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は
し
が
き

　
社
会
現
象
の
過
程
は
、
全
体
性
に
お
い
て
の
み
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
そ
れ
を
部
分
的
に
、
局
所
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
昭
和
四
年
の
文
壇
に
起
こ
っ
た
現
象
の
過
程
も
、
他
の
社

会
現
象
と
の
連
関
に
お
い
て
、
ま
た
、
少
な
く
も
最
近
数
年
間
の
過
程
と
の

連
関
に
お
い
て
の
み
、
は
じ
め
て
理
解
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
企
図
は
は
じ
め
か
ら 

放  

擲 

ほ
う
て
き

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
た
だ
若
干
の
特
徴
的
な
事
実
を
列
挙
し
、
そ
れ
に
対
す
る
簡
単
な
解
説

を
加
え
る
こ
と
だ
け
で
満
足
し
、
そ
れ
以
上
の
仕
事
は
読
者
自
身
に
一
任
し
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て
お
こ
う
と
思
う
。

　
そ
れ
に
私
は
い
ま
正
確
な
資
料
を
前
に
お
い
て
こ
の
文
章
を
起
草
し
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
思
い
出
す
ま
ま
に
筆
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

記
憶
の
不
正
確
を
お
そ
れ
て
、
具
体
的
な
記
述
に
入
る
こ
と
は
な
る
べ
く
避

け
よ
う
と
思
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
許
さ
れ
た
程
度
の
紙
面
で
は
、
具
体
的
記

述
に
わ
た
る
こ
と
は
、
実
際
に
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
て
も
で
き
る
も
の
で
な

い
。

　
な
る
べ
く
公
平
に
見
て
ゆ
こ
う
と
思
う
の
だ
が
、
こ
れ
も
畢
竟
私
の
眼
で

見
た
公
平
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
す
べ
て
の
人
が
私
と
同
じ
眼
を
も
っ
て
い
な

い
以
上
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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一
　
通
俗
小
説
の
勢
力

　
最
も
多
数
の
読
者
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
最
も
大
量
に
生

産
さ
れ
る
新
聞
と
雑
誌
と
の
文
芸
欄
を
占
有
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

通
俗
小
説
の
勢
力
は
、
今
年
に
お
い
て
も
少
し
も
衰
退
を
見
せ
な
い
の
み
な

ら
ず
、
か
え
っ
て
、
ま
す
ま
す
読
書
界
の
寵
児
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
顔

触
れ
は
大
体
に
お
い
て
変
化
を
見
な
い
。
依
然
と
し
て
菊
池
寛
で
あ
り
、
三

上
於
莵
吉

お
と
き
ち

で
あ
り
、
中
村
武
羅
夫
で
あ
り
、
加
藤
武
雄
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

れ
ら
の
第
一
線
の
作
家
が
、
従
来
主
と
し
て
、
新
聞
と
婦
人
雑
誌
と
に
よ
っ

て
い
た
の
が
、
近
年
目
だ
っ
て
、
娯
楽
雑
誌
に
ま
で
進
出
し
て
、
娯
楽
雑
誌

専
属
の
お
抱
え
作
家
の
勢
力
が
急
激
に
閉
息
し
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
、
い
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わ
ゆ
る
「
文
壇
」
か
ら
、
通
俗
小
説
の
作
家
が
頻
々
と
し
て
現
れ
て
き
た
こ

と
は
、
特
に
昭
和
四
年
度
に
お
け
る
著
し
い
特
徴
の
一
つ
だ
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
十
九
世
紀
の
後
半
に
フ
ラ
ン
ス
あ
た
り
の
文
壇
に
お
こ
っ
た
現
象
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
や
、
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ー
の
よ
う
な
作
家

を
輩
出
せ
し
め
た
の
と
同
じ
現
象
、
す
な
わ
ち
金
の
力
が
最
も
力
強
く
作
家

の
創
作
活
動
を
刺
激
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
現
象
に
外
な
ら
な
い
と
私
は

思
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
原
動
力
は
金
で
あ
る
。
社
会

の
全
面
を
あ
げ
て
、
現
代
は
ゴ
ー
ル
ド
・
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
代
で
あ
る
。
金
が

作
家
の
創
作
の
刺
激
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
従
来
の
日
本
作
家
に
は
、

ま
だ
ま
だ
こ
の
意
味
で
は
、
封
建
時
代
の
文
人
気
質
が
多
く
残
っ
て
お
り
、

ど
ん
な
に
勘
定
高
い
文
人
で
も
、
他
の
職
業
人
に
比
べ
る
と
ま
だ
ま
だ
金
銭
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に
対
す
る
観
念
が
淡
白
で
あ
っ
た
し
、
ど
ん
な
に
収
入
の
多
い
作
家
で
も
、

そ
の
所
得
額
平
均
十
万
円
の
単
位
を
突
破
し
得
る
人
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

ろ
う
と
思
う
。
だ
が
産
業
合
理
化
の
段
階
に
は
い
っ
た
資
本
主
義
の
現
段
階

で
は
、
清
貧
に
甘
ん
じ
た
り
、
怠
け
て
い
た
り
、
濫
費
し
た
り
す
る
こ
と
は
、

文
人
に
と
っ
て
も
美
徳
で
は
な
く
て
か
え
っ
て
悪
徳
と
な
る
。
今
や
刊
行
物
、

換
言
す
れ
ば
出
版
資
本
の
集
中
と
、
出
版
物
の
大
量
生
産
と
は
、
流
行
作
家

を
ま
す
ま
す
流
行
作
家
と
し
、
二
流
以
下
の
作
家
を
、
も
は
や
名
前
だ
け
で

は
何
の
力
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
位
置
に
没
落
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
急

激
に
作
家
の
淘
汰
を
行
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は

金
融
寡
頭
政
治
の
社
会
と
よ
く
似
て
い
る
。
第
一
流
の
地
位
は
独
占
的
で
、

あ
ら
ゆ
る
変
化
を
通
し
て
強
固
で
あ
る
が
、
第
二
流
以
下
に
お
い
て
は
、
自
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由
競
争
が
最
も
露
骨
に
、
最
も
無
慈
悲
に
行
わ
れ
る
。
二
流
作
家
と
か
中
堅

作
家
と
か
に
属
す
る
人
た
ち
は
、
も
は
や
、
か
け
だ
し
の
新
作
家
と
同
じ
立

場
に
た
っ
て
、
存
在
の
た
め
に
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
形
勢
の
下
で
は
、
精
力
的
な
作
家
が
生
き
の
こ
る
。
前
に
あ
げ

た
四
人
は
、
た
だ
思
い
つ
い
た
ま
ま
に
あ
げ
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
四
人

が
四
人
と
も
、
著
し
く
精
力
的
な
の
が
目
立
つ
。
い
ま
イ
ギ
リ
ス
の
通
俗
小

説
の
寵
児
、
エ
ド
ガ
ー
・
ウ
ォ
ー
レ
ス
の
ご
と
き
は
、
数
週
間
も
彼
の
新
刊

が
出
ぬ
と
、
ウ
ォ
ー
レ
ス
は
病
気
で
も
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
読
者
が
あ
や

し
む
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
程
に
精
力
的
な
こ
と
が
通
俗
作
家
に
は
必
要
な

の
だ
。
そ
れ
程
で
は
な
い
に
し
て
も
、
今
、
二
三
ヶ
月
三
上
於
莵
吉
の
名
前

が
、
ど
の
新
聞
に
も
雑
誌
に
も
見
え
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
読
者
は
き
っ
と
、
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「
三
上
さ
ん
は
ま
だ
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
あ
や
し
む
に
相
違
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
通
俗
小
説
は
今
も
昔
も
、
そ
し
て
近
い
将
来
に
も
、
ま

す
ま
す
多
数
の
読
者
を
獲
得
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
二
　
全
盛
期
を
過
ぎ
た
大
衆
文
学

　
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
学
は
、
昨
年
を
全
盛
期
と
し
て
、
今
年
は
少
し
下
火
に

