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中
島
健
蔵
は
、
専
門
と
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、

日
本
の
文
学
者
・
知
識
人
ら
が
組
織
す
る
諸
団
体
に
お
い
て
も
大
き
な
活

躍
を
し
た
。
昭
和
九
年
（
’
九
三
四
年
）
に
評
論
「
懐
疑
と
象
徴
」
を
著

し
、
言
論
人
と
し
て
「
デ
ビ
ュ
ー
」
を
果
し
、
｜
知
識
人
と
し
て
、
以
後

日
本
文
学
界
で
様
々
な
批
評
・
評
論
を
展
開
す
る
。
中
島
は
太
平
洋
戦
争

（
注
入
）

開
戦
と
同
時
に
白
紙
徴
用
さ
れ
、
マ
レ
ー
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
地
域
へ
赴
く

こ
と
と
な
り
、
現
地
の
人
々
へ
の
「
日
本
語
」
普
及
に
努
め
た
。
本
稿
で

は
、
彼
が
「
文
壇
」
に
登
場
し
て
か
ら
徴
用
さ
れ
る
ま
で
の
彼
の
言
論
を

検
討
し
、
ど
の
よ
う
に
中
島
が
「
戦
争
」
と
、
そ
れ
に
突
き
進
ん
で
行
く

時
局
に
向
き
合
っ
た
の
か
を
論
じ
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
。
文

壇
知
識
人
」
と
し
て
、
次
第
に
軍
国
主
義
が
高
ま
っ
て
い
く
な
か
で
戦
争

を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
、
さ
ら
に
、
中
島
の
戦
後
の
言
論
・
一
一
一
一
口
動

「
善
意
の
文
学
」
の
陥
巽

一
、
は
じ
め
に

「
二
、
に
「
Ｌ
〆
し
Ｒ
Ｍ
Ｉ
α
ラ

ー
中
島
健
蔵
の
昭
和
十
年
代
Ｉ

の
傾
向
が
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
、
日
本
の
知
識
人
が
戦
争
状
態
に
ど

の
よ
う
に
取
り
こ
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
見
え
る
は
ず
で
あ

る
。と
こ
ろ
で
、
日
本
の
敗
戦
後
、
戦
中
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
作
家
は
多

く
い
る
が
、
中
島
健
蔵
も
多
く
の
記
録
を
残
し
た
。
彼
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
も
一
一
一
一
口
え
る
『
回
想
の
文
学
」
（
全
五
巻
、
昭
和
五
二
年
・
平
凡
社
）
を

は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
雑
誌
や
新
聞
紙
上
で
、
昭
和
十
年
代
を
振
り
返

る
作
業
が
、
彼
自
身
の
体
験
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
そ
も

そ
も
、
中
島
が
「
自
分
史
」
を
書
き
残
し
た
の
は
、
金
芝
河
弾
圧
に
対
す

（
注
・
一
二

る
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
態
度
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
加
轌
え
て
安
岡
章
大

（
注
・
一
二
）

郎
が
戦
前
の
ペ
ン
倶
楽
部
の
批
判
を
展
開
し
た
際
、
誤
解
が
あ
る
、
こ
の

ま
ま
で
は
い
け
な
い
、
と
中
島
が
痛
烈
に
感
じ
た
た
め
で
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
戦
前
の
ペ
ン
倶
楽
部
を
知
る
も
の
と
し
て
の
「
使
命
感
」
に
駆
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
主
な
端
緒
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
昭
和
初
年
代
か

ら
日
本
の
敗
戦
ま
で
を
書
い
た
『
回
想
の
文
学
』
執
筆
な
ど
の
一
連
の
作
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｢善意の文学」の陥奔

本
稿
を
進
め
る
に
当
た
り
、
「
回
想
の
文
学
』
一
巻
か
ら
順
を
追
っ
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
前
に
ま
ず
、
「
回
想
の
文
学
』
に
つ
い
て
だ

が
、
当
時
の
日
記
と
回
想
が
な
い
交
ぜ
に
な
っ
た
形
式
の
「
回
想
記
」
で

あ
り
、
青
年
時
代
の
昭
和
初
年
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
を
振
り
返
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
。

中
島
健
蔵
が
東
大
仏
文
科
に
入
学
し
た
の
は
大
正
十
四
年
で
、
三
好
達

業
は
、
中
島
自
身
の
「
自
分
史
」
で
あ
る
の
は
当
然
で
は
あ
る
が
、
「
中

島
健
蔵
」
と
い
う
日
本
の
知
識
人
を
代
表
す
る
人
物
が
回
想
を
書
く
と
い

う
行
為
に
は
、
昭
和
初
年
代
か
ら
昭
和
二
十
年
に
至
る
ま
で
の
日
本
知
識

人
の
思
想
や
言
動
の
動
向
が
か
な
り
含
ま
れ
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「
自

分
史
」
を
残
す
と
い
う
よ
り
は
、
戦
後
か
な
り
の
時
を
経
て
か
ら
の
回
想

に
、
昭
和
十
年
代
の
彼
自
身
の
「
証
言
」
に
よ
る
語
り
直
し
と
し
て
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
自
身
の
回
想
と
い
う
よ
り

も
、
歴
史
の
語
り
直
し
作
業
で
あ
る
。
こ
の
論
考
で
は
、
自
分
を
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
戦
前
の
ペ
ン
倶
楽
部
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
文
壇
の
状
況

を
語
る
こ
と
、
も
し
く
は
総
括
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
自
負
に
も
近
い

行
為
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
中
島
が
戦
前
に
つ
い
て
語
っ
た
『
回

想
の
文
学
」
を
史
実
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
回
想
の
な
か
で
暖
昧
に
書
か
れ

て
い
る
部
分
に
つ
い
て
検
証
し
、
中
島
が
当
時
、
ど
の
よ
う
な
壁
に
ぶ
つ

か
り
、
ど
の
よ
う
に
問
題
を
解
決
し
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
く
。

更
に
そ
れ
は
必
然
的
な
「
伏
線
」
と
し
て
、
徴
用
後
の
彼
の
言
動
に
も
つ

な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

｜
｜
、
中
島
健
蔵
の
「
善
意
の
文
学
」

治
、
小
林
秀
雄
、
今
日
出
海
ら
と
同
期
で
あ
る
。
当
時
は
、
辰
野
隆
が
助

教
授
と
し
て
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
。
中
島
は
学
部
の
課
程
が
修
了
す
る
と
、

大
学
院
へ
と
進
み
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
特
に
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
ら
の

