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葉
〉

l土

〈戦略〉となった自作解説

志
賀
直
哉
の
三
つ
の
自
作
解
説
、
「
創
作
余
談
」
(
『
改
造
』
、
昭
和
三
・
七
)
、
「
続

創
作
余
談
」
(
『
改
造
』
、
昭
和
十
三
・
六
)
「
続
々
創
作
余
談
」
(
『
世
界
同
昭
和

三
十
・
六
。
以
下
、
こ
れ
ら
三
つ
の
「
創
作
余
談
」
全
体
を
指
す
場
合
、
本
稿
で

は
包
括
し
て
「
余
談
」
と
称
し
て
い
る
。
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
旦
雑
誌
発
表
の
後
、

「
創
作
余
談
」
は
『
現
代
日
本
文
学
全
集
お
』
の
『
志
賀
直
哉
集
』
(
改
造
社
、

昭
和
三
年
七
月
一
日
)
、
「
続
創
作
余
談
」
は
『
志
賀
直
哉
全
集
第
九
巻
』
(
改

造
社
、
昭
和
十
三
年
六
月
二
十
日
)
の
「
随
筆
書
簡
其
他
」
欄
に
「
創
作
余
談
」

と
並
べ
ら
れ
る
形
で
、
ま
た
「
続
々
創
作
余
談
」
は
『
志
賀
直
哉
全
集
第
十
巻
』

(
岩
波
書
底
、
昭
和
三
十
年
九
月
二
十
六
日
)
の
「
随
筆
集
一
ご
欄
に
「
創
作
余

談
」
「
続
創
作
余
談
」
と
並
べ
ら
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
触
れ
ら
れ

て
い
る
の
は
作
品
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
ば
か
り
で
(
「
続
創
作
余
談
」

に
は
志
賀
が
他
人
に
宛
て
た
手
紙
に
関
す
る
解
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
)
、
「
創

作
余
談
」
は
三
十
八
作
、
「
続
創
作
余
談
」
は
三
十
作
、
「
続
々
創
作
余
談
」
は
二

十
九
作
の
作
品
に
関
す
る
解
説
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
「
余
談
」
は
志
賀
文
学

研
究
上
に
お
い
て
、
作
品
読
解
、
あ
る
い
は
作
者
の
創
作
意
識
を
知
る
上
で
の
、

最
良
の
先
行
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
扱
い
を
常
に
受
け
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

亀

井

そ
の
一
方
で
、
自
作
に
つ
い
て
作
者
が
解
説
を
施
す
と
い
う
行
為
が
招
い
た
の

は
、
作
品
と
作
者
と
を
強
力
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
、
一
種
の
読
み
の
政
治
性
の

発
生
で
あ
っ
た
。
鈴
木
登
美
氏
は
「
余
談
」
が
「
私
小
説
的
な
読
み
の
モ
!
ド
を

補
強
す
る
」
材
料
に
な
っ
た
と
言
及
し
て
い
る
が
、
特
に
自
伝
的
な
作
品
に
お
い

て
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
政
治
性
の
一
例
と
し
て
、
以
前
拙
稿
で

「
こ
の
作
品

Q
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指
摘
し
た
の
は
「
城
の
崎
に
て
」
読
解
に
お
い
て
、
「
創
作
余
談
」
の

は
事
実
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
作
者
の
言
い
分
に
拠
る
形
で
作
品
の
事
実
性
が
、
受

容
者
側
の
共
通
認
識
と
し
て
定
着
を
見
せ
て
い
る
様
相
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
、

志
賀
文
学
に
お
い
て
作
者
の
言
葉
を
あ
た
か
も
作
品
の
本
質
を
言
い
当
て
た
か
の

よ
う
な
〈
真
実
の
言
葉
〉
と
し
て
信
じ
て
し
ま
う
受
容
の
傾
向
が
現
れ
る
原
因
は

何
だ
ろ
う
か
。

実
際
問
題
と
し
て
、
「
余
談
」
が

で
あ
る
か
ど
う
か
は
断
言
し
に
く

〈
真
実
〉の

中
で
触
れ
ら
れ
た
作
品
と
、
そ
の
執

筆
時
間
と
に
は
大
き
な
開
き
が
存
在
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
過
去
に
書
い
た
作

品
に
対
し
て
、
志
賀
が
正
確
な
記
憶
を
持
ち
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
非
常
に
疑
わ