向
か
っ
た
よ
う
な
観
が
あ
る
。
『
赤
穂
浪
士
』
三
巻
を
完
成
し
、
『
ご
ろ
つ

き
船
』
を
出
し
、
『
由
井
正
雪
』
『
か
ら
す
組
』
そ
の
他
そ
の
他
、
と
引
き

つ
づ
き
大
作
を
発
表
し
て
い
る 

大  

仏 

お
さ
ら
ぎ

次
郎
が
、
ひ
と
り
大
衆
文
学
界
の
寵

を
独
占
し
て
い
た
観
が
あ
る
。
そ
れ
は
中
里
介
山
が
完
全
に
沈
黙
し
、
白
井
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喬
二
が
次
第
に
勢
力
を
失
っ
て
、
今
や
、
大
衆
文
学
壇
に
お
い
て
、
問
題
と

な
り
そ
う
な
作
品
を
提
供
し
得
る
作
家
が
、
ほ
と
ん
ど
大
仏
氏
一
人
に
な
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
学
の
作
家
は
昨
年
に
比
べ
て
数
が
へ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
作
品
が
へ
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
読
者
が
へ
っ
た
わ
け
で

も
な
い
。
た
だ
大
抵
の
作
家
が
娯
楽
雑
誌
の
舞
台
へ
お
し
や
ら
れ
て
、
リ
テ

ラ
リ
ー
・
サ
ー
ク
ル
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
る
こ
と
を
や
め
た
と
い
う
こ
と
を
さ

す
の
で
あ
る
。
大
衆
文
学
の
大
部
分
は
、
い
ま
、
講
談
や
、
落
語
と
同
じ
よ

う
な
、
骨
董
的
存
在
と
し
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
方
面
に
お
け
る
私
た
ち
の
興
味
は
、
勢
い
、
大
仏
氏
が
、

今
後
ど
ん
な
風
に
そ
の
文
学
的
生
命
を
展
開
す
る
か
と
い
う
一
点
に
集
中
さ
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れ
る
。
心
境
小
説
へ
の
転
落
か
、
真
の
大
衆
的
文
学
、
普
遍
的
な
問
題
を
、

普
遍
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
多
数
の
読
者
の
心
臓
に
迫
る
よ
う
な
作

風
へ
の
進
出
か
、
あ
る
い
は
安
易
な
話
術
文
学
へ
か
え
っ
て
、
一
般
の
大
衆

作
家
の
列
伍
に
復
帰
す
る
か
、
さ
ら
に
ま
た
階
級
的
意
識
を
鮮
明
に
し
て
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
文
学
の
先
駆
を
な
す
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
興
味
が

つ
な
が
っ
て
い
る
。
貴
司
山
治
氏
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
文
学
と
し
て
の
す

ぐ
れ
た
作
品
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
不
幸
に
し
て
ま
だ

よ
ん
で
い
な
い
。
直
木
三
十
五
が
、
こ
の
方
面
に
だ
い
ぶ
身
を
入
れ
は
じ
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
彼
は
た
し
か
に
何
か
鋭
い
も
の
を
も
っ
て
い
る

よ
う
な
感
じ
は
与
え
る
が
、
ま
だ
、
こ
の
方
面
で
ゆ
る
ぎ
な
き
位
置
を
獲
得

す
る
程
の
作
品
は
見
せ
て
お
ら
ぬ
。
気
の
多
い
彼
に
は
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
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と
も
恐
ら
く
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
に
、
大
衆
文
学
は
、
題
材
の
制
約
を
受
け
て
い
る
。
大
衆
文
学
と
い

う
名
前
は
、
通
俗
的
歴
史
小
説
と
か
え
る
方
が
適
当
で
あ
る
。
こ
の
制
約
が

撤
廃
さ
れ
ぬ
限
り
、
大
衆
小
説
は
、
あ
る
程
度
ま
で
、
読
者
の
回
顧
的
、
反

動
的
趣
味
と
迎
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
す
ま
す
急
速
な
テ
ン

ポ
を
も
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
今
日
の
社
会
で
は
、
大
衆
文
学
は
、
今
日
ま
で
の

よ
う
な
伝
統
を
墨
守
す
る
限
り
、
ま
す
ま
す
読
者
の
範
囲
を
せ
ば
め
て
ゆ
く

で
あ
ろ
う
し
、
題
材
の
制
約
を
撤
廃
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
般
の
通
俗
小

説
と
な
ん
ら
え
ら
ぶ
と
こ
ろ
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
要
す
る
に
大
衆
小
説
と
通
俗
小
説
と
の
関
係
は
、
旧
劇
と
新
劇
と
の
関
係

に
似
て
い
る
。
た
だ
、
ち
が
っ
て
い
る
の
は
、
旧
劇
が
数
百
年
来
の
伝
統
に
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よ
っ
て
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
芸
術
的
完
成
を
も
っ
て
い
る
に
反
し
、
大
衆
小
説

は
、
全
く
そ
う
し
た
伝
統
を
も
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
大
衆

小
説
は
歌
舞
伎
劇
の
よ
う
な
惰
性
的
生
命
を
も
ち
得
な
い
で
、
大
衆
の
実
質

的
興
味
が
衰
え
る
と
と
も
に
弊
履
へ
い
り
の
よ
う
に
す
て
て
お
し
ま
れ
な
い
だ
ろ
う

と
い
う
点
だ
。
中
里
、
白
井
、
大
仏
氏
ら
が
筆
を
た
っ
た
あ
と
の
大
衆
文
学

壇
は
、
今
日
の
状
態
で
は
、
沢
田
正
二
郎
没
後
の
剣
劇
と
同
一
の
試
練
に
た

え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
三
　
実
話
文
学
の
流
行

　
西
洋
で
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
末
期
に
、
次
の
よ
う
な
批
難
が
作
家
に
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向
か
っ
て
な
げ
ら
れ
た
。

「
こ
ん
な
小
説
は
わ
ざ
わ
ざ
時
間
を
か
け
て
読
む
に
は
値
し
な
い
、
誰
で
も

知
っ
て
い
る
、
誰
で
も
生
活
し
て
い
る
生
活
を
、
紙
の
上
に
再
現
し
て
、
ま

た
そ
れ
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
何
の
興
味
が
あ
る
か
？
」

　
か
か
る
批
難
は
、
日
本
で
は
、
自
然
主
義
の
末
期
か
ら
、
現
代
へ
引
き
つ

づ
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
こ
れ
は
、
あ
る
流
派
の
文
学
の
末

期
に
起
こ
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
リ
ズ
ム
〔
瑣
末
主
義
〕
に
対
し
て
、
常
に
繰
り
返

さ
れ
る
批
難
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
批
難
に
答
え
る
た
め
に
、
機
敏
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
旧
造

さ
れ
た
文
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
わ
ゆ
る
実
話
文
学
で
あ
ろ
う
。
『
文
藝
春

秋
』
は
毎
号
実
話
物
を
掲
載
し
て
い
る
し
、
『
新
潮
』
に
も
事
実
小
説
と
銘
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う
っ
た
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
「
実
話
文
学
」
に
よ
り
て
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
読
者
の
希
望
を
代
表
し
て

い
る
限
り
に
お
い
て
読
者
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

た
だ
事
実
を
基
礎
と
し
た
小
説
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
何
か
変
わ
っ
た
、

異
常
な
、
滅
多
に
な
い
事
実
の
記
録
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
は
、
文
学
作
品
は
事
実
を
は
な
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
リ
ア
リ
ズ

ム
の
要
請
と
は
根
本
的
に
ち
が
う
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
今
日
の
場
合
で
は

そ
れ
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
学
が
、
身
辺
小
説
、

心
境
小
説
に
転
落
し
て
、
大
衆
の
興
味
を
失
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に
客

観
性
を
与
え
、
作
者
の
心
境
で
は
な
く
て
、
事
件
そ
の
も
の
の
興
味
、
作
家

の
主
観
を
は
な
れ
て
も
、
そ
れ
自
身
で
興
味
の
あ
る
よ
う
な
事
件
の
記
録
を
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こ
れ
に
代
置
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

