
、
わ
か
り
切
っ
た
も
の
だ

と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
学
を
し
て
文
学
た
ら
し
め

る
一
筋
の
道
が
果
し
て
め
い
め
い
の
創
作
過
程
の
な
か
で
今
日
十
分
身
に
つ

け
つ
く
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
青
野
季
吉
氏
が
二
月
の
『
中
央
公
論
』

に
「
作
家
の
凝
視
」
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ら
れ
る
。
現
実
を
凝
視
す
る

粘
り
づ
よ
さ
を
作
家
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
家
が
自
身
の
作
品
に
深

々
と
腰
を
お
ろ
し
て
い
る
姿
に
は
殆
ど
接
し
得
な
い
と
い
う
、
「
作
品
と
作

家
の
間
の
不
幸
な
関
係
は
、
そ
の
ま
ま
で
放
置
す
れ
ば
、
作
品
と
作
家
が
す

っ
か
り
離
縁
し
て
、
て
ん
で
に
何
処
へ
漂
流
す
る
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
小

説
の
前
途
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
不
安
の
説
を
聞
く
が
、
私
に
と
っ
て
は
、

そ
の
離
縁
が
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
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小
説
と
い
う
も
の
は
、
作
家
の
誠
実
な
生
命
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
そ

の
意
味
で
は
容
易
に
産
み
出
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
誰
も
云
う
よ
う
に
『
六

つ
か
し
い
』
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
創
造
と
し
て
の
小
説
の
話
で
あ
っ
て
、

小
説
に
は
、
他
の
芸
術
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
作
者
を
離
れ
て
も
、
手
芸
的

に
制
作
さ
れ
う
る
調
法
な
抜
け
道
が
あ
る
。
そ
の
抜
け
道
を
誰
も
彼
も
心
得

る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
小
説
の
運
命
は
そ
れ
ま
で
だ
。

　
こ
の
時
勢
を
生
き
る
た
め
の
作
家
の
心
構
え
な
ど
、
い
ま
の
私
に
は
聰
明

ぶ
っ
て
説
き
立
て
る
勇
気
は
な
い
が
、
私
に
は
こ
う
云
う
時
勢
の
中
で
、
作

家
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
は
、
執
拗
な
凝
視
で
あ
る
と
強
調
し
た
い
一

念
を
抑
え
難
い
。
」

　
日
本
文
学
の
な
か
で
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
形
で
経
験
さ
れ
た
に
し
ろ
自
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然
主
義
の
時
代
は
背
後
に
し
て
い
る
私
た
ち
今
日
の
作
家
に
と
っ
て
、
現
実

へ
の
凝
視
と
云
う
場
合
、
そ
れ
が
対
象
へ
の
単
に
主
観
的
な
執
拗
な
絡
み
で

あ
っ
て
は
、
文
学
を
健
全
に
お
し
す
す
め
る
力
と
し
て
弱
い
こ
と
が
わ
か
ら

せ
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
現
実
の
凝
視
と
い
う
こ
と
も
、
具
体
的
な
創
作
過

程
に
あ
っ
て
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
『
現
代
文
学
論
』
の
著
者
の
示
し
て
い

る
如
き
、
作
者
と
作
品
と
、
作
品
が
そ
こ
か
ら
つ
く
り
出
さ
れ
て
来
る
現
実

と
の
三
角
関
係
で
、
作
者
と
作
品
と
の
関
係
に
対
す
る
作
者
の
支
配
が
、
不

可
欠
の
条
件
だ
ろ
う
。
近
頃
の
活
動
的
と
目
さ
れ
て
い
る
作
家
た
ち
が
、
昔

の
作
家
の
よ
う
に
「
書
け
な
い
」
と
い
う
苦
し
み
を
ど
こ
か
へ
お
い
て
来
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
つ
し
か
生
じ
て
来
た
「
作
品
と
作
家
が
す
っ

か
り
離
縁
し
て
、
て
ん
で
に
何
処
へ
漂
流
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
（
作
家
の
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凝
視
）
と
い
う
「
手
芸
的
に
制
作
さ
れ
」
（
同
上
）
た
小
説
が
、
ま
と
も
な