し
い
。
そ
の
間
違
っ
た
記
憶
の
例
と
し
て
、
「
続
創
作
余
談
」
で
触
れ
ら
れ
て
い

『
中
央
公
論
』
)
に
関
す
る
説
明
に
確
認
す
る
こ
と
が

い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
余
談
」

る
「
山
形
」
(
昭
和
二
・
一

出
来
る
。
「
明
治
四
十
年
の
夏
の
事
で
、
事
実
を
只
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
も
の
」



〈戦略〉となった自作解説

と
述
べ
て
は
い
る
が
、
実
際
は
志
賀
の
書
簡
な
ど
か
ら
明
治
三
十
九
年
に
お
け
る

出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
例
だ
け
で
も
、

「
余
談
」
を
〈
真
実
の
言
葉
〉
と
し
て
信
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
困
難
性
が
伴

っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
「
余
談
」
が
書
か
れ
た
昭
和
三
年
、
十
三

年
、
三
十
年
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
、
志
賀
が
自
作
に
対
し
て
如
何
な
る
考

え
を
持
っ
て
い
た
か
を
推
測
で
き
る
材
料
に
は
成
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。

話
を
受
容
の
問
題
に
戻
そ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
い
っ
た
脆
弱
な
自
立
性

の
真
実
性
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
存
在
は
、
読
者
と
い

う
受
容
者
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
余
談
」
の
言
葉
が
滞
り
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る

為
に
は
、
そ
れ
を
〈
真
実
〉
と
信
じ
、
期
待
す
る
読
者
の
存
在
が
欠
か
す
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
受
容
者

側
に
ば
か
り
原
因
を
求
め
、
「
余
談
」
自
体
を
不
問
と
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
。

し
か
持
た
な
い
「
余
談
」

つ
ま
り
そ
れ
は
、
「
余
談
」
を
生
み
出
し
た
作
者
の
側
へ
問
い
掛
け
る
行
為
に
も

な
る
。
こ
れ
ま
で
の
志
賀
文
学
研
究
上
で
「
余
談
」
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
多
か

っ
た
も
の
の
、
そ
れ
自
体
が
分
析
の
対
象
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い

っ
た
事
情
を
背
景
と
し
て
持
ち
つ
つ
本
稿
で
は
、
「
余
談
」
そ
の
も
の
を
分
析
の

主
眼
に
置
い
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
見
え
て
く
る
の
は
、
「
余

談
」
に
対
す
る
偏
向
的
と
も
い
え
る
読
者
の
受
容
の
原
因
が
、
「
余
談
」
内
部
に

こ
そ
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
は
「
余
談
」
の
成
立
事
情
か
ら
触
れ
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
作
者
の

〈
真
実
〉
と
さ
れ
る
言
葉
が
生
れ
る
瞬
間
を
見
定
め
る
と
い
う
行
為
で
も
あ
る
。

I 

「
余
談
」

の
成
立
背
景
に
つ
い
て

「
余
談
」
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
と
し
て
最
も
初
め
に
あ
る
の
は
、
「
創
作
余

談
」
の
書
か
れ
た
改
造
社
に
お
け
る
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
(
以
下
『
全
集
』
)

の
刊
行
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
続
創
作
余
談
」
「
続
々
創
作
余
談
」

と
続
き
、
あ
た
か
も
シ
リ
ー
ズ
化
し
て
い
る
よ
う
な
装
い
を
見
せ
る
、
志
賀
の
自

作
解
説
誕
生
に
と
っ
て
の
契
機
と
も
い
え
る
出
来
事
で
あ
る
。

明
治
か
ら
大
正
ま
で
の
文
学
の
集
大
成
と
意
図
し
て
の
『
全
集
』
刊
行
の
経
緯

に
つ
い
て
は
、
『
雑
誌
『
改
造
』
の
四
十
年
』
(
光
和
堂
、
昭
和
五
十
二
・
五
)
に

詳
し
い
が
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
の
円
本
ブ
ー
ム
の
引
き
金
と
な

っ
た
こ
の
企
画
は
、
明
治
時
代
の
作
家
は
ま
だ
し
も
、
大
正
時
代
に
お
け
る
作
家

の
選
定
な
ど
に
は
同
時
代
性
も
あ
り
一
苦
労
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