　
だ
が
こ
う
い
う
試
み
は
、
一
時
読
者
に
眼
光
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

何
ら
か
の
刺
激
を
与
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
根
底
の
あ
る
風
潮
を

形
成
す
る
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
実
話
文
学
と
い
う
名
称

そ
の
も
の
が
既
に
、
木
に
竹
を
つ
い
だ
よ
う
な
感
じ
を
与
え
る
と
お
り
、
こ

れ
は
二
つ
の
本
質
的
に
ち
が
っ
た
も
の
の
組
み
合
わ
せ
だ
か
ら
で
あ
る
。
最

近
の
小
説
が
あ
ま
り
面
白
く
な
い
か
ら
、
何
か
面
白
い
読
み
物
を
と
い
う
、

漠
然
た
る
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ホ
イ
ム
シ
イ
〔w

him
sy 

＝
奇
抜
な
も
の

気
ま
ぐ
れ
、
も
の
好
き
〕
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
文
学
で
あ
っ
て
、

文
学
作
品
は
実
話
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
主
張
に
も

と
づ
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
実
話
が
か
え
っ
て
製
造
さ
れ
、
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つ
く
ら
れ
た
実
話
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
現
に
そ
う
思
わ
せ
る
よ
う
な

作
品
が
決
し
て
少
な
く
な
い
。
そ
う
な
る
と
「
実
話
」
と
し
て
の
魅
力
も
小

説
と
し
て
の
価
値
も
二
つ
な
が
ら
台
な
し
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
ょ
せ

ん
こ
れ
は
、
一
時
の
流
行
で
あ
っ
て
、
来
年
あ
た
り
は
消
え
て
な
く
な
る
べ

き
運
命
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
面
白
く
な
い
小
説
に
対
す
る
、

一
時
お
さ
え
の
カ
ン
フ
ル
注
射
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
思
い
起
こ
す
の
は
、
近
年
ま
で
、
婦
人
雑
誌
の
読
み
物
と

し
て
「
告
白
物
」
が
流
行
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
官
憲
の
取
り
締
ま
り

の
た
め
も
あ
っ
て
、
最
近
あ
と
を
た
っ
た
が
、
あ
の
「
告
白
物
」
は
、
事
実

ら
し
く
見
せ
か
け
た
つ
く
り
話
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
実
話
文
学
の
落
ち
つ
く
先
も
そ
う
し
た
経
路
を
と
る
よ
り
他
は
あ
る
ま
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い
。
そ
れ
よ
り
も
私
に
は
『
婦
人
公
論
』
の
、
新
聞
で
問
題
に
な
っ
た
事
件

の
当
事
者
の
感
想
的
告
白
の
方
が
遥
か
に
生
々
し
い
と
い
う
点
で
興
味
が
あ

っ
た
。
無
論
こ
れ
ら
は
、
文
学
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
問
題
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
四
　
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学

　
同
じ
く
末
期
的
文
学
の
一
つ
の
現
象
と
し
て
、
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
一
つ
の
レ
ジ
ー
ム
の
末
期
に

い
つ
で
も
あ
ら
わ
れ
る
軽
文
学
の
、
最
新
の
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
だ
し

か
し
日
本
で
は
地
に
つ
い
て
い
な
い
観
が
あ
る
。
主
と
し
て
『
新
青
年
』
に
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よ
る
フ
ィ
ッ
シ
ュ
兄
弟
と
か
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
の
ご
と
き
、
外
国
の
作
家
の
作

品
の
輸
入
、
な
ら
び
に
外
国
の
笑
い
話
の
翻
訳
に
よ
っ
て
一
つ
の
読
み
物
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
て
い
る
現
状
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
人
の
ナ
ン
セ
ン
ス

文
学
に
は
ど
う
も
重
苦
し
い
、
封
建
的
詮
せ
ん
じ
つめ
の
伝
統
を
脱
し
き
ら
な
い
と
こ

ろ
が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
佐
々
木
邦
の
滑
稽
小
説
に
し
て
も
、
新
時
代
の
精

神
に
触
れ
て
い
な
い
。
鈍
重
で
、
陳
腐
で
あ
る
。

　
辰
野
九
紫
の
滑
稽
物
に
や
や
新
鮮
味
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
人
の
面
白
さ

も
、
や
は
り
落
語
的
話
術
の
巧
み
さ
が
主
で
あ
っ
て
、
真
の
ウ
イ
ッ
ト
で
腹

の
底
ま
で
哄
笑
さ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
岡
本
一
平
等
の
漫
画
は
、

こ
の
種
の
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
が
、
私
に
は
今
そ
の
経
路
を
辿
っ
て
い
る
余
裕
は
な
い
。
た
だ
岡
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本
の
漫
画
に
も
、
東
洋
的
な
伝
統
に
返
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
最
近
特
に
顕
著

で
、
そ
こ
が
日
本
人
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
と
こ
ろ
だ
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い

が
、
ナ
ン
セ
ン
ス
は
伝
統
を
破
る
と
こ
ろ
に
、
真
骨
頭
を
発
揮
す
る
と
も
言

え
る
の
で
、
何
と
な
く
新
鮮
味
の
欠
如
を
感
じ
さ
せ
る
。
余
談
に
わ
た
る
が
、

邦
楽
座
の
漫
画
の
サ
ウ
ン
ド
・
ピ
ク
チ
ャ
ー
は
実
に
よ
か
っ
た
。
こ
れ
に
は

も
ち
ろ
ん
、
進
ん
だ
映
画
技
術
も
手
伝
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
簡

単
な
結
論
は
下
せ
な
い
が
、
一
般
に
外
国
の
ナ
ン
セ
ン
ス
物
は
、
破
壊
的
で
、

非
伝
統
的
で
、
構
想
が
突
飛
を
極
め
て
い
る
が
、
日
本
の
そ
れ
は
常
識
的
な
、

中
庸
的
な
、
生
温
か
さ
に
包
ま
れ
て
い
る
。

　
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
は
、
全
く
逃
避
的
な
文
学
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
。

し
か
し
そ
う
断
定
し
て
し
ま
う
の
は
い
さ
さ
か
独
断
だ
。
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
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は
、
何
よ
り
も
、
伝
統
、
権
威
、
一
切
の
上
品
ぶ
っ
た
も
の
、
も
っ
た
い
ぶ

っ
た
も
の
、
形
式
主
義
、
に
対
す
る
消
極
的
破
壊
の
文
学
で
あ
る
。
価
値
転

倒
の
文
学
で
あ
る
。
日
本
の
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
が
、
地
口
と
洒
落
と
の
範
囲

を
で
な
い
で
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
要
素
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
し
た
が
っ

て
、
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
の
本
質
的
な
も
の
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　
　
　
　
　
五
　
探
偵
小
説
の
台
頭

　
今
日
全
世
界
で
、
最
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
文
学
は
、
探
偵
小
説
で
あ
ろ

う
。
特
に
英
米
二
大
資
本
主
義
国
に
お
け
る
大
衆
読
み
物
の
う
ち
で
だ
ん
ぜ
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ん
地
を
ぬ
い
て
い
る
も
の
は
探
偵
小
説
で
あ
る
。

　
日
本
で
も
、
今
年
は
、
探
偵
小
説
が
急
に
台
頭
し
て
き
た
。
従
来
ほ
と
ん

ど
、
『
新
青
年
』
の
独
占
で
あ
っ
た
探
偵
小
説
が
、
今
年
は
、
一
方
で
は
、

『
キ
ン
グ
』
、
『
講
談
倶
楽
部
』
、
『
朝
日
』
、
『
婦
女
界
』
等
の
大
衆
雑

誌
や
婦
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
は
じ
め
、
他
方
で
は
『
中
央
公
論
』
、
『
改
造

』
、
『
文
学
時
代
』
等
の
従
来
純
文
芸
小
説
ば
か
り
を
掲
載
し
て
い
た
高
級

雑
誌
に
進
出
し
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
、
甲
賀
三
郎
の
「
幽
霊
犯
人
」
を