文
学
へ
押
し
出
さ
れ
る
道
も
、
文
学
の
道
と
し
て
云
え
ば
、
以
上
の
点
に
、

深
刻
な
連
関
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
小
説
が
「
作
家
の
誠
実
な
生
命
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
」
（
同
上
）
あ
る

た
め
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
作
家
の
意
企
、
作
品
の
主
題
、
及
び
創
作
の

モ
チ
ー
フ
と
い
う
も
の
の
関
係
も
切
実
な
も
の
と
し
て
迫
っ
て
来
る
。
『
現

代
文
学
論
』
第
五
篇
の
「
現
代
文
学
の
非
恒
常
性
」
の
な
か
で
、
著
者
は
こ

の
問
題
に
お
い
て
、
志
賀
直
哉
氏
の
言
葉
と
横
光
利
一
氏
の
言
葉
を
何
と
適

切
に
対
比
し
て
、
批
評
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
志
賀
直
哉
氏
は
「
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
も
モ
チ
ー
フ
が
自
分
の
中
に
起
っ
て

く
れ
な
け
り
ゃ
書
け
な
い
」
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
横
光
利
一
氏
は
そ
れ
に
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対
し
て
こ
う
云
っ
て
い
る
。
「
い
つ
も
文
学
を
文
壇
の
習
慣
と
結
び
つ
け
な

け
れ
ば
棲
息
出
来
ぬ
因
循
さ
が
、
自
然
主
義
以
来
牢
固
と
し
て
脱
け
ず
、
テ

ー
マ
が
あ
っ
て
も
モ
チ
ー
フ
が
な
け
れ
ば
仕
事
は
出
来
ぬ
と
い
う
完
成
に
ま

で
達
す
る
に
到
っ
た
。
」
そ
し
て
横
光
氏
は
、
彼
に
よ
っ
て
何
も
の
か
で
あ

る
如
く
示
さ
れ
る
自
意
識
の
整
理
の
要
と
し
て
モ
チ
ー
フ
を
見
て
い
る
。

「
作
家
の
世
界
像
と
い
う
観
念
構
成
に
関
す
る
希
い
は
、
こ
の
意
識
の
整
理

の
必
要
か
ら
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
云
い
か
え
る
と
、
近
来
の
作

家
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
テ
ー
マ
と
い
う
も
の
は
、
整
理
の
必
要
と
い
う

モ
チ
ー
フ
か
ら
起
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
」

　
だ
が
、
モ
チ
ー
フ
と
は
、
横
光
氏
が
云
う
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
？
　
文
壇
の
習
慣
と
結
び
つ
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

24作家に語りかける言葉



作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ

て
は
愕
き
で
あ
る
と
思
う
。
『
現
代
文
学
論
』
の
著
者
が
、
横
光
氏
の
「
意

識
の
整
理
の
必
要
」
と
い
う
限
り
で
は
、
そ
れ
は
作
家
の
意﹅
図﹅
で
あ
り
得
て

も
、
個
々
の
作
品
の
創
作
に
お
け
る
モ
チ
ー
フ
の
説
明
と
は
な
っ
て
い
な
い

と
し
て
い
る
の
は
、
極
め
て
自
然
に
肯うけ
が
わ
れ
る
。
モ
チ
ー
フ
を
、
「
作
家

の
内
的
要
求
が
、
テ
ー
マ
の
直
観
的
な
端
緒
を
」
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
心
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
に
即
し
て
い
る
。

「
モ
チ
ー
フ
と
は
、
作
品
に
と
っ
て
は
作
者
な
る
母
体
に
つ
な
が
る
臍
の
緒

で
あ
る
」
本
当
に
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
青
野
氏
が
真
情
を
こ
め
て
「
小
説
と
い
う
も
の
は
、
作
家
の
誠
実

な
生
命
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
容
易
に
生
み
出
さ
れ
る
も
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の
で
な
く
」
と
云
わ
れ
る
場
合
、
モ
チ
ー
フ
の
健
全
で
真
正
直
な
理
解
な
し