翻
訳
を
手
が
け
、
そ
の
頃
か
ら
訳
書
を
多
く
出
版
し
は
じ
め
て
い
る
。
傍

ら
、
「
仏
蘭
西
文
学
研
究
」
（
大
正
十
四
年
～
昭
和
五
年
、
全
九
輯
）
と
い

う
雑
誌
の
編
集
に
携
わ
る
。
『
仏
蘭
西
文
学
研
究
」
が
消
滅
し
た
後
、
そ

れ
を
継
承
す
る
よ
う
に
、
『
季
刊
文
芸
評
論
」
を
中
島
の
手
で
編
集
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
東
大
院
を
修
了
し
、
助
手
と
し
て
働
き
は
じ
め
る
昭
和

五
年
頃
か
ら
中
島
は
徐
々
に
、
公
の
一
一
一
一
口
論
活
動
に
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
と

な
る
。
た
と
え
ば
、
昭
和
六
年
の
『
作
品
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
ヴ
ァ
レ

リ
ー
の
翻
訳
や
、
同
年
十
月
に
発
行
さ
れ
た
「
書
物
春
秋
」
（
月
刊
非
売

品
）
の
な
か
の
、
「
書
物
の
問
題
」
と
い
う
文
章
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
頃
か
ら
中
島
は
メ
モ
風
の
日
記
の
中
で
「
善
意
の
文
学
」
と
い
う
一
一
一
一
口

葉
を
用
い
、
自
ら
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
を
固
め
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。

「
善
意
の
文
学
」
と
は
、
宮
澤
賢
治
の
影
響
を
受
け
た
中
島
自
身
の
言
葉

で
あ
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
引
用
す
る
。

宮
沢
賢
治
の
一
生
は
、
文
学
を
包
み
な
が
ら
文
学
を
超
え
て
、
ま

さ
に
生
き
ざ
ま
の
問
題
を
わ
た
く
し
に
さ
し
つ
け
て
き
た
。
ほ
か
に

も
、
自
然
科
学
そ
の
他
の
領
域
に
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
文
学
者
は

大
ぜ
い
い
る
。
（
略
）
そ
れ
ら
の
い
と
な
み
が
、
揮
然
と
一
つ
の
流

れ
と
な
り
、
詩
と
な
っ
て
か
が
や
き
き
ら
め
い
た
、
と
い
う
の
は
特

別
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
と
し
て
は
、
生
き
ざ
ま
の
理
想

の
実
現
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
何
よ
り
も
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、

徹
底
し
た
「
善
意
」
の
力
で
あ
っ
た
。
（
略
）
人
間
の
善
意
な
ど
は
、

三
文
の
値
う
ち
も
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
世
相
で
あ
っ
た
。
文
学
の
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と
、
「
善
意
」
に
つ
い
て
の
中
島
な
り
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
善
意
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
島
が
少
な
く
と
も
戦
争
中
頃
ま
で
は
か
な

り
意
識
し
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
証
拠
に
、
『
回
想
の
文
学
」
中
、
文
学

を
続
け
て
行
く
事
が
厳
し
く
な
っ
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
確
認
す
る
か

の
よ
う
に
「
宮
澤
賢
治
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
る
か
」
と
宮
澤
賢
治
の
思
想

と
照
ら
し
合
わ
せ
よ
う
と
試
み
る
。
中
島
に
と
っ
て
、
宮
澤
賢
治
は
、
時

中
島
は
「
善
意
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
を
宮
澤
賢
治
か
ら
借
り
て
、
こ
の
言
葉

で
「
時
局
」
・
「
時
代
」
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
右
記
の

引
用
は
、
そ
の
決
意
の
顕
わ
れ
と
も
取
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
「
善
意
」
の

「
文
学
」
へ
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
四
ヶ
月
後
の
日
記
を
見
る
と
、

こ
こ
に
い
う
「
善
意
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
意
志
」
で
は
な
い
。

動
機
で
も
な
く
、
倫
理
評
価
の
規
格
で
も
な
い
。
「
関
心
」
（
オ
キ
ュ

パ
シ
オ
ン
）
の
、
あ
る
状
態
を
指
す
。
も
ち
ろ
ん
「
無
関
心
」
と
か

「
悪
意
」
と
か
に
対
立
す
る
も
の
だ
が
、
探
求
の
目
的
は
、
実
は
、

関
心
の
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
形
で
、
対
象
化

せ
ず
に
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ｓ
回
想
の
文
学
②
』
）

評
価
に
も
そ
ん
な
調
子
が
強
か
っ
た
。
わ
た
く
し
は
、
心
ひ
そ
か
に

そ
れ
に
反
擢
し
て
い
た
。
宮
沢
賢
治
を
知
る
に
お
よ
ん
で
、
わ
た
く

し
は
、
わ
た
く
し
な
り
に
自
信
を
回
復
し
た
。
「
善
意
」
を
強
調
す

れ
ば
、
軽
ん
じ
ら
れ
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
お
そ
れ
ず
に
、

押
し
通
し
て
生
き
よ
う
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
決
心
と
な
っ
た
。

ｓ
回
想
の
文
学
②
』
）

こ
れ
は
昭
和
九
年
の
日
記
中
の
文
章
で
あ
る
が
、
か
な
り
強
い
調
子
で

書
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
本
文
そ
の
も
の
の
ほ
か
、

代
を
客
観
的
に
鑑
み
る
材
料
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

｜
見
誰
か
ら
も
非
難
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
便
利
で
は
あ
る
が
し
か
し
そ

の
実
体
は
ま
る
で
掴
み
ど
こ
ろ
の
な
い
荘
た
る
も
の
と
し
て
、
今
わ
れ
わ

れ
の
眼
に
映
る
こ
の
「
善
意
」
の
文
学
は
、
戦
争
前
に
、
「
リ
ベ
ラ
リ
ス

ト
」
、
「
自
由
主
義
者
」
を
も
っ
て
、
自
他
と
も
に
認
じ
て
い
た
中
島
に
と

り
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
言
葉
と
し
て
今
一
度
検
証
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
疑
問
は
当
然
に
も
、
中
島
に
よ
っ
て
「
善
意
」
を

仮
託
さ
れ
た
「
文
学
」
そ
の
も
の
と
、
「
善
意
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る

当
時
の
文
脈
と
、
双
方
に
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
日
記
に
し