講
談
に
か
え
て
夕
刊
紙
上
に
連
載
す
る
よ
う
に
な
り
、
時
期
を
同
じ
う
し
て
、

四
つ
の
書
店
か
ら
、
創
作
お
よ
び
翻
訳
の
探
偵
小
説
全
集
が
出
版
さ
れ
る
と

い
う
有
り
様
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
こ
れ
ら
の
賑
や
か
な
外
観
の
割
合
に
は
、
探
偵
小
説
の
実
質
的
な
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発
達
は
そ
れ
ほ
ど
目
ざ
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず

第
一
に
、
日
本
の
読
者
層
が
、
ま
だ
探
偵
小
説
を
歓
迎
す
る
程
ま
で
に
は
発

達
し
て
い
な
い
た
め
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
が
ん
ら
い
日
本
人
は
古
く
か
ら
、

探
偵
小
説
の
発
達
に
好
適
な
推
理
的
国
民
で
は
な
い
た
め
で
あ
り
、
第
三
に
、

日
本
に
は
ま
だ
探
偵
小
説
の
す
ぐ
れ
た
作
家
が
出
な
い
た
め
で
あ
る
。

　
探
偵
小
説
の
発
達
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
科
学
的
機
械
文
明
の
高
度
の
発

達
が
前
提
と
さ
れ
る
。
探
偵
小
説
に
も
も
ち
ろ
ん
、
神
秘
的
要
素
は
必
要
だ

が
、
探
偵
小
説
の
神
秘
は
、
科
学
前
期
の
神
秘
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ

こ
で
は
人
間
の
推
理
力
が
王
座
を
し
め
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宿
命
や
、

超
自
然
的
な
力
は
、
探
偵
小
説
の
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の

意
味
で
、
探
偵
小
説
は
、
最
も
執
拗
に
人
間
的
な
小
説
で
あ
り
、
し
か
も
ア
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ッ
プ
・
ト
ゥ
ー
・
デ
ー
ト
の
小
説
で
あ
る
。
日
本
人
の
文
明
、
長
い
間
非
科

学
的
な
伝
統
の
中
に
育
っ
て
き
た
日
本
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
ま
だ
十
分

に
探
偵
小
説
を
生
む
に
ふ
さ
わ
し
い
程
度
ま
で
発
達
し
て
お
ら
ぬ
。

　
探
偵
小
説
の
作
家
で
は
、
江
戸
川
乱
歩
が
依
然
と
し
て
第
一
人
者
で
あ
り
、

彼
の
構
成
す
る
世
界
は
た
し
か
に
異
常
な
世
界
で
あ
る
。
だ
が
彼
の
世
界
に

は
健
康
性
が
な
く
、
朗
ら
か
さ
が
な
く
、
機
械
学
的
な
複
雑
の
中
の
単
純
さ

と
い
っ
た
要
素
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
彼
が
ど
ん
な
に
精
巧
な
世
界
を
構

成
し
て
見
せ
て
も
、
し
ょ
せ
ん
そ
れ
は
過
去
の
世
界
で
し
か
な
い
。
金
融
資

本
と
、
信
用
経
済
と
、
電
気
工
業
と
の
現
代
の
社
会
に
ぴ
っ
た
り
と
あ
っ
た

テ
ン
ポ
を
も
っ
て
い
な
い
。
現
代
の
社
会
の
軌
道
か
ら
そ
れ
た
あ
ぶ
く
を
顕

微
鏡
で
見
た
よ
う
な
の
が
、
彼
の
探
偵
小
説
の
世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
彼
の
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作
風
は
、
他
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
と
同
時
に
、
他
の
作
家
を
リ
ー
ド
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
小
酒
井
不
木
の
死
は
、
探
偵
小
説
ら
し
い
探

偵
小
説
の
出
現
を
さ
ら
に
お
く
ら
し
た
と
い
う
点
か
ら
だ
け
で
も
お
し
ま
れ

る
。
そ
の
他
に
は
甲
賀
、
大
下
等
の
作
家
が
あ
る
が
、
ま
だ
独
自
の
も
の
を

も
つ
に
至
ら
な
い
。
大
衆
文
学
と
し
て
の
探
偵
小
説
の
頷
域
は
、
当
分
の
間

は
最
も
有
望
な
領
域
で
あ
る
が
、
そ
の
全
盛
期
を
見
る
ま
で
に
は
前
記
の
諸

理
由
に
よ
っ
て
ま
だ
若
干
の
年
月
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま

だ
相
当
の
期
間
の
間
は
、
探
偵
小
説
の
読
者
は
依
然
と
し
て
翻
訳
物
に
つ
く

で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
六
　
正
統
派
文
壇
の
新
傾
向
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島
崎
藤
村
氏
が
、
中
央
公
論
誌
上
に
年
四
回
の
割
合
で
、 

畢  

世 

ひ
っ
せ
い

の
大
作

『
夜
明
け
前
』
を
連
載
し
は
じ
め
る
と
い
う
予
告
は
、
冬
眠
状
態
に
あ
っ
た

正
統
派
の
文
壇
を
一
時  

聳    

目  

し
ょ
う
も
く

せ
し
め
た
。
そ
し
て
、
あ
る
人
々
は
、
さ

す
が
に
期
待
を
裏
切
ら
な
か
っ
た
と
言
っ
た
が
、
大
部
分
の
人
々
は
、
何
と

な
く
物
足
り
な
い
感
じ
を
も
っ
て
こ
れ
を
迎
え
た
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
事
実

で
あ
っ
た
。

　
島
崎
氏
が
、
従
来
自
己
の
生
活
を
中
心
と
し
て
筆
を
と
っ
て
き
た
、
『
破

戒
』
か
ら
『
分
配
』
ま
で
の
諸
作
は
少
な
く
と
も
そ
の
シ
リ
ア
ス
な
態
度
に

お
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
も
取
り
乱
さ
な
い
省
察
の
周
到
さ
に
お
い
て
、

明
治
大
正
の
文
学
史
上
に
お
け
る
一
つ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
た
る
を
失
わ
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
夜
明
け
前
』
に
お
い
て
、
氏
は
、
従
来
氏
が
取
り
扱
わ

な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
純
客
観
的
な
材
料
を
取
り
扱
お
う
と
し
た
。
と
う
ぜ

ん
勝
手
が
か
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
シ
リ
ア
ス
な
態
度
、

材
料
に
対
す
る
十
分
な
用
意
、
こ
の
作
品
が
写
し
出
そ
う
と
す
る
広
大
な
展

望
の
前
触
れ
と
も
い
う
べ
き
雰
囲
気
は
、
既
に
発
表
さ
れ
た
部
分
だ
け
か
ら

感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
氏
が
自
己
の
生
活
を
中
心
と
し
た
従
来
の
作
品
に
く

ら
べ
て
、
こ
の
作
品
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
ゆ
る
み
が
あ
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

作
者
の
血
が
隅
々
ま
で
通
い
き
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
つ
一
つ
の

文
字
に
作
者
の
神
経
が
い
き
わ
た
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
こ

う
い
う
大
作
に
と
っ
て
必
要
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
作
者
が
ほ
と
ん
ど
無
視
し
て

い
る
た
め
に
、
作
者
が
懸
命
に
精
力
を
集
中
し
て
い
る
割
合
に
、
こ
の
作
品
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を
す
で
に
退
屈
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
全
体
的
な
評
価

を
今
か
ら
下
す
の
は
早
計
で
あ
る
が
、
少
な
く
も
技
術
的
に
見
て
、
こ
の
作

は
失
敗
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
は
じ
め
か
ら
非
常
に
大
き
な
欠
点
を
暴
露

し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
零
細
な
、
身
辺
小
説
の
中
に
あ
っ
て
、