に
、
作
家
は
ど
こ
か
ら
自
分
の
作
品
へ
の
血
脈
を
見
出
し
て
来
る
こ
と
が
出

来
よ
う
。
モ
チ
ー
フ
は
、
テ
ー
マ
の
直
観
的
な
端
緒
と
云
う
と
き
、
そ
の
現

実
の
内
容
は
豊
富
き
わ
ま
り
な
く
、
或
る
一
つ
の
作
品
を
一
貫
す
る
文
学
的

感
動
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
き
め
る
も
の
も
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
作
者
と
作
品
と

作
品
の
つ
く
ら
れ
て
来
る
現
実
と
い
う
三
つ
の
関
係
へ
、
方
向
を
つ
け
る
必

然
の
力
と
し
て
作
者
の
胸
底
に
湧
き
立
っ
て
来
る
も
の
も
外
な
ら
ぬ
モ
チ
ー

フ
で
あ
っ
て
、
そ
の
生
き
た
脈
う
つ
道
を
辿
っ
て
、
作
家
は
作
品
の
な
か
に

深
々
と
腰
を
お
ろ
し
、
互
の
命
を
生
き
得
る
の
で
あ
る
。

　
臍
の
緒
な
し
に
つ
く
ら
れ
る
「
手
芸
的
作
品
」
氾
濫
の
問
題
は
、
案
外
に

大
き
く
、
真
実
の
意
味
で
の
創
作
の
方
法
を
見
失
っ
た
作
家
が
、
モ
チ
ー
フ

26作家に語りかける言葉



を
さ
え
そ
の
心
胸
か
ら
消
し
て
、
敢
て
苦
し
ま
な
い
と
い
う
不
幸
か
ら
生
じ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
作
家
が
モ
チ
ー
フ
を
つ
よ
く
自
身
の
芸
術
的
魂
の
う
ち
に
求
め
る
と
い
う

態
度
こ
そ
、
現
実
と
自
分
と
い
う
も
の
の
間
に
可
能
な
限
り
自
分
か
ら
の
ヴ

ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
で
鋭
い
関
係
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
モ
チ
ー
フ

を
整
理
の
必
要
と
し
て
感
じ
て
い
る
と
き
、
作
家
は
、
「
在
る
も
の
へ
の
追

随
に
よ
っ
て
世
界
像
を
求
め
る
傾
向
へ
」
と
発
展
せ
ざ
る
を
得
ず
、
今
日
の

生
活
の
な
か
で
、
そ
れ
が
文
学
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
と
い
う

こ
と
は
、
察
す
る
に
余
り
あ
る
。
所
謂
純
文
学
が
或
る
面
で
は
、
案
外
に
文

学
的
内
容
を
低
め
て
い
る
動
機
も
こ
の
よ
う
な
点
と
切
り
は
な
し
て
は
見
ら

れ
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
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私
は
こ
の
『
現
代
文
学
論
』
か
ら
、
自
分
と
し
て
わ
か
っ
て
い
た
筈
だ
っ

た
の
に
、
こ
ん
な
風
に
は
っ
き
り
と
は
分
っ
て
い
な
か
っ
た
と
自
覚
す
る
多

く
の
も
の
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
が
非
常
に
う
れ
し
く
思
え
る
。

　
そ
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
も
思
う
。
こ
の
著
者
が
『
文
芸
』
の
文
章
の
な
か

で
「
兎
に
角
小
説
を
か
き
つ
づ
け
て
い
た
ら
も
っ
と
人
間
が
よ
く
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

も
、
決
し
て
一
概
に
小
説
と
は
云
え
ず
、
今
日
小
説
を
書
き
並
べ
て
い
る
も

の
が
、
人
間
と
し
て
よ
く
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
大
し
た
疑
問
だ
と
も
云

え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
。
著
者
が
益
々
、
文
芸
批
評
の
本
来
性
と
し

て
在
る
極
々
の
要
因
を
、
情
熱
の
源
泉
と
し
て
身
に
つ
け
て
、
細
密
に
し
て

柔
軟
、
逞
し
い
成
長
を
と
げ
て
く
れ
る
こ
と
を
切
望
す
る
の
は
、
作
家
と
し
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て
も
決
し
て
私
一
人
で
は
な
か
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
三
月
〕
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