ば
し
ば
登
場
す
る
こ
の
「
善
意
」
と
い
う
言
葉
は
、
中
島
が
ど
の
よ
う
に

文
学
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
錯
綜
と
混

迷
を
窮
め
た
昭
和
十
年
代
の
知
識
人
の
「
乗
り
越
え
方
」
ｌ
ア
ポ
リ
ァ

を
問
う
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

未
明
、
断
乎
た
る
決
心
を
す
る
。
要
す
る
に
今
日
ま
で
長
い
間
考

え
て
き
た
「
徹
底
的
善
意
」
の
追
求
に
誤
り
は
な
い
。
誤
り
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
も
は
や
後
へ
は
ひ
け
な
い
。
い
よ
い
よ
残
っ
た
の
は

実
行
だ
。
お
そ
ら
く
、
僕
の
希
望
は
実
現
可
能
だ
。
（
略
）
で
き
れ

ば
、
一
人
の
幸
福
が
、
周
囲
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、
必
ず
周
囲

を
照
ら
す
よ
う
な
幸
福
を
、
積
極
的
に
作
り
あ
げ
る
こ
と
。
（
「
回
想

の
文
学
』
②
）
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｢善意の文学」の陥奔

こ
こ
で
、
回
想
記
の
補
強
の
た
め
に
当
時
の
文
学
、
思
想
的
状
況
に
つ

い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
衆
知
の
通
り
、
昭
和
八
年
に
は
小
林
多
喜
二
が

虐
殺
さ
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
徹
底
的
に
弾
圧
さ
れ
た
一
方
、
五
月

に
は
、
ナ
チ
ス
の
焚
書
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
い
ち
は
や
く

抗
議
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
な
く
、
日
本
の
知
識
人

（
注
・
四
）

で
あ
っ
た
。
同
年
七
月
、
こ
こ
か
ら
徳
田
秋
声
を
会
長
と
す
る
「
学
巻
云

自
由
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
日
本
の
知
識
人
ら
が
自

主
的
に
表
明
し
た
日
本
初
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
と
考
え
て
良
い
も
の
で

〈
注
・
瓦
）

あ
る
。
だ
が
、
こ
の
運
動
も
「
文
辻
云
懇
話
会
」
の
出
現
に
よ
っ
て
わ
ず

か
一
年
で
消
滅
す
る
。
期
を
同
じ
く
し
て
、
小
松
情
が
「
行
動
主
義
」
を

フ
ラ
ン
ス
か
ら
輸
入
す
る
。
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
精
通
し
て
い
る

中
島
は
、
小
松
か
ら
「
行
動
主
義
」
に
つ
い
て
い
ち
早
く
情
報
を
与
え
ら

れ
、
「
理
論
的
に
は
賛
成
」
と
『
回
想
の
文
学
』
の
な
か
で
表
明
し
て
い

る
。
「
行
動
主
義
」
運
動
は
、
小
松
・
舟
橋
聖
一
・
青
野
季
吉
が
中
心
と

な
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
で
、
青
野
は
、
「
能
動
的
精
神
の
台
頭

に
つ
い
て
」
（
『
行
動
』
’
九
三
四
・
’
一
月
号
）
の
な
か
で
、
「
行
動
主

義
」
を
、
「
知
識
人
の
高
い
精
神
的
自
由
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
欲
求
と

こ
の
前
後
の
文
脈
を
読
ん
で
み
て
も
、
「
善
意
」
が
中
島
に
と
っ
て
具
体

的
に
何
を
指
す
の
か
が
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
先
ほ
ど
の
日
記
か
ら
し
て

も
、
「
意
志
で
も
倫
理
で
も
な
い
」
の
だ
が
、
確
実
に
言
え
る
の
は
、
「
善

意
」
を
「
積
極
的
」
に
尽
く
す
と
い
う
彼
の
こ
の
信
念
は
、
こ
の
後
の
中

島
の
行
動
を
左
右
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

三
、
中
島
健
蔵
と
「
自
由
主
義
」

こ
の
「
能
動
的
精
神
」
と
は
、
前
述
の
青
野
の
文
章
を
借
り
る
と
、

「
正
直
に
そ
れ
弓
能
動
的
精
神
」
を
指
す
、
論
者
注
）
を
発
揮
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
社
会
の
進
歩
的
な
動
向
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来

る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
中
島
が
の
ち
に
回
想
す
る
「
当
時

の
わ
た
く
し
は
、
「
紋
章
』
の
山
下
久
内
の
よ
う
に
、
疑
い
深
く
、
非
行

動
的
に
な
っ
て
い
た
。
頭
が
空
回
り
を
し
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ

か
、
新
し
い
自
由
主
義
の
原
理
を
う
ち
立
て
て
、
そ
れ
を
行
動
の
指
針
と

し
よ
う
と
す
る
欲
求
と
か
の
う
ち
」
と
紹
介
し
、
こ
の
具
体
例
と
し
て
横

光
利
一
の
『
紋
章
』
を
挙
げ
て
い
る
。
『
紋
章
』
に
つ
い
て
は
、
当
時
の

知
識
人
の
雰
囲
気
を
良
く
観
察
し
、
書
い
て
い
る
と
い
う
評
価
を
中
島
自

（
注
・
六
〉

身
も
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
『
紋
章
」
の
主
人
公
の
モ
ー
ア
ル
は
河
上
徹

太
郎
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
、
小
松
の
見
解
で
は
、
横
光
の
作
品
が
日
本
に

お
け
る
「
行
動
主
義
」
を
体
現
し
た
文
学
を
代
表
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
の
「
紋
章
」
を
書
い
た
横
光
の
視
線
の
先
に
は
、
河
上
の
ほ
か
、
中
島

が
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
当
時
の
二
人
は
毎
日
の
よ
う
に
良
く

会
っ
て
お
り
、
横
光
は
中
島
に
宮
澤
賢
治
を
紹
介
し
た
ほ
か
、
中
島
に
次

の
よ
う
に
進
言
し
た
事
が
あ
る
。

小
林
（
秀
雄
）
、
河
上
（
徹
太
郎
）
の
世
界
と
、
一
般
文
壇
の
世

界
と
の
間
に
は
、
大
へ
ん
な
空
白
が
あ
る
、
そ
こ
を
暴
れ
ま
わ
れ
と

い
う
。
ま
た
、
「
通
俗
に
し
て
非
俗
」
の
問
題
を
も
っ
と
は
っ
き
り

書
け
と
い
う
。
（
略
）
「
や
は
り
文
壇
を
動
か
さ
な
け
れ
ば
だ
め
だ
、

そ
う
で
な
い
と
文
壇
に
動
か
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。
」
こ
れ
も
一
種

の
「
能
動
的
精
神
」
で
あ
ろ
う
。
（
「
回
想
の
文
学
②
乞
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（
注
・
七
）