こ
の
老
大
家
の
精
進
は
た
し
か
に
空
谷
の
足
音
で
あ
っ
た
。

「
唐
人
お
吉
」
に
つ
い
で
「
あ
の
道
こ
の
道
」
を
発
表
し
、
さ
ら
に
、
「
街

の
斧
博
士
」
「
時
の
敗
者
」
等
を
発
表
し
た 

十 

一 

谷 

義 

三 

郎  

じ
ゅ
う
い
ち
や
ぎ
さ
ぶ
ろ
う

も
ま
た
、

そ
の
質
実
な
、
根
気
の
よ
い
、
手
堅
い
作
風
に
お
い
て
、 

滔  

々 

と
う
と
う

た
る
即
興

的
小
説
の
型
を
破
っ
た
作
家
で
あ
る
。
彼
の
創
作
態
度
は
、
そ
の
シ
リ
ア
ス

な
点
に
お
い
て
、
島
崎
藤
村
と
と
も
に
推
賞
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
だ
が
彼

の
創
作
態
度
は
研
究
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ 
穿  
鑿 
せ
ん
さ
く

的
と
い
っ
た
方
が
よ
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い
程
度
な
点
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
、
折
角
の
努
力
が
、
本
質
的
な
も
の
に

向
か
わ
な
い
で
末
枝
的
な
も
の
に
向
か
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
風

俗
史
家
的
な
考
証
癖
と
、
文
章
に
お
け
る
一
種
の
ペ
ダ
ン
ト
リ
ー
〔
衒
学
〕

と
が
相
ま
っ
て
、
「
調
べ
た
」
作
品
で
あ
る
割
合
に
、
氏
の
作
品
は
効
果
が

希
薄
で
あ
る
。
も
っ
と
自
由
な
空
気
を
流
入
さ
せ
、
も
っ
と
大
胆
に
奔
放
に

社
会
と
人
生
と
の
根
本
的
な
も
の
へ
突
入
し
て
ゆ
か
ね
ば
、
氏
の
小
説
は
、

つ
い
に
書
斎
の
中
で
こ
し
ら
え
た
小
説
に
お
わ
る
で
あ
ろ
う
。

「
風
呂
と
銀
行
」
を
発
端
と
す
る
長
編
の
一
部
分
を
ひ
き
つ
づ
き
『
改
造
』

誌
上
に
発
表
し
た
横
光
利
一
も
ま
た
、
今
年
度
に
お
い
て
特
記
す
べ
き
作
家

で
あ
ろ
う
。
彼
も
ま
た
、
身
辺
小
説
を
揚
棄
し
て
、
客
観
的
な
世
界
に
眼
を

む
け
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
、
創
作
態
度
が
な
お
ざ
り
で
な
く
、
真
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撃
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
島
崎
、
十
一
谷
両
氏
と
共
通
な
も
の
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
も
前
記
二
者
が
過
去
へ
穿
鑿
の
眼
を
向
け
た
に
対
し
、
横

光
氏
は
現
代
の
世
界
へ
、
勇
ま
し
く
飛
び
こ
ん
で
、
そ
れ
を
描
出
し
よ
う
と

し
た
点
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
意
味
の
あ
る
仕
事
に
と
り
か
か
っ
た
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
企
図
の
結
果
が
満
足
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
決
し

て
い
え
な
い
。
彼
の
表
現
に
は
た
し
か
に
新
鮮
味
が
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い

て
、
十
一
谷
氏
の
擬
古
的
な
表
現
と
は
正
に 

対  

蹠 

た
い
し
ょ

的
で
あ
り
、
私
自
身
の

好
み
か
ら
言
え
ば
、
横
光
氏
の
努
力
の
方
が
遥
か
に
効
果
的
だ
と
思
う
。
だ

が
氏
の
表
現
は
、
混
沌
と
し
す
ぎ
て
い
る
。
氏
は
い
つ
か
、
こ
の
混
沌
的
表

現
を
合
理
化
し
て
い
た
が
、
あ
れ
は
筋
が
と
お
ら
な
い
。
現
代
の
社
会
が
騒

音
で
あ
る
か
ら
そ
の
表
現
も
ま
た
騒
音
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
論
拠
だ
っ
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た
と
記
憶
す
る
が
、
騒
音
の
騒
音
た
る
こ
と
は
は
っ
き
り
と
描
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
文
章
道
に
お
け
る
、
ク
ラ
ル
テ
〔
明
晰
〕
と
サ
ム
プ
リ
シ
テ

〔
簡
素
〕
の
原
則
は
そ
の
た
め
に
決
し
て
破
ら
れ
な
い
。
馬
鹿
を
最
も
よ
く

表
現
し
得
る
も
の
は
馬
鹿
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
最
も
す
ぐ
れ
た
天
才
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
谷
崎
潤
一
郎
、
里
見
弴
、
佐
藤
春
夫
の
諸
家
は
、
な
ん
ら
か
の
転
換
を
画

さ
ざ
る
限
り
、
も
は
や
昔
日
の
名
声
を
回
復
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

広
津
和
郎
も
何
と
か
な
り
そ
う
で
、
ま
だ
注
目
す
べ
き
作
品
を
示
す
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
他
個
々
の
作
家
を
列
挙
す
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
一
般

に
正
統
派
文
壇
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
中
堅
作
家
が
、
急
激
に
没
落
し
た

こ
と
が
目
立
つ
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
中
堅
作
家
の
創
作
力
が
衰
え
た
と
い
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う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
出
版
資
本
の
集
中
に
よ
る
作
品
発
表
機
関
の
相
対

的
減
少
と
、
新
作
家
が
比
較
的
自
由
に
文
壇
に
の
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
事
情
と
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
七
　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
陣
営
は
、
と
も
か
く
も
年
一
年
と
上
向
線
を
た
ど

っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
そ
の
も
の
の

進
歩
的
性
質
に
も
よ
る
の
だ
が
、
も
う
一
つ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
政
治
的
戦

線
に
お
い
て
は
、
極
度
の
暴
圧
が
ひ
き
つ
づ
き
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
に
反
し

て
、
文
学
の
方
面
で
は
、
不
思
議
に
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
比
較
的
好
適
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な
条
件
の
も
と
に
お
か
れ
て
あ
る
と
い
う
事
情
に
も
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

と
同
時
に
ま
た
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
ま
だ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

の
政
治
運
動
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
存
立
を
脅
か
す
程
の
力
を
も

っ
て
い
な
い
た
め
に
、
黙
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
説
明
も
可
能
で
あ

ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
合
法
的
無
産
政
党
が
、
一
般
に
は
多
少
の
好
奇
心
も
ま
じ

っ
て
気
受
け
の
よ
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

「
一
九
二
八
・
三
・
一
五
」
「
蟹
工
船
」
「
不
在
地
主
」
等
の
比
較
的
ま
と

ま
っ
た
作
品
を
発
表
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
身
辺
小
説
を
掲
棄
し
た
小
林
多

喜
二
は
こ
の
方
面
に
お
け
る
第
一
の
功
労
者
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。

彼
の
地
位
は
正
統
派
文
壇
に
お
け
る
十
一
谷
義
三
郎
、
横
光
利
一
等
の
地
位

と
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
編
の
作
品
を
つ
く
り
上
げ
る
の
に
、
材
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料
に
、
構
想
に
、
表
現
に
、
非
常
な
準
備
を
も
っ
て
向
か
う
と
い
う
点
が
こ

れ
ら
の
作
家
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
家
と
し
て
当
然
な
こ
と
な
の
で

あ
る
が
、
こ
の
当
然
な
こ
と
が
最
近
で
は
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　
小
林
多
喜
二
の
作
品
が
従
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
作
品
に
対
し
て
す

ぐ
れ
て
い
る
点
は
、
私
の
考
え
で
は
、
彼
が
あ
る
事
柄
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
を
自
余
の
全
体
と
の
連
関
に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
努
力
し
た
点
で
あ

る
。
彼
の
物
の
見
方
が
弁
証
法
的
唯
物
論
の
基
準
に
従
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