『
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
、
志
賀
は
当
時
『
改
造
』
の
記
者
で
あ
っ
た
滝
井

孝
作
と
の
交
渉
の
中
で
実
現
し
た
「
暗
夜
行
路
」
(
『
改
造
』
、
大
正
十
・
一
t

J

[

こ

の
間
断
続
的
]
昭
和
十
二
・
四
)
の
連
載
を
抱
え
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
『
改

造
』
の
創
作
欄
の
権
威
を
ほ
ぼ
決
定
的
に
し
た
」
(
前
掲
書
)
も
の
と
位
置
付
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
志
賀
が
改
造
社
の
刊
行
す
る
全
集
に
名

を
連
ね
る
の
は
当
然
の
事
態
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
当
代
の

nu 
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作
家
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
意
識
さ
れ
た
上
で
の
、
志
賀
の
全
集
刊
行
と
い
う
出

来
事
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
創
作
余
談
」
に
は
更
に
特
別
な
事
情

が
控
え
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
は
『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
る
と
同
時
に
、
『
改
造
』

誌
上
で
自
作
解
説
を
掲
載
し
た
作
家
は
、
志
賀
以
外
に
皆
無
だ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
は
志
賀
の
み
に
見
え
る
掲
載
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
い
え
る
。
ち

な
み
に
そ
の
時
『
改
造
』
に
収
録
さ
れ
た
「
創
作
余
談
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
、

「
(
志
賀
直
哉
全
集
の
巻
末
に
閉
す
ご
と
い
う
添
え
書
き
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
創
作
余
談
」
が
、
『
全
集
』
の
読
者
の
み
な
ら
ず
、



『
改
造
』
の
読
者
に
も
読
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
幅
広
い
受
容
者
を
獲
得
出
来

た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

更
に
、
自
作
解
説
が
『
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
事
態
も
ま
た
、
特
別

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
『
全
集
』
を
刊
行
し
た
、
総
て
の
作
家
が
自
作

解
説
を
書
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
既
に
死
没
し
た
作

家
で
は
書
く
こ
と
が
叶
わ
な
い
等
の
作
家
個
々
人
の
事
情
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
『
全
集
』
の
掲
載
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
大
方
の
作
家
が
基

本
的
な
ス
タ
イ
ル
と
し
て
|
巻
頭
写
真
・
筆
蹟
及
び
序
調
(
自
筆
)
・
序
(
他
者
に

よ
る
紹
介
)
・
作
品
・
年
譜
・
著
作
年
表
ー
を
逸
脱
し
な
い
形
を
取
っ
て
い
る
も

の
の
、
志
賀
の
「
創
作
余
談
」
を
含
む
数
人
の
作
家
に
、
そ
れ
以
外
の
ス
タ
イ
ル

を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
志
賀
と
同
じ
く
い

わ
ゆ
る
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
、
特
別
な
掲
載
物
を
持
っ
た
作
家
た
ち
の

一
覧
で
あ
る
。

①
『
日
正
岡
子
規
』

(
S
3
・
5
)

②
『
叩
夏
目
激
石
』

(
S
2
・
6
)

飯
田
鼠
骨

小
宮
豊
隆

〈戦略〉となった自作解説

織
田
正
信

有
島
生
馬

④
『
訂
吉
田
弦
二
郎
』

(
S
4
・
5
)
作
家
本
人

⑤
『
訂
藤
森
成
吉
』

(
S
4
・
5
)

作
家
本
人

@
『
羽
葛
西
善
蔵
』

(
S
4
・
日
)

⑦
『
臼
広
津
柳
浪
』

(
S
4
・
3
)

@
『
田
川
上
眉
山
』

(
S
4
・
3
)

@
『
幻
有
島
武
郎
』

(
S
2
・
7
)

作
家
本
人

広
津
和
郎

来
馬
琢
道

「
編
集
後
記
」

「
激
石
先
生
小
伝
」

コ
夏
目
激
石
集
」
の
後
に
」

コ
有
島
武
郎
集
」

の
後
に
」

「
小
伝
」

「
自
作
に
つ
い
て
」

「
自
作
の
憶
ひ
出
と
記
録
」

「
小
伝
」

「
父
柳
浪
に
つ
い
て
」

「
川
上
眉
山
に
つ
い
て
」

@
『
臼
斎
藤
緑
雨
』

(
S
4
・
3
)