て
い
た
の
で
あ
る
。
」
こ
と
と
、
横
光
が
中
島
に
向
か
っ
て
進
一
一
一
一
口
し
た
こ

と
と
が
重
な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
改
め
て
横
光
が
使
っ
た
意
味
で
の
「
文

壇
」
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
横
光
は
、
小
林
・
河
上
の

世
界
と
一
般
文
壇
と
の
空
白
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
、
ま
た
、

「
空
白
」
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
当
時
「
頭
が
空
回
り
」
し
て
い
た
知
識
人
た
ち
は
、
時
勢

を
じ
っ
と
観
察
す
る
か
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
文
壇
」
の
中
に
入
っ
て

は
い
か
な
か
っ
た
。
横
光
が
指
摘
し
た
「
空
白
」
と
は
、
河
上
・
小
林
が

「
文
壇
」
や
「
文
壇
」
に
鎮
座
し
て
い
る
よ
う
な
長
老
な
ど
に
く
っ
て
か

か
る
よ
う
な
行
為
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
間
を
中
島
に
暴
れ
ろ
、
と
い
う

こ
と
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
、
中
島
は
、
こ
の
時
点
で
は
、
そ
う
い
っ

た
意
識
は
な
く
、
と
に
か
く
自
分
の
居
場
所
が
な
か
っ
た
状
況
で
は
な

か
っ
た
か
。
で
な
け
れ
ば
、
「
空
回
り
」
と
い
う
言
葉
な
ど
は
出
ず
に
、

「
能
動
的
精
神
」
を
実
践
す
る
方
向
へ
と
「
積
極
的
」
に
す
す
ん
だ
は
ず

で
あ
ろ
う
。

だ
が
改
め
て
考
え
た
時
に
、
後
世
の
「
自
分
史
」
作
成
に
お
い
て
、
横

光
と
の
対
話
が
登
場
す
る
の
は
、
「
文
壇
」
そ
の
も
の
の
再
検
討
を
経
ず

に
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
「
紹
介
」
さ
れ
て
い
る
の
は
、
中
島
に
も
「
文

壇
」
が
染
み
つ
い
て
い
て
、
自
己
批
判
の
視
点
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
当
時
、
中
島
や
横
光
ら
は
意
識
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
確

実
に
存
在
し
て
い
る
「
文
壇
」
が
こ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
。
横
光
は
、
中

島
に
河
上
・
小
林
の
間
と
「
文
壇
」
の
間
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
が
、
河

上
・
小
林
も
含
め
て
「
文
壇
」
内
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
彼
ら
は
あ
ま
り

に
無
意
識
で
あ
り
す
ぎ
た
。
結
局
、
こ
こ
で
用
い
て
い
る
「
文
壇
」
と
は
、

小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
ギ
ル
ド
的
」
、
も
し
く
は
「
心
境
告
白
的
小

説
」
を
書
く
「
既
成
作
家
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は

明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
が
、
中
島
の
場
合
に
限
っ
て
一
一
一
一
口
え
ば
、
「
文
壇
」

を
特
別
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
せ
ず
に
「
な
ん
と
な
く
」
で
は
あ
る
が
「
し
っ
か

り
と
」
日
本
の
「
文
壇
」
に
根
を
張
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
次
第
に

時
流
が
戦
争
に
進
む
に
つ
れ
て
、
中
島
の
一
一
一
一
口
動
も
暖
昧
な
一
一
一
一
口
い
回
し
が
多

く
な
っ
て
い
く
。

や
が
て
中
島
は
『
回
想
の
文
学
』
で
、
行
動
主
義
を
次
の
よ
う
に
批
判

す
る
。

舟
橋
聖
一
の
「
能
動
的
精
神
」
と
、
小
松
清
の
「
行
動
主
義
」
と

の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
は
じ
め
か
ら
疑
問
を
持
っ
て

い
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
「
行
動
的
ユ
マ
ニ
ス
ム
（
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
」

は
、
（
略
）
文
学
運
動
と
は
次
元
が
ち
が
う
も
の
で
あ
っ
た
。
舟
橋

の
「
能
動
的
精
神
」
が
、
日
本
の
文
芸
界
の
、
あ
ま
り
に
も
情
緒
的
、

身
辺
的
、
非
行
動
的
で
、
社
会
問
題
や
政
治
へ
の
無
関
心
が
ひ
ど
す

ぎ
る
こ
と
に
対
す
る
不
服
の
提
唱
で
あ
り
、
警
告
で
あ
り
、
意
思
表

示
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
た
く
し
に
も
賛
成
で
き
た
。
と
こ

ろ
が
（
略
）
舟
橋
は
、
「
エ
リ
ー
ト
意
識
と
い
え
ば
い
え
る
が
、
ぼ

く
は
能
動
精
神
で
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
こ
そ
新
し
い
社
会
変
革
の

イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
も
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え

た
、
」
と
い
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
文
学
運
動
と
は
次
元
が
ち

が
っ
て
し
ま
う
。
小
松
清
が
持
ち
込
ん
だ
行
動
主
義
は
、
文
学
者
や

思
想
家
な
ど
、
非
行
動
的
だ
っ
た
人
々
の
行
動
宣
言
で
は
あ
っ
た
が
、

思
想
や
芸
術
の
運
動
で
は
な
か
っ
た
。
（
『
回
想
の
文
学
②
こ
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｢善意の文学」の陥窕

前
章
で
も
「
文
壇
」
に
つ
い
て
論
及
し
た
が
、
少
々
詳
し
く
中
島
健
蔵

と
「
文
壇
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
中
島
は
、
昭
和
九
年
に
「
懐
疑
と
象

徴
」
を
発
表
す
る
の
と
平
行
し
て
、
精
力
的
に
日
本
文
学
者
と
交
流
す
る

よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
昭
和
九
年
に
会
っ
た
と
中
島
本
人
が
言
っ
て
い
る

作
家
を
挙
げ
て
み
る
と
、
河
上
徹
太
郎
、
小
林
秀
雄
、
永
井
龍
男
、
青
山

二
郎
、
横
光
利
一
、
今
日
出
海
、
久
保
田
万
太
郎
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当

時
、
日
本
の
「
文
壇
」
に
良
か
れ
悪
し
か
れ
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い

と
い
っ
て
い
る
。
「
は
じ
め
か
ら
疑
問
を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
な
ら
、

な
ぜ
「
は
じ
め
」
に
言
わ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
逆
に
生
ま
れ

て
し
ま
う
が
（
後
に
な
っ
て
言
う
の
が
彼
の
常
套
手
段
な
の
で
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
）
、
こ
こ
で
は
元
来
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
入
っ
て
き
た
行
動