局
所
的
、
部
分
的
、
主
観
的
、
身
辺
的
な
多
く
の
作
品
の
中
で
彼
の
作
品
が

光
っ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
だ
。

「
鉄
」
「
賃
銀
奴
隷
宣
言
」
等
の
作
者
岩
藤
雪
夫
も
ま
た
、
小
林
と
な
ら
ん

で
、
本
年
度
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
陣
営
で
記
憶
す
べ
き
作
家
で
あ
ろ
う
。
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彼
の
作
風
は
、
小
林
の
作
風
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
的
で
あ
る
に
対
し
て
労

働
者
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
異
色
が
あ
る
。
彼
は
工
場
労
働
者
の
闘
争
的
生

活
を
、
実
に
た
ん
ね
ん
に
描
写
し
て
い
る
。
彼
の
功
績
は
、
今
ま
で
の
と
こ

ろ
で
は
、
従
来
文
学
作
品
の
中
に
あ
ま
り
現
れ
な
か
っ
た
工
業
労
働
者
の
生

活
を
微
細
に
描
写
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
て
、
ま
だ
そ
れ
以
上
に
は
何
物

も
示
し
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
小
林
と
い
い
、
岩
藤
と
い
い
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
上
で
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文

学
の
遺
産
を
踏
襲
す
る
以
外
に
、
む
ろ
ん
何
物
を
も
付
加
し
て
は
い
な
い
。

だ
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
ま
だ
当
分
、
い
か
に
描
い
た
か
よ
り
も
、
何

を
描
い
た
か
の
方
を
主
と
し
て
検
査
さ
れ
、
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
内
容
の
偏
重
は
、
勃
興
の
途
上
に
あ
る
文
学
に
は
避
け
が
た
い
こ
と
だ
。
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八
　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
全
盛

　
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
生
産
階
級
の
前
衛
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
消
費
階
級
の
前
衛
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ

れ
は
近
代
化
さ
れ
た
享
楽
主
義
で
あ
る
。

　
こ
の
傾
向
は
、
カ
フ
ェ
と
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
増
加
に
正
比
例
し
て
、
今
年

に
は
い
っ
て
か
ら
、
ま
す
ま
す
知
識
階
級
を
中
心
と
す
る
消
費
者
階
級
に
全

盛
の
勢
い
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
文
学
作
品
に
反
映
す
る
の

は
無
理
も
な
い
。

　
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
同
じ
く
消
費
者
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
て
も
、
セ
ン
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チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
も
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
と
も
ち
が
い
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
も

の
と
対
立
す
る
。
菊
池
寛
や
中
村
武
羅
夫
の
小
説
に
も
幾
分
こ
の
影
響
が
あ

る
。
大
宅
壮
一
の
評
論
に
も
、
堀
口
大
學
の
詩
に
も
そ
れ
が
あ
る
。
そ
し
て

最
後
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
・
モ
ダ
ニ
ス
ト
林
房
雄
で
あ
る
。
林
房
雄
は
モ
ダ
ニ

ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
を
調
和
さ
せ
た
と
い
う
人
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
二

つ
は
決
し
て
調
和
す
る
代
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
林
房
雄
個
人
の
中
に
並
存

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
決
し
て
調
和
し
て
は
い
な
い
。
こ
の

二
つ
が
似
て
い
る
の
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
破
壊
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
も
破
壊
的
な
一
面
が
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
伝
統
的
の
拘
束

を
排
除
す
る
と
い
う
点
だ
け
だ
。
本
質
は
ま
る
で
ち
が
っ
て
い
る
。
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九
　
批
評
壇
の
問
題

　
形
式
主
義
の
問
題
が
一
段
落
を
つ
げ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
大
衆
化
の
問

題
が
う
や
む
や
に
葬
ら
れ
、
今
年
は
、
批
評
界
で
は
、
い
わ
ゆ
る
、
政
治
的

価
値
と
芸
術
的
価
値
の
問
題
が
最
も
活
発
に
論
じ
ら
れ
た
。

　
こ
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
文
学
作
品
を
評
価
す
る

際
に
あ
た
っ
て
の
疑
問
を
、
告
白
の
形
で
私
が
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
種

々
様
々
な
意
味
に
と
ら
れ
て
、
つ
い
に
、
文
学
一
般
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ

う
な
姿
を
帯
び
て
、
論
壇
の
オ
ー
ル
・
ス
タ
ー
・
キ
ャ
ス
ト
の
入
り
乱
れ
て

の
論
戦
を
ま
き
お
こ
し
た
。

　
私
の
提
出
し
た
課
題
は
、
マ
ル
ク
ス
派
の
作
品
に
は
、
芸
術
品
と
し
て
は
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す
ぐ
れ
た
作
品
で
な
く
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
通
俗
化
と
い
う
よ
う
な
宣

伝
的
ま
た
扇
動
的
機
能
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
一
概
に
排
斥
さ

れ
な
い
も
の
が
あ
る
、
こ
の
場
合
に
は
評
価
の
基
準
は
、
ま
ず
政
治
的
基
準

に
よ
り
、
次
に
芸
術
的
基
準
に
よ
る
と
い
う
風
に
、
二
重
の
基
準
を
も
っ
て

の
ぞ
ま
ね
ば
な
る
ま
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、

一
般
に
は
、
そ
う
い
う
政
治
的
機
能
を
は
た
し
て
い
な
い
作
品
で
も
芸
術
品

と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
作
品
が
あ
り
得
る
し
、
ま
た
実
際
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
実
際
、
左
翼
に
お
け
る
批
評
で
は
、

従
来
私
が
指
摘
し
た
よ
う
な
評
価
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
誰
が

芸
術
的
に
、
ナ
ッ
プ
〔
全
日
本
無
産
者
芸
術
連
盟
〕
所
属
の
大
部
分
の
作
家

を
、
島
崎
藤
村
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
得
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
左
翼
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の
批
評
家
の
う
ち
で
、
誰
が
、
自
ら
の
グ
ル
ー
プ
の
作
家
を
ま
ず
賞
揚
し
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
実
際
こ
の
論
戦
は
、
あ
る
人
に
よ
る
と
、
明
ら
か
に
私
の
敗
け
に
お
わ
っ

た
そ
う
で
あ
る
が
、
た
と
い
議
論
に
は
ま
け
た
と
し
て
も
（
実
際
数
か
ら
言

え
ば
一
対
一
〇
位
の
ス
コ
ア
で
ま
け
た
）
、
事
実
に
お
い
て
、
左
翼
批
評
界

に
お
け
る
政
治
主
義
が
、
だ
ん
だ
ん
緩
和
さ
れ
て
き
た
と
い
う
消
極
的
な
結

果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
だ
け
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
問
題
お
よ
び
そ
の
他
の
問
題
に
お
い
て
、
今
年
の
批
評
界
で
は
勝
本

清
一
郎
、
蔵
原
惟
人
、
岡
沢
秀
虎
、
谷
川
徹
三
の
四
氏
が
私
の
印
象
に
は
最

も
あ
ざ
や
か
に
の
こ
っ
て
い
る
。
こ
と
に
あ
ま
り
人
の
注
目
を
ひ
か
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、
岡
沢
秀
虎
が
『
文
学
思
想
研
究
』
お
よ
び
『
文
芸
戦
線
』
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誌
上
に
連
載
し
た
、
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
文
学
の
史
的
研
究
は
注
目
す
べ
き

述
作
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
に
、
大
宅
壮
一
の
歯
ざ
れ
の
い
い
、
通
俗
的
な
、

わ
か
り
や
す
い
評
論
も
、
ま
す
ま
す
冴
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
中
村
武
羅
夫
が
、
突
如
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
作
品
の
大
部
分
を

読
ん
だ
上
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
批
判
し
た
こ
と
は
、
ま
ず
そ
の
精
力

的
な
点
で
、
次
に
は
そ
の
大
胆
率
直
な
点
で
私
た
ち
を
驚
か
せ
た
。
彼
の
批

評
に
は
、
見
当
ち
が
い
な
点
も
多
分
に
あ
っ
た
が
、
中
に
は 

肯  

綮 

こ
う
け
い

に
あ
た

っ
た
部
分
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
彼
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
作
品
が
な
ん