馬
場
胡
蝶

「
緑
雨
君
の
作
を
選
み
て
」

*
上
か
ら
、
論
の
展
開
上
便
宜
的
に
附
し
た
ナ
ン
バ
ー
、
全
集
名
、
刊
行
年
月
・

執
筆
者
・
掲
載
物
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。
『
全
集
』
の
全
作
家
(
計
五
十

七
人
分
)
を
分
析
の
対
象
と
し
、
「

O
O小
説
」
と
い
っ
た
作
家
名
で
は
な
く
、

特
集
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

志
賀
の
よ
う
に
自
作
解
説
を
『
全
集
』
に
加
え
た
の
は
、
④
の
吉
田
と
⑤
の
藤

森
で
、
あ
と
は
作
家
自
筆
の
も
の
で
言
え
ば
@
の
葛
西
自
身
が
書
い
た
「
小
伝
」
と

い
う
自
伝
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
他
は
作
家
自
身
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
家
族
や
弟
子
的
な
立
場
の
人
物
や
友
人
等
に
よ
っ
て
、
人

物
伝
的
な
も
の
が
書
き
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
特
に
興
味
深
い

の
は
、
②
の
激
石
で
、
激
石
の
死
後
神
話
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
は
、
弟
子
な
ど

の
身
近
な
存
在
か
ら
の
言
説
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
全

集
』
の
場
合
は
、
小
宮
が
激
石
の
小
伝
を
書
く
立
場
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
う
い
っ
た
『
全
集
』
の
編
集
及
び
掲
載
ス
タ
イ
ル
が
徹
底
化
さ
れ
て
い
な
い

事
態
か
ら
想
定
で
き
る
の
は
、
改
造
社
側
の
意
図
が
作
家
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
作
家
(
死
没
し
た
作
家
で
あ
れ
ば
そ
の
代
理
者
)

自
身
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
一
見
志
賀
へ

の
特
別
扱
い
に
も
見
え
る
「
余
談
」
の
『
改
造
』
誌
上
掲
載
も
ま
た
、
志
賀
自
身

の
そ
れ
を
書
こ
う
と
い
う
意
志
が
な
け
れ
ば
、
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
続
創
作
余
談
」
の
前
書
き
で
、
「
全
集
の
読
者
が
、
作
品
を
読
む
上
に

何
か
の
便
宜
と
な
る
事
ゆ
ゑ
、
書
く
や
う
に
と
勧
め
ら
れ
、
書
く
事
に
し
た
。
」

と
し
た
り
、
更
に
「
続
々
創
作
余
談
」

の
前
書
き
で
は
、
「
こ
れ
か
ら
何
年
か
し



〈戦略〉となった自作解説

て
、
更
に
作
品
が
溜
ま
っ
て
、
も
う
一
度
望
ま
れ
て
、
か
う
い
ふ
創
作
余
談
を
書

き
た
い
も
の
で
あ
る
。
」
な
ど
と
、
自
作
解
説
を
書
く
こ
と
に
積
極
的
な
志
賀
の

姿
勢
を
窺
え
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
だ
ろ
う
。

ま
た
合
わ
せ
て
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
改
造
社
の
『
全
集
』
以
外
の
全
集
や
選

集
へ
の
採
録
も
、
比
較
的
よ
く
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
認
し
て
い

く
と
、
昭
和
七
年
九
月
に
発
行
さ
れ
た
『
自
学
志
賀
直
哉
選
(
自
学
叢
書
国
語

第
三
篇
)
』
(
田
中
耕
転
編
、
玉
川
学
園
出
版
部
刊
)
で
は
、
「
焚
火
」
「
小
僧
の
神

様
」
「
流
行
感
冒
」
と
い
っ
た
作
品
の
最
後
に
、
〈
附
録
〉
と
い
う
形
で
「
創
作
余

談
」
と
「
諸
家
の
書
評
」
と
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
り
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
に
発

行
さ
れ
た
『
和
解
(
現
代
文
学
選
2
)
』
(
鎌
倉
文
庫
刊
)
に
は
、
「
和
解
」
「
老
人
」

「
鵠
沼
行
」
「
正
義
派
」
「
児
を
盗
む
話
」
「
小
品
五
つ
」
「
好
人
物
の
夫
婦
」
「
小

僧
の
神
様
」
「
焚
火
」
「
豊
年
虫
」
と
い
っ
た
十
作
品
が
掲
載
さ
れ
た
最
後
に
、
「
創

作
余
談
」
と
「
続
創
作
余
談
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
掲
載
ス
タ
イ
ル