主
義
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
に
輸
入
さ
れ
て

か
ら
の
「
能
動
的
精
神
」
を
批
判
し
て
い
る
。
文
学
運
動
と
し
て
の
日
本

で
の
「
行
動
主
義
」
は
、
結
局
、
「
理
論
」
が
単
に
「
能
動
的
精
神
」
と

い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
、
「
能
動
的
精
神
」
と
い
う
こ
の
字
面
だ
け

が
宙
に
浮
き
、
日
本
に
は
根
付
く
こ
と
無
く
実
現
不
可
能
な
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
日
本
で
の
行
動
主
義
は
〃
空
中
分
解
“

し
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
後
も
中
島
が
言
論
活
動
を
続
け

る
な
か
で
、
「
善
意
を
持
っ
て
」
・
「
積
極
的
に
行
動
」
し
て
い
こ
う
と
す

る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
〃
空
中
分
解
〃
し
て
し
ま
っ
た
「
行
動
主
義
」
を

た
え
ず
意
識
し
、
そ
の
実
践
を
試
み
続
け
る
一
方
、
そ
の
批
判
者
と
も
な

り
得
る
二
律
背
反
の
状
態
を
意
味
し
て
い
る
。

四
、
戦
争
ま
で
の
一
一
一
一
口
論
と
「
文
壇
一
」

た
で
あ
ろ
う
人
物
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
々
と
交
流
す
る
事
が
、

回
想
を
見
る
と
、
中
島
に
と
っ
て
は
有
益
で
あ
り
、
彼
ら
の
名
前
を
記
す

作
業
に
悦
び
を
も
っ
て
日
記
を
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象

を
受
け
る
。

昭
和
十
年
に
は
い
る
と
、
「
回
想
の
文
学
」
の
中
に
は
、
よ
り
多
く
の

日
本
文
学
者
の
名
前
が
挙
が
り
は
じ
め
る
。
そ
こ
に
は
、
毎
日
の
よ
う
に

「
文
壇
」
御
用
達
料
亭
「
は
せ
川
」
へ
赴
き
、
作
家
ら
と
歓
談
す
る
こ
と

が
多
く
書
か
れ
、
昼
間
は
東
大
や
法
大
で
の
講
義
の
内
容
な
ど
が
多
く
書

か
れ
て
お
り
、
「
文
士
」
と
「
教
授
」
の
、
ま
さ
に
「
二
足
の
草
鞍
」
を

履
く
よ
う
な
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
。
東
大
仏
文
の
友
人
関
係
の
ほ
か
、

「
文
科
」
、
「
作
品
」
、
「
文
学
界
」
の
同
人
、
加
え
て
「
は
せ
川
」
で
知
り

合
っ
た
作
家
等
が
中
島
の
「
文
壇
」
交
友
関
係
を
濃
い
も
の
に
し
、
日
本

文
学
系
の
文
芸
雑
誌
に
多
く
寄
稿
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
裏

付
け
る
か
の
よ
う
だ
が
、
こ
の
頃
、
中
島
に
と
っ
て
文
芸
雑
誌
の
座
談
会

が
増
え
た
の
と
同
時
に
、
文
芸
家
協
会
に
入
会
、
す
ぐ
の
ち
に
評
議
員
に

も
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
中
島
の
昭
和
十
年
代
の
一
一
一
一
口
動
を
自

ら
公
表
す
る
も
の
は
全
て
、
「
誰
と
会
い
、
誰
の
作
品
を
読
み
、
ど
こ
の

雑
誌
で
座
談
会
を
し
、
ど
こ
の
団
体
の
委
員
会
、
会
合
に
出
席
し
た
」
と

い
う
形
式
が
か
な
り
多
く
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
回
想
記
か
ら
見
て
取
れ

る
こ
と
は
、
中
島
は
、
日
記
を
後
世
に
紹
介
す
る
こ
と
で
、
「
善
意
の
文

学
」
と
い
う
言
葉
が
代
表
す
る
よ
う
に
、
自
己
の
正
当
性
（
先
ほ
ど
の
引

用
で
も
、
「
善
意
」
は
倫
理
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
悪
意
」
の
裏

返
し
の
一
一
一
一
口
葉
と
し
て
は
正
義
、
も
し
く
は
正
当
性
と
い
う
言
葉
は
有
効
だ

ろ
う
）
を
「
告
白
」
し
、
時
代
の
正
鵠
を
穿
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
説
得

力
を
つ
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
中
島
の
言
動
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
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昭
和
十
年
（
一
九
三
五
年
）
一
一
一
月
一
一
一
一
一
日
、
衆
議
院
に
お
け
る
「
国
体

に
関
す
る
決
議
」
が
可
決
さ
れ
、
中
島
は
こ
の
可
決
こ
そ
が
戦
争
に
向

か
っ
て
走
り
出
す
第
一
歩
だ
と
い
う
認
識
を
今
後
一
貫
し
て
持
つ
こ
と
と

な
る
。
こ
の
後
か
ら
は
い
か
に
文
学
的
立
場
を
取
る
か
、
政
治
と
文
学
の

在
り
方
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
る
メ
モ
書
き
が
多
く
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
自
身
も
「
政
治
的
に
な
っ
た
」
と
自
覚
す
る
文
章
が
見
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
次
に
引
用
す
る
文
章
は
、
昭
和
十
四
年
、
「
昭
和
研
究
会
」
に

出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

反
駁
の
標
的
に
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
し
、
彼
自
身
「
知
識
人
」
」

「
文
壇
」
の
間
で
揺
れ
な
が
ら
、
文
芸
評
論
を
公
表
し
て
い
た
。
自
己
保

身
的
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
辛
辣
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
彼
の
挙
動
は
、

場
所
や
時
を
選
ば
ず
し
て
、
一
見
進
歩
的
か
つ
自
由
に
振
る
舞
え
て
い
た

し
、
中
島
が
手
探
り
な
が
ら
も
模
範
的
「
文
士
」
と
し
て
の
立
ち
居
振
舞

い
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
戦
前
、
戦
中
、
そ
し
て
戦
後
を
過
ご
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
中
島
が
「
善
意
」
の
「
文
学
」
に
対

し
て
託
し
た
こ
と
と
並
列
の
関
係
に
あ
る
。

正
し
い
意
味
の
合
理
主
義
を
逆
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
右
傾
の
流
れ