ら
新
し
い
形
式
を
獲
得
し
て
い
な
い
と
批
難
し
た
の
は
批
難
す
る
方
が
無
理

で
あ
る
と
思
わ
せ
た
が
、
「
蟹
工
船
」
の
批
評
に
は
適
切
な
意
見
が
含
ま
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
作
者
小
林
多
喜
二
が
『
読
売
新
聞
』
で
、
む
や
み
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に
興
奮
し
て
反
駁
し
た
が
、
彼
は
あ
ん
な
風
に
批
評
を
う
け
入
れ
る
べ
き
で

は
な
か
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

　
蔵
原
惟
人
ら
の
提
唱
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
は
恐

ら
く
来
年
へ
も
ち
こ
さ
れ
て
十
分
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
幾

分
お
祭
り
気
分
的
に
上
ず
っ
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
壇
の
一
部
に
対
す
る
青

野
季
吉
の
忠
告
は
、
勝
本
氏
ら
に
よ
り
て
簡
単
に
葬
り
去
ら
れ
た
が
、
こ
の

問
題
も
来
年
度
に
は
き
っ
と
再
燃
す
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
何
よ
り
も
、
批
評
家
に
と
っ
て
、
特
に
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
批
評
家
に
と
っ
て
、
早
速
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
仕
事
は
、
明
治
、

大
正
、
昭
和
三
代
を
通
じ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
を
全
体
性

に
お
い
て
、
歴
史
的
に
、
分
析
的
に
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
宅
壮
一
が

42昭和四年の文壇の概観



提
唱
し
た
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
概
論
」
の
ご
と
き
は
、
こ
の
基
礎
的
研

究
な
く
し
て
は
不
可
能
だ
。
ロ
シ
ア
の
理
論
を
輸
入
す
る
こ
と
よ
り
も
、
日

本
の
現
実
を
知
る
こ
と
の
方
が
遥
か
に
意
義
の
あ
る
仕
事
だ
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
一
〇
　
「
文
学
派
」
の
発
生

　
功
利
主
義
に
対
す
る
、
反
功
利
主
義
、
形
式
主
義
に
対
す
る
内
容
主
義
、

こ
れ
は
、
文
学
の
弁
証
法
的
進
化
を
つ
ら
ぬ
く
核
心
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
文
学
派
」
は
こ
の
意
味
で
、
昨
年
来
の
形
式
主
義
の
継
承
で
あ
り
、
そ
の

形
式
主
義
は
ま
た
、
そ
の
以
前
の
新
感
覚
派
の
継
承
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
根
幹
を
な
す
主
張
は
、
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
主
義
で
あ
り
、
唯
美
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主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
潮
流
の
陰
に
常
に
隠
見
す
る
の
は
横
光
利
一
の

姿
で
あ
る
。
彼
を
と
り
囲
ん
で
、
川
端
康
成
が
あ
る
。
小
林
秀
雄
が
あ
る
。

堀
辰
雄
が
あ
る
。
犬
養
健
が
あ
る
。
さ
ら
に
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
が

あ
り
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
が
あ
る
。

　
こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
派
文
学
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
内
容
主
義
と
功
利
主
義
と
に
対
す
る
反
発
で
あ
る
。
小
林
秀
雄

が
、
『
改
造
』
の
懸
賞
に
応
じ
た
評
論
は
、
こ
の
派
の
代
表
的
理
論
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
に
は
主
張
も
理
論
も
す
べ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。
横
光
利
一
の
騒

音
の
賛
美
も
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
。
　
　
こ
こ
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
の

明
快
を
貴
ぶ
文
学
論
と
、
芸
術
派
の
不
明
快
を
貴
ぶ
文
学
論
の
衝
突
が
起
こ

っ
て
く
る
　
　
と
横
光
利
一
は
あ
る
と
こ
ろ
で
言
う
。
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こ
の
言
葉
は
実
に
興
味
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
文
学
派
は
こ
れ
で
見
る
と

明
確
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
自
己
を
ま
だ
つ
く

り
上
げ
な
い
で
、
そ
れ
を
摸
索
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
期
間
だ
け
、
不
明
快

と
、
騒
音
と
で
満
足
で
き
て
い
る
の
だ
。
『
文
学
』
と
い
う
彼
ら
の
オ
ル
ガ

ン
〔
機
関
誌
〕
の
題
名
に
つ
い
て
、
は
じ
め
『
左
翼
』
と
す
る
つ
も
り
で
あ

っ
た
の
が
、
『
文
学
』
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
に
よ
い
名
前
だ
と
川
端

康
成
は
言
う
。
こ
の
言
葉
の
意
味
も
よ
く
わ
か
る
。
何
も
冠
詞
の
な
い
文
学

は
、
何
の
主
張
も
な
い
文
学
と
い
う
意
味
だ
。
だ
が
無
意
識
的
に
は
反
マ
ル

ク
ス
主
義
派
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
分
子
で
も
、
騒
音
の
中
の
一
つ
の
音
と
し

て
と
り
入
れ
ら
れ
る
。
ダ
グ
ラ
ス
の
信
用
経
済
と
新
文
学
と
を
有
機
的
に
む

す
び
つ
け
よ
う
と
す
る
久
野
豊
彦
の
不
協
和
音
に
も
一
つ
の
席
が
与
え
ら
れ
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る
。

　
だ
が
、
一
定
の
期
間
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
こ
の
騒
音
と
、
不
明
快
の
中
か

ら
、
明
快
な
コ
ー
ラ
ス
が
聞
き
と
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
こ
そ
、

文
学
派
が
自
己
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ネ
ー
ル
〔
反
動
〕
と
し
て
の
積
極
的
役
割
を

意
識
す
る
時
だ
。
要
す
る
に
「
文
学
派
」
の
発
生
は
必
然
的
で
あ
り
、
マ
ル

キ
シ
ズ
ム
文
学
派
に
も
、
も
し
彼
ら
が
十
分
に
寛
容
で
あ
る
な
ら
、
今
日
の

段
階
で
は
、
あ
る
程
度
の
よ
い
刺
激
を
与
え
得
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義

が
正
し
い
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
に
属
す
る
人
々
の
作
品
や
文
学
理
論
が

全
部
す
ぐ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
一
一
　
閨
秀
作
家
一
瞥
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『
女
人
芸
術
』
が
だ
ん
だ
ん
と
と
の
っ
て
く
る
。
『
婦
人
サ
ロ
ン
』
が
生
ま

れ
る
。
み
ん
な
リ
ベ
ラ
ル
な
婦
人
の
グ
ル
ー
プ
だ
。

　
平
林
た
い
子
は
も
う
下
り
坂
に
な
っ
た
と
い
う
話
を
よ
く
聞
く
が
、
私
は

彼
女
の
全
盛
時
代
を
よ
く
知
ら
な
い
せ
い
か
、
そ
う
は
思
わ
な
い
。
創
作
で

は
近
頃
大
し
た
注
目
す
べ
き
も
の
を
見
せ
な
い
が
、
議
論
は
だ
ん
だ
ん
し
っ

か
り
し
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
上
田
文
子
に
は
ま
だ
女
ら
し
い
セ
ン
チ
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
が
の
こ
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
中
本
た
か
子
は
理
知
的
で
、
特
に

器
用
で
あ
る
。
二
人
と
も
左
傾
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
後
者
に
未
知
数
的

な
期
待
が
多
く
も
て
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
肉
体
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

と
に
か
く
相
当
に
豊
満
な
創
作
力
を
も
っ
て
い
た
中
条
百
合
子
が
ロ
シ
ア
に
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行
っ
て
か
ら
、
あ
ま
り
作
品
を
見
せ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
一
派
を
淋
し
く
し

て
い
る
。
神
近
市
子
は
、
理
論
的 

勧 

進 

元 

か
ん
じ
ん
も
と
と
し
て
、
親
切
に
後
進
を
見
て

い
る
よ
う
だ
。

　
だ
が
、
欧
米
の
先
進
国
に
比
し
て
、
日
本
に
は
ま
だ
、
文
壇
の
第
一
線
に

立
つ
よ
う
な
閨
秀
作
家
は
見
ら
れ
な
い
。
紫
式
部
を
先
祖
に
も
つ
閨
秀
作
家

た
ち
の
奮
起
を
の
ぞ
ん
で
や
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
一
二
　
文
学
者
の
貧
化