は
、
作
者
の
自
作
解
説
を
難
な
く
作
品
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
い
う
読
書
行
為
を

読
者
側
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

等
の
メ
デ
ィ
ア
形
態
に
よ
っ
て
、
作
家
が
自
作
に
つ
い
て
触
れ
た
発
言
が
逸
散
し

て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
余
談
」
と
作
品
と
の
密
接
度
は
確
実
に
高
い
の

内、、.寸」
R
P
品、、‘。

て
l
f
し
カ

こ
の
よ
う
に
改
造
社
の
『
全
集
』
刊
行
は
「
余
談
」
が
生
み
出
さ
れ
る
契
機
と

な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
早
く
か
ら
作
品
と
抱
き
合
わ
せ
る
形
で
全
集
等
に
収

め
ら
れ
る
機
会
を
「
余
談
」
が
得
る
こ
と
で
、
作
品
が
自
作
解
説
に
よ
っ
て
理
解

さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
「
余

談
」
が
生
み
出
さ
れ
る
契
機
に
は
、
作
者
で
あ
る
志
賀
本
人
の
積
極
的
な
関
わ
り

も
ま
た
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

H

「
余
談
」
内
部
の
言
説
分
析

(
1
)
事
実
/
非
事
実
の
明
確
化

こ
こ
か
ら
は
、
「
余
談
」
内
部
の
言
説
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず

言
え
る
こ
と
と
し
て
、
〈
作
者
の
経
験
〉
/
〈
虚
構
〉
を
軸
と
し
な
が
ら
、
作
品

を
評
す
傾
向
が
「
余
談
」
全
体
に
顕
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
志
賀
の
自
作

に
対
す
る
判
断
の
一
つ
の
基
準
と
し
て
確
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
〈
作
者
の
経
験
〉
で
あ
る
こ
と
を
言
い
表
す
表
現
一
つ
取
っ
て
も
、
そ

の
言
い
回
し
は
実
に
多
様
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
ず
は
そ
の
〈
作
者
の
経
験
〉
に

関
す
る
も
の
か
ら
確
認
し
て
い
き
た
い
の
だ
が
、
語
素
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
作
者
の

経
験
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
次
に
挙
げ
て
み
た
。

*
一
語
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
場
合

「
事
実
」
・
・
・
「
大
津
順
吉
」
「
和
解
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
万
暦
赤
絵
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)

「
実
際
」
・
・
・
「
朝
昼
晩
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)

「
憶
ひ
出
」
・
・
・
「
雪
の
日
」
「
雪
の
遠
足
」
「
日
曜
日
」

「
楽
屋
見
物
」
(
「
続
々
創
作
余
談
」
)

「
記
憶
」
・
・
・
「
過
去
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)

「
経
験
」
・
・
・
「
灰
色
の
月
」
(
「
続
々
創
作
余
談
」
)

「
そ
の
ま
ま
」
・
・
・
「
犬
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)
/
「
ク
マ
」
(
「
続
々
創
作
余
談
」
)

「
あ
り
の
ま
ま
」
・
・
・
「
朝
の
試
写
会
」
(
「
続
々
創
作
余
談
」
)

「
生
活
の
断
片
」
・
・
-
「
目
白
と
轄
と
編
幅
』
(
「
続
々
創
作
余
談
」
)

「
日
記
」
・
・
・
「
鵠
招
行
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
日
誌
」
・
・
・
「
雪
の
日
」
(
「
創
作
余
談
」
)
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(
「
続
創
作
余
談
」
)

*
二
語
以
上
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
場
合

「
事
実
」
+
「
殆
ど
そ
の
ま
ま
」
・
・
・
「
出
来
事
」

(
「
創
作
余
談
」
)



「
経
験
」

「
事
実
」

「
そ
の
ま
ま
」
・
・
・
「
出
来
事
」
(
「
続
々
創
作
余
談
」
)

「
あ
り
の
ま
ま
」
・
・
・
「
流
行
感
冒
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
山
形
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)