に
対
し
て
は
、
抵
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
左
翼
エ

リ
ー
ト
式
な
教
条
主
義
で
は
神
が
か
り
の
盲
信
に
は
勝
て
な
い
。

い
っ
そ
、
そ
う
い
う
い
ざ
こ
ざ
か
ら
の
が
れ
て
、
方
丈
の
庵
に
引
っ

こ
も
う
と
し
て
も
、
事
態
は
、
そ
れ
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て

五
、
戦
争
ま
で

引
用
し
た
文
章
は
、
時
流
が
右
傾
化
し
て
い
く
中
で
、
ど
こ
に
中
島
自

身
の
文
学
的
ス
タ
ン
ス
を
決
め
る
か
、
ま
た
、
「
善
意
の
文
学
」
を
実
行

さ
せ
る
が
た
め
、
組
織
の
中
に
汲
み
取
ら
れ
ん
と
す
る
個
人
的
な
「
抵
抗
」

と
も
読
め
る
。
昭
和
十
年
代
に
突
入
し
、
次
第
に
戦
争
へ
と
進
む
状
況
下

で
、
彼
自
身
の
言
論
も
い
よ
い
よ
切
迫
し
て
く
る
。
当
時
発
表
さ
れ
た

「
自
由
主
義
」
に
関
す
る
文
章
も
か
な
り
暖
昧
で
あ
り
、
渡
邊
｜
民
は

『
近
代
日
本
の
知
識
人
」
の
な
か
で
、
「
一
年
四
ヶ
月
の
あ
い
だ
に
、
中
島

の
文
体
が
何
よ
り
も
よ
く
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
場
そ
の
も

の
が
本
質
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
、
三
「
自
由
主
義
」
と
い
う
）

お
な
じ
事
柄
を
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
危

機
意
識
と
勇
気
と
決
断
を
要
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
、
わ
た
し
は
や
は
り
考

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
中
島
の
文
章
の
暖
昧
さ
を
同
情
的
に
捉
え
て

い
る
。
た
し
か
に
特
筆
に
価
す
る
ほ
ど
こ
の
頃
の
中
島
の
文
章
は
暖
昧
で

あ
る
し
、
当
時
の
検
閲
な
ど
の
状
況
か
ら
察
し
て
も
、
危
な
い
橋
を
渡
り

な
が
ら
の
作
業
で
あ
っ
た
と
は
お
も
う
。

「
我
々
は
、
た
だ
、
漫
然
と
生
き
て
い
る
つ
も
り
で
い
な
が
ら
、

周
囲
の
空
気
に
抵
抗
を
感
ず
る
。
歩
度
を
ゆ
る
め
て
み
て
も
、
そ
の

抵
抗
は
へ
ら
な
い
。
走
れ
ば
倒
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
や
む
を
得
ず
立

ち
ど
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
か
え
っ
て
、
行
動
感
が
生
れ
そ
う
に
な
っ

た
り
す
る
（
つ
ま
り
非
協
力
だ
。
）
…
…
。
」
こ
れ
は
、
す
で
に
進
行

し
つ
つ
あ
る
国
全
体
の
右
翼
化
の
流
れ
の
中
に
生
き
る
わ
た
く
し
の

自
画
像
で
あ
っ
た
。
Ｓ
回
想
の
文
学
②
」
）

い
る
。
ｓ
回
想
の
文
学
②
」
）

５０
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｢善意の文学」の陥穿

こ
れ
は
、
昭
和
十
四
年
の
日
記
で
あ
る
が
、
次
第
に
国
家
の
言
論
統
制

が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
厳
し
い
検
閲
の
下
、
ど

の
作
家
も
作
家
と
し
て
生
き
残
っ
て
行
く
方
法
を
問
わ
れ
て
お
り
、
中
島

は
、
「
組
織
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
の
安
全
を
守
る
」
、
つ
ま
り

合
法
的
な
組
織
に
さ
え
入
っ
て
い
れ
ば
、
言
論
の
場
が
失
わ
れ
る
危
倶
が

少
な
く
な
り
、
そ
こ
を
積
極
的
に
、
徹
底
的
に
身
を
埋
め
て
い
こ
う
、
と

考
え
た
と
読
み
取
れ
る
。
た
だ
、
「
そ
れ
ま
で
は
、
重
荷
と
感
じ
」
て
い

た
各
団
体
組
織
に
関
す
る
活
動
も
、
回
想
記
を
読
む
限
り
で
は
、
特
に
重

荷
と
感
じ
て
い
る
よ
う
な
文
章
・
言
動
は
な
い
。
引
用
で
も
出
て
く
る
ペ

ン
倶
楽
部
に
関
し
て
だ
け
言
え
ば
、
当
時
「
満
洲
」
占
領
で
国
際
ペ
ン
ク

こ
れ
ま
で
、
日
本
の
「
文
壇
」
の
中
に
身
を
投
じ
、
中
心
で
安
泰
す
る

こ
と
に
奔
走
し
て
き
た
中
島
が
、
今
度
は
次
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
取
る

こ
と
と
な
る
。

わ
た
く
し
は
、
や
が
て
来
る
に
相
違
な
い
文
化
統
制
に
対
し
て
、

上
か
ら
の
官
僚
統
制
の
圧
力
の
ま
ま
に
動
か
さ
れ
て
い
た
ら
、
大
へ

（
注
・
八
）

ん
な
こ
と
に
な
る
と
わ
か
っ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
組
織
運
動
に

接
触
し
な
が
ら
、
体
当
た
り
の
防
衛
に
当
る
決
心
を
し
た
。
す
で
に

既
成
の
事
実
と
し
て
、
ペ
ン
倶
楽
部
の
常
任
理
事
、
文
芸
家
協
会
の

評
議
員
、
（
当
時
の
体
制
で
は
、
評
議
員
会
は
、
戦
後
の
理
事
会
の

よ
う
な
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
）
「
文
学
界
」
の
同
人
、
昭
和
研
究
会

文
化
問
題
研
究
会
委
員
な
ど
、
そ
れ
ま
で
は
、
重
荷
と
感
じ
、
た
え

ず
脱
出
を
考
え
て
い
た
よ
う
な
自
分
の
関
係
を
、
積
極
的
に
活
用
す

る
決
心
を
し
た
。
二
回
想
の
文
学
④
』
）

ラ
ブ
か
ら
孤
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
日
本
ペ
ン
倶
楽
部
の
常
任
理
事

を
引
き
受
け
た
の
は
、
当
時
常
任
理
事
で
あ
っ
た
勝
本
清
一
郎
が
京
都
の

検
事
局
か
ら
ペ
ン
倶
楽
部
を
辞
め
ろ
と
強
要
さ
れ
、
そ
の
後
任
を
引
き
受

け
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
回
想
記
を
順
に
読
ん
で
い
く
と
、
先
述
し
た