　
円
本
の
濫
出
、
出
版
資
本
の
集
中
は
、
つ
い
に
、
出
版
恐
慌
を
現
出
し
、

そ
れ
は
と
う
ぜ
ん
作
家
に
も
影
響
し
て
、
人
気
作
家
の
独
占
的
傾
向
が
濃
厚
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に
な
っ
て
き
た
。

　
こ
の
風
潮
は
、
少
数
の
ミ
リ
オ
ネ
ア
作
家
〔
人
気
作
家
〕
（
と
い
っ
て
も

ま
だ
ま
だ
ち
っ
ぽ
け
な
規
模
の
も
の
で
は
あ
る
が
）
を
生
ん
だ
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
中
堅
作
家
の
一
群
を
急
激
に
没
落
さ
し
て
い
っ

た
。

「
筆
で
は
食
へ
な
く
な
っ
た
」
「
原
稿
で
は
も
う
食
っ
て
ゆ
け
な
い
」
と
い

う
声
が
文
壇
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
き
こ
え
る
。
二
流
以
下
の
作
家
は
、
作

品
を
発
表
す
る
舞
台
を
失
っ
て
、
田
舎
新
聞
へ
追
い
や
ら
れ
る
。
彼
ら
の
名

前
は
も
う
中
央
文
壇
で
は
相
場
が
た
た
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
頭
上
に
は
、

偶
然
に
あ
た
り
く
じ
を
ひ
い
た
人
気
作
家
が
ひ
か
え
て
い
て
、
到
底
わ
り
こ

む
余
地
が
な
い
し
、
彼
ら
の 

脚  

下 

あ
し
も
と

に
は
、
新
鋭
の
新
進
作
家
が 

犇  

々 

ひ
し
ひ
し

と
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つ
め
か
け
て
い
る
。
彼
ら
の
名
前
に
何
ら
か
の
特
権
が
あ
っ
た
時
代
に
は
、

そ
れ
で
も
彼
ら
の
位
置
は
ど
う
に
か
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
特

権
が
な
く
な
っ
て
、
無
名
の
作
家
と
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
な
し
の
競
争
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
は
、
彼
ら
が
そ
の
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
は
、

ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
。
そ
れ
は
、
読
者
は
、
同
じ
く
ら
い
な
価
値
の
も
の

な
ら
珍
し
い
も
の
を
好
む
か
ら
だ
。
文
壇
気
質
が
こ
ま
や
か
で
、
作
家
と
編

集
者
と
が
友
人
的
、
朋
党
的
関
係
を
む
す
ん
で
い
た
時
代
に
は
、
そ
れ
で
も

中
堅
作
家
の
没
落
を
あ
る
程
度
ま
で
防
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
う

し
た
旧
式
な
編
集
方
法
は
今
日
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
と
ら
な
い
。
産
業
合

理
化
の
原
則
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
領
域
へ
も
移
入
さ
れ
て
、
能
率
の
上

が
ら
な
い
作
家
は
、
無
慈
悲
に
淘
汰
さ
れ
て
ゆ
く
。
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あ
る
編
集
者
の
言
葉
に
よ
る
と
、
近
頃
で
は
、
締
め
切
り
の
期
日
に
お
く

れ
た
り
、
催
促
を
す
る
の
に
非
常
に
骨
の
折
れ
る
よ
う
な
作
家
に
は
も
は
や

執
筆
を
依
頼
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
創
作
も
現
代
に
お
い
て
は
一
つ

の
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
少
な
く
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
側
に
た
て
ば
、
創
作

を
ビ
ジ
ネ
ス
と
見
な
し
、
作
品
を
純
然
た
る
商
品
と
見
な
さ
な
く
て
は
仕
事

が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
作
家
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
の
地
位
は
転
倒
す
る
、

か
つ
て
は
作
家
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
支
配
し
得
た
が
、
今
で
は
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
が
完
全
に
二
流
以
下
の
作
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
。
某
雑
誌

で
は
、
作
者
に
原
稿
を
依
頼
し
て
お
い
て
、
作
品
が
編
集
者
の
意
に
満
た
な

い
と
二
度
で
も
三
度
で
も
書
き
直
し
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
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し
て
、
作
者
は
、
ま
た
唯
々
諾
々
と
し
て
こ
れ
に
応
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ち
ょ
う
ど
大
呉
服
店
の
注
文
を
受
け
た
織
元
が
、
い
ち
い
ち
製
品
を
厳

密
に
検
査
さ
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
傷
物
で
も
容
赦
な
く
は
ね
ら
れ
る
よ
う

な
風
で
あ
る
。

　
作
家
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
文
芸
家
協
会
の
ご
と
き
団
体
が
つ
く

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
、
大
出
版
資
本
の
前
に
は
全
く
権
威
を
も

た
な
い
。
私
事
に
わ
た
る
が
、
一
度
あ
る
刊
行
物
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
か
ら
言
っ
て
お
く
が
、
私
は
あ
る
雑
誌
か
ら
小
説
の
依
頼
を
受
け
て
、
そ

の
稿
料
に
つ
い
て
、
公
然
と
、
文
芸
家
協
会
の
規
定
を
破
っ
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
交
渉
を
受
け
た
。
む
ろ
ん
私
は
そ
れ
に
は
応
じ
な
い
で
原
稿
を
と
り

返
し
た
が
、
こ
う
い
う
規
則
違
反
は
ざ
ら
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
機
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会
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
は
こ
れ
を
、
そ
の
雑
誌
の
横
暴
だ
と
も
思
わ

な
い
し
、
協
会
が
黙
認
し
て
い
る
以
上
そ
の
規
則
を
破
っ
た
者
が
悪
い
と
も

思
わ
な
い
。
と
い
う
の
は
規
則
に
し
た
が
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
作
家

と
し
て
の
生
活
の
終
焉
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
た
だ
、
次
の
こ
と
は
言
え
る
。

文
芸
家
協
会
は
、
最
低
稿
料
に
関
す
る
規
定
の
一
部
を
改
め
な
い
限
り
、
事

実
上
ま
っ
た
く
権
威
の
な
い
協
会
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
私
た
ち
が
良

心
的
に
行
動
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
も
は
や
事
実
上
守
ら
れ
な
い
空
文
の

規
則
を
も
つ
協
会
を
脱
退
す
る
か
、
武
士
は
食
わ
ね
ど
高
楊
子
式
の
旧
道
徳

を
ま
も
っ
て
、
規
定
外
の
条
件
を
付
せ
ら
れ
た
原
稿
は
書
か
ぬ
よ
う
に
す
る

か
の
い
ず
れ
か
し
か
道
は
な
い
。
こ
の
問
題
も
恐
ら
く
来
年
は
も
っ
と
真
面

目
に
協
会
員
に
考
え
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
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（
『
新
潮
』
第
二
六
年
第
一
二
号
、
一
九
二
九
年
一
二
月
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
平
林
初
之
輔
探
偵
小
説
選2

﹇
＃
「2

」
は
ロ
ー
マ
数
字
、1-13-2

2

﹈
〔
論
創
ミ
ス
テ
リ
叢
書2

〕
」
論
創
社

　
　
　2003

（
平
成15

）
年11

月10

日
初
版
第1

刷
発
行

初
出
：
「
新
潮
　
第
二
六
年
第
一
二
号
」

　
　
　1929

（
昭
和4

）
年12
月
号

※
「
平
林
初
之
輔
遺
稿
集
」
及
び
「
平
林
初
之
輔
文
芸
評
論
全
集
中
巻
」
に

「
文
壇
の
現
状
を
論
ず
」
と
改
題
さ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
。

入
力
：
川
山
隆

校
正
：
門
田
裕
志
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2010

年12

月8

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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