「
事
実
」
+
「
記
録
」
・
・
・
「
祖
母
の
為
に
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
追
憶
」
+
「
あ
り
の
ま
ま
」
・
・
・
「
母
の
死
と
新
し
い
母
」

++ 

(
「
創
作
余
談
」
)

*
三
語
以
上
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
場
合

「
事
実
」
+
「
あ
り
ま
ま
」
+
「
小
説
」
・
・
・
「
城
の
崎
に
て
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
事
実
」
+
「
そ
の
ま
ま
」
+
「
日
記
」
・
・
・
「
十
一
月
三
日
の
午
後
の
事
」

(
「
創
作
余
談
」
)

〈戦略〉となった自作解説

「
事
実
」
等
と
い
っ
た
、
作
品
内
容
が
作
者
の
経
験
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
語

で
言
い
表
さ
れ
る
時
も
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
「
あ
り
の
ま
ま
」
等
の
類
似
性

の
あ
る
語
が
合
わ
せ
ら
れ
る
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
作
者
の
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
ま
た
「
出
来
事
」
の
よ
う
に
、
何
度
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
作
品
も
あ

る
わ
け
だ
が
、
「
創
作
余
談
」
の
時
と
「
続
々
創
作
余
談
」
の
時
と
で
は
、
若
干

表
現
の
仕
方
に
違
い
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「
創
作
余
談
」
で

触
れ
ら
れ
た
際
に
、
「
殆
ど
そ
の
ま
ま
」
の
よ
う
な
程
度
を
示
す
言
葉
が
付
け
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
「
そ
の
ま
ま
」
に
も
度
合
い
が
あ
る
こ
と
を
志
賀

な
り
に
考
え
て
い
る
の
が
窺
え
る
。
あ
と
、
「
日
記
」
や
「
日
誌
」
等
と
い
っ
た

語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
作
品
内
容
が
よ
り
作
者
の
経
験
に
近
い
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
、
そ
も
そ
も
の
作
品
と
い
う
創
作
物
の
ジ
ャ

ン
ル
す
ら
危
う
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

更
に
「
余
談
」
で
は
、
こ
う
い
っ
た
語
葉
に
よ
る
表
現
だ
け
で
は
な
い
。
「
或

る
朝
」
(
「
創
作
余
談
」
)
に
つ
い
て
、
「
二
十
七
歳
の
正
月
十
三
日
亡
祖
父
の
三
回

忌
の
午
後
、
そ
の
朝
の
出
来
事
を
書
い
た
も
の
」
と
説
明
を
し
た
り
、
あ
る
い
は

「
廿
代
一
面
」
(
「
創
作
余
談
」
)
に
つ
い
て
は
「
二
十
代
の
生
活
の
一
面
を
書
い

た
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
な
日
時
で
も
っ
て
、
自
身
の
体
験
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
作
品
内
人
物
に
関
し
て
モ
デ
ル
明
か
し

を
し
て
み
た
り
、
作
品
が
書
か
れ
た
状
況
を
説
明
す
る
な
ど
し
て
作
家
側
の
事
情

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
の
経
験
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
知
ら
せ

て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
「
続
創
作
余
談
」
の
自
国
頭
に
お
い

て
、
「
暗
夜
行
路
」
の
解
説
に
紙
面
が
大
幅
に
割
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で

「
暗
夜
行
路
」
は
「
時
任
謙
作
」
と
い
う
「
私
小
説
」
が
元
と
な
っ
た
作
品
だ
と

明
言
し
た
り
、
「
創
作
余
談
」
で
は
読
者
に
質
問
さ
れ
る
の
だ
が
分
か
ら
な
い
と

し
て
い
た
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
、
各
々
見
い
だ
し
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
「
主
人
公
謙
作
は
大
体
作
者
自
身
」
、
「
自
分
が
さ
う
い
ふ
場
合
に
は
さ
う

行
動
す
る
だ
ら
う
、
或
ひ
は
さ
う
行
動
し
た
い
と
思
ふ
だ
ら
う
、
或
ひ
は
実
際
さ

う
行
動
し
た
、
と
い
ふ
や
う
な
事
の
集
成
と
云
っ
て
い
い
」
と
記
し
て
い
た
り
、

「
母
は
序
詞
に
出
て
来
る
だ
け
だ
が
、
私
の
実
際
経
験
で
は
こ
れ
は
祖
母
だ
っ
た
」
、

「
父
も
序
詞
だ
け
だ
が
、
父
と
角
力
を
と
っ
て
、
負
け
て
非
常
に
口
惜
し
く
感
じ

た
経
験
は
あ
る
。
本
文
中
の
陰
に
な
っ
て
ゐ
る
父
も
私
の
父
ら
し
い
所
が
多
少
あ

る
」
等
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
暗
夜
行
路
」
と
い
う
作
品
が
、
志
賀
の
経
験
へ
と