昭
和
九
年
頃
か
ら
、
中
島
の
ペ
ン
倶
楽
部
に
対
す
る
態
度
は
、
多
少
消
極

的
と
も
取
れ
る
が
、
外
国
人
作
家
な
ど
が
日
本
に
召
喚
さ
れ
た
際
な
ど
は

積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
し
、
多
少
な
り
と
も
組
織
と
の
関
わ
り
を
持
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
直
々
に
常
任
理
事
の
後
任
を
依
頼
し
た
勝
本
に
し
て
み

れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を
認
め
た
上
で
こ
そ
中
島
に
後
任
を
任
せ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
「
善
意
の
文
学
」
を
貫
く
と
い

う
態
度
で
臨
ん
で
き
た
中
島
だ
が
、
改
め
て
「
積
極
的
に
（
組
織
を
）
活

用
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。

こ
れ
は
昭
和
十
三
年
十
月
一
一
十
一
日
の
日
記
で
あ
る
。
中
島
に
と
っ
て
、

「
善
意
の
文
学
」
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
政
治
的
な
こ
と
か
ら
距
離
を

政
治
を
嫌
い
な
が
ら
、
だ
ん
だ
ん
政
治
に
捲
き
こ
ま
れ
て
行
く
。

政
治
の
一
ば
ん
い
や
な
と
こ
ろ
は
、
条
件
的
に
表
裏
が
あ
り
、
必
然

的
に
皮
相
的
な
表
現
を
と
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
い
ま
の
ま
ま
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
表
現
も
、
や
む
を
え
ず
皮
相
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う

い
う
時
に
、
文
学
が
成
功
す
る
と
は
思
え
な
い
。
従
っ
て
、
こ
ち
ら

も
、
皮
相
的
な
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
皮
相
そ
の
も
の
を
破
る
努
力
が
必

要
に
な
っ
て
い
る
。
皮
相
を
皮
相
と
知
り
つ
つ
、
ほ
ん
も
の
の
扱
い

で
押
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
皮
相
が
皮
相
で
い
ら
れ
な
く
な
る

よ
う
に
す
る
の
だ
。
Ｓ
回
想
の
文
学
④
」
）
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取
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
と
捉
え
て
良
い
。
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
中
島
は

文
学
よ
り
も
政
治
の
方
が
格
段
に
蔑
む
も
の
の
対
象
で
あ
り
、
忌
み
す
る

べ
き
も
の
と
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
れ
で
も
な
お
、
自
ら
の
文
学
的
立

場
を
守
る
た
め
に
、
政
治
に
加
担
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
の

立
場
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
こ
の
心
理
は
、
一
方
に
お
い
て
「
文
学
」
を
非
政
治
的
な
「
善

意
」
と
し
て
あ
り
得
る
も
の
と
し
、
他
方
、
機
会
に
よ
っ
て
伸
縮
自
在
な

文
学
者
の
「
良
心
」
を
可
能
に
す
る
。
し
か
し
中
島
が
、
政
治
的
と
組
織

の
問
題
を
、
自
分
自
身
の
内
に
あ
る
文
学
の
問
題
と
同
質
の
も
の
と
し
て

捉
え
て
は
い
な
い
こ
と
は
、
先
の
「
文
壇
」
の
く
だ
り
で
も
明
ら
か
で
あ

る
。
だ
か
ら
中
島
は
、
「
善
意
の
文
学
」
の
実
践
を
、
状
況
に
左
右
さ
れ

な
が
ら
、
「
文
壇
」
内
政
治
的
組
織
の
活
動
に
依
っ
て
で
も
果
そ
う
と
す

る
。
中
島
の
企
て
る
「
善
意
の
文
学
」
は
、
宮
澤
賢
治
を
た
よ
り
に
得
た

「
中
島
流
・
政
治
と
文
学
」
の
対
立
へ
の
「
解
答
」
と
も
み
て
と
れ
る
が
、

そ
れ
は
実
践
的
に
は
〃
厭
政
“
的
な
気
分
を
背
景
に
し
た
時
局
へ
の
適
応

策
で
あ
る
以
上
、
真
の
意
味
で
の
政
治
批
判
を
意
味
・
保
証
す
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
「
善
意
」
は
む
し
ろ
、
爾
後
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お
い
て
彼

の
「
文
学
」
と
行
動
と
を
巧
妙
に
保
証
す
る
の
に
役
立
つ
も
の
と
な
る

這
う
。こ
の
後
、
昭
和
十
五
年
に
は
国
家
に
よ
り
昭
和
研
究
会
の
解
散
を
強
制

さ
れ
、
同
時
に
、
大
政
翼
賛
会
文
化
部
設
置
が
行
な
わ
れ
る
。
翼
賛
会
の

部
長
に
は
岸
田
国
士
が
就
任
す
る
が
、
こ
の
人
事
も
、
岸
田
を
推
し
た
三

木
清
か
ら
中
島
は
相
談
を
受
け
て
い
る
。
戦
後
、
公
職
追
放
と
な
っ
た
岸

田
に
対
し
て
、
中
島
は
自
責
の
念
を
持
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
が
、

翼
賛
会
発
足
当
時
は
と
に
か
く
「
言
論
文
化
」
を
守
り
た
い
と
い
う
一
心

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
通
り
、
中
島
健
蔵
は
か
な
り
積
極
的
に
「
行

動
」
し
、
「
実
践
」
を
意
識
す
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
浮
き
彫
り
と

な
っ
た
。
自
ら
の
選
択
、
ま
た
は
依
頼
さ
れ
、
各
職
能
団
体
の
役
員
な
ど

を
引
き
受
け
、
昭
和
十
七
年
、
八
ヶ
月
に
及
ぶ
徴
用
時
代
に
至
っ
て
は
積

極
的
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
「
昭
南
日
本
語
学
園
」
の
運
営
、
指
導
に
あ
た

り
、
と
か
く
言
論
よ
り
も
行
動
で
「
文
学
」
を
実
践
し
て
い
た
。
「
昭
南

日
本
語
学
園
」
に
お
い
て
の
活
動
は
別
の
場
所
で
論
じ
る
予
定
だ
が
、

「
占
領
者
」
と
し
て
、
現
地
の
人
々
に
日
本
語
を
積
極
的
に
普
及
し
た
行

為
は
、
や
は
り
昭
和
十
年
代
の
彼
の
行
動
・
言
動
に
源
流
が
あ
る
。
つ
ま

で
、
岸
田
を
城
壁
代
わ
り
と
し
た
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
告
白
し
て
い
る
。