次
々
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
作
者
の
置
か
れ
た

状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
解
説
と
し
て
は
、
「
冬
の
往
来
」
(
「
創
作
余
談
」
)

の
「
古
い
原
稿
を
後
年
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
族
連
れ
で
城
の
崎
に
行
っ

て
ゐ
て
、
新
年
号
の
原
稿
書
き
が
忙
し
く
、
雑
誌
社
の
人
(
浜
本
浩
)
の
居
催
促

剖
到
川
寸
寸
ゴ
則
判
廿
劃
川
剖
引
制
剖
ォ
割
剖
出
U
叫
到
剖
引
M
制
珂
州
引
削
剥

て
ゐ
る
。
」
な
ど
や
、
「
『
豊
年
虫
』
は
『
邦
子
』
を
書
上
げ
、
ゃ
れ
く
と
く
つ
ろ

い
だ
時
の
自
分
の
状
態
を
書
い
た
も
の
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)
な
ど
が
あ
り
、
他

に
も
以
下
の
よ
う
な
表
現
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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*
作
者
の
状
況
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
表
現
(
総
て
「
続
創
作
余
談
」

書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
・
・
・
「
菰
野
」
「
鳥
取
」

「
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
」

作
者
の
心
情
を
元
に
書
い
た
・
・
・
「
母
の
死
と
足
袋
の
記
憶
」

書
こ
う
と
し
て
止
め
た
・
・
・
「
く
も
り
日
」

収
録
)

と
こ
ろ
で
「
余
談
」
に
は
、
作
品
が

す
る
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。

〈
作
者
の
経
験
〉
/
〈
虚
構
〉

の
聞
に
属



〈戦略〉となった自作解説

O
「
創
作
余
談
」

「
事
実
」
+
「
追
憶
」
+
「
大
分
潤
色
」
・
・
-
「
速
夫
の
妹
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
事
実
」
+
「
追
憶
」
+
「
幾
ら
か
潤
色
」
・
・
-
『
襖
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
事
実
と
作
り
事
と
の
混
合
」
・
・
・
「
或
る
男
、
其
姉
の
死
」
(
「
創
作
余
談
」
)

「
夢
」
+
「
神
経
衰
弱
の
経
験
」
・
・
・
「
濁
っ
た
頭
」
(
「
創
作
余
談
」
)

O
「
続
創
作
余
談
」

「
多
少
の
潤
色
」
+
「
そ
の
ま
ま
」
・
:
「
老
夫
婦
」

「
事
実
」
+
「
空
想
」
:
・
「
児
を
盗
む
話
」

「
心
的
経
験
」
+
「
存
分
に
作
っ
た
」
:
・
「
邦
子
」

・
「
豊
年
虫
」
の
や
う
な
物
は
何
と
云
っ
て
い
い
も
の
か
自
分
で
も
よ
く

分
ら
な
い
。
私
で
は
創
作
と
随
筆
と
の
境
界
が
甚
だ
暖
昧
だ
。

-
「
烏
尾
の
病
気
」
自
分
は
気
の
短
い
方
、
木
下
利
玄
は
気
の
長
い
方
。

そ
れ
で
よ
く
苛
々
さ
せ
ら
れ
た
。
さ
う
い
ふ
「
自
分
を
戯
画
化
」
し
て
書
い

た
も
の
。
『
鳥
尾
』
が
私
、
作
中
の
『
私
』
が
木
下
と
い
ふ
や
う
。

O
「
続
々
創
作
余
談
」

・
『
草
津
温
泉
』
こ
れ
は
原
稿
を
渡
し
た
時
に
は
『
随
筆
草
津
温
泉
』
と

し
て
置
い
た
が
、
校
正
の
時
に
「
随
筆
」
と
い
ふ
字
を
と
っ
た
。
然
し
所
謂

小
説
と
い
ふ
も
の
で
も
な
さ
そ
う
だ
。

「
潤
色
」
の
程
度
も
、
「
幾
ら
か
」
や
「
大
分
」
等
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
志