だ
が
、
岸
田
の
防
波
堤
も
、
押
し
寄
せ
る
言
論
統
制
の
波
を
跳
ね
返
す
こ

と
も
な
く
時
流
に
飲
ま
れ
て
し
ま
う
。
前
述
の
通
り
、
党
派
性
を
意
味
す

る
政
治
を
忌
み
嫌
う
中
島
だ
が
、
そ
の
中
で
取
り
込
ま
れ
つ
つ
個
人
の
文

学
を
実
践
し
、
守
ろ
う
と
す
る
行
為
は
結
果
的
に
、
文
学
を
守
る
た
め
に

は
党
派
性
を
帯
び
て
い
る
文
学
の
組
織
に
も
関
わ
り
を
持
っ
て
、
た
と
え

そ
の
組
織
が
戦
争
に
加
担
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
も
、
自
ら
の
文
学
の

場
を
守
り
さ
え
す
れ
ば
、
つ
ま
り
自
分
の
文
学
が
ピ
ュ
ア
な
よ
う
で
あ
り

さ
え
す
れ
ば
、
自
己
の
良
心
が
満
た
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

日
記
を
読
む
限
り
、
中
島
は
昭
和
十
七
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
徴
用
さ
れ

る
直
前
ま
で
、
文
学
的
思
考
に
さ
し
て
変
化
が
見
ら
れ
な
い
の
は
「
善
意
」

と
い
う
文
学
的
立
場
が
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
て
い
た
か
ら
な
の
で
は
な
い

か
。

六
、
「
善
意
の
文
学
」
の
陥
穿

５２
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｢善意の文学」の陥奔
り
、
党
派
性
を
嫌
い
な
が
ら
も
、
組
織
の
中
で
イ
ノ
セ
ン
ト
に
生
き
て
い

く
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
実
践
と
し
て
の
「
文
学
」
Ⅱ
「
善
意
の
文
学
」
は

保
持
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
彼
の
「
善
意
の
文
学
」
は
ど
こ
ま
で
も
無
傷
な

の
で
あ
る
。

「
善
意
」
を
否
定
し
は
し
な
い
が
、
し
か
し
、
「
善
意
の
文
学
」
は
、
中

島
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
も
文
学
を
実
践
す
る
上
で
の
「
掛
け
声
」
、
「
ス

ロ
ー
ガ
ン
」
的
な
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
昭
和
十
年
代
を
「
善
意
の

文
学
」
と
い
う
言
葉
を
掲
げ
て
「
文
学
」
を
「
実
践
」
、
「
行
動
」
し
尽
く

し
た
と
こ
ろ
に
、
「
善
意
の
文
学
」
の
陥
穿
は
あ
る
。

一往
、

一一一、

一一、

一
般
に
、
徴
用
さ
れ
る
際
に
届
く
も
の
を
「
赤
紙
」
と
読
ん
で
い
た
の

に
対
し
て
、
「
文
士
徴
用
」
さ
れ
た
者
に
は
「
白
紙
」
で
届
い
た
の
で

「
白
紙
徴
用
」
と
呼
ん
で
い
る
。

韓
国
の
抵
抗
詩
人
、
金
芝
河
が
朴
政
権
（
当
時
）
に
よ
っ
て
弾
圧
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
代
表
は
、
韓
国
ま
で
出
向
き
、

金
氏
死
刑
判
決
の
助
命
嘆
願
を
し
た
。
そ
の
際
、
ソ
ウ
ル
で
の
記
者
会

見
で
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
代
表
者
は
、
「
金
氏
の
有
罪
判
決
は
言
論
弾

圧
と
は
言
え
な
い
」
と
発
表
、
こ
の
発
言
に
よ
り
日
本
国
内
で
厳
し
い

批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
有
吉
佐
和
子
を
は
じ
め
と
す
る
ペ
ン

ク
ラ
ブ
脱
退
、
続
い
て
緊
急
理
事
会
で
は
、
記
者
会
見
の
発
言
は
「
個

人
的
見
解
」
と
し
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
公
式
見
解
を
否
定
、
責
任
の

所
在
を
暖
味
に
し
た
。
（
参
考
・
「
回
想
の
文
学
①
ご

「
朝
日
新
聞
」
九
月
四
日
の
夕
刊
に
出
た
安
岡
章
太
郎
の
『
ペ
ン
ク
ラ

ブ
と
〃
自
由
」
と
い
う
寄
稿
を
読
ん
だ
の
が
、
わ
た
く
し
の
回
想
執

筆
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。
（
参
考
・
『
回
想
の

文
学
」
①
）

四
、
「
自
由
主
義
」
の
項
に
関
し
て
は
、
渡
邊
一
民
「
近
代
日
本
の
知
識
人
』

（
一
九
七
六
年
、
筑
摩
書
房
）
を
多
く
参
考
に
し
た
。
中
島
健
蔵
も

「
回
想
の
文
学
」
執
筆
す
る
の
と
時
を
同
じ
く
し
て
本
書
が
発
行
さ
れ
、

「
わ
た
く
し
の
回
想
の
裏
づ
け
と
し
て
、
時
々
引
用
さ
せ
て
も
ら
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
」
ｓ
回
想
の
文
学
②
」
）
と
大
き
く
評
価
し
て
い
る
。

五
、
松
本
学
が
中
心
と
な
っ
て
結
成
。
言
論
の
官
僚
統
制
が
目
的
で
あ
っ
た

と
中
島
健
蔵
は
『
回
想
の
文
学
」
の
な
か
で
回
想
し
て
い
る
。

六
、
「
文
芸
読
本
横
光
利
一
』
二
九
八
一
年
、
河
出
書
房
新
社
）
の
な
か

の
「
「
紋
章
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
中
島
健
蔵
、
一
九
五
三
・
’
二
）
か

ら
。

七
、
同
・
注
六
。

八
、
こ
の
当
時
、
中
島
が
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
団
体
名
を
挙
げ

る
と
、
「
国
策
研
究
座
談
会
」
「
農
山
村
文
化
協
会
後
援
会
」
「
文
芸
中

央
会
」
「
文
芸
者
会
」
「
昭
和
研
究
会
」
「
日
本
ペ
ン
倶
楽
部
」
「
日
本
編

集
者
会
」
「
東
亜
新
秩
序
研
究
会
」
…
な
ど
が
あ
る
。

（
ま
つ
し
た
な
つ
み
・
国
際
日
本
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
博
士

後
期
課
程
一
年
）
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