賀
の
独
断
で
決
め
ら
れ
た
事
実
の
虚
構
化
の
程
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
作
品
が
作
者
の
経
験
と
い
う
事
実
の
出
来
事
か
ら
、
ど
の
程
度
逸
脱
し

た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
志
賀
は
意
識
し
、
わ
ざ
わ
ざ
言
及
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

次
に
〈
虚
構
〉
と
さ
れ
て
い
る
作
品
の
表
現
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。
こ

に
関
す
る
も
の
と
は
違
い
、
語
葉
レ
ヴ
ェ
ル

れ
ま
で
見
て
き
た

〈
作
者
の
経
験
〉

で
考
え
て
い
く
こ
と
は
難
し
く
、

で
あ
る
。

状
況
を
詳
細
に
説
明
し
た
よ
う
な
も
の
が
殆
ど

作
品
が
人
か
ら
聞
い
た
話
や
、

そ
の
内
実
と
し
て
は
、

他
作
家
の
創
作

物
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
例
え
ば
「
正
義
派
」
(
「
創

作
余
談
」
)
は
「
車
夫
の
話
か
ら
材
料
を
得
て
書
い
た
も
の
」
と
あ
る
し
、
「
清
兵

衛
と
瓢
箪
」
(
「
創
作
余
談
」
)
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
に
似
た
話
を
尾
の
道
か
ら
四

国
へ
渡
る
汽
船
の
中
で
人
が
し
て
ゐ
る
の
を
聴
き
、
書
く
気
に
な
っ
た
。
」
と
記

し
て
い
る
。

O
「
創
作
余
談
一

元
あ
る
話
か
ら
思
い
つ
い
た
例
・
・
・
「
活
の
犯
罪
」
「
荒
絹
」
「
ク
ロ

l
デ

イ
ア
ス
の
日
記
」
「
好
人
物
の
夫
婦
」
「
赤
西
晴
太
」
「
佐
々
木
の
場
合
」
「
黒

犬」見
た
も
の
か
ら
思
い
つ
い
た
例
・
.
-
「
網
走
ま
で
」
「
真
鶴
」

「
小
僧
の
神
様
」

O
「
続
創
作
余
談
」

元
あ
る
話
か
ら
思
い
つ
い
た
例
・
.

O
「
続
々
創
作
余
談
」

元
あ
る
話
か
ら
思
い
つ
い
た
例
・
.

-
「
菜
の
花
と
小
娘
」
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-
「
奇
人
脱
哉
」

「
い
た
づ
ら
」

こ
の
他
に
、
「
雨
蛙
」
(
「
創
作
余
談
」
)
に
つ
い
て
、
「
『
暗
夜
行
路
』
と
い
ふ
小

説
の
主
人
公
が
前
半
で
は
母
の
不
義
の
子
で
あ
る
故
に
苦
し
み
、
後
半
で
は
自
身

の
細
君
の
不
義
で
苦
し
む
事
を
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
は
又
そ
の
反
対

に
そ
の
事
で
妻
を
一
層
い
つ
く
し
む
気
持
に
な
る
事
を
書
く
つ
も
り
で
、
『
暗
夜

行
路
』
を
書
き
上
げ
た
ら
書
か
う
と
思
っ
て
ゐ
た
の
を
、
『
暗
夜
行
路
』
が
何
時

ま
で
も
坪
あ
か
な
い
の
で
、
こ
れ
を
先
に
書
い
て
了
っ
た
。
初
め
の
方
は
い
い
が

後
半
は
失
敗
し
た
。
」
と
既
存
の
作
品
を
元
に
し
つ
つ
、
別
の
作
品
を
創
作
し
た

と
い
う
も
の
や
、
「
剃
刀
」
(
「
創
作
余
談
」
)
の
よ
う
に
、
「
床
屋
で
恐
ら
く
誰
も



が
感
ず
る
だ
ろ
う
強
迫
観
念
か
ら
作
り
上
げ
た
も
の
」
と
い
っ
た
、

聞
の
心
理
(
と
志
賀
が
考
え
て
い
る
も
の
)
を
元
に
し
た
創
作
で
あ
る
こ
と
を
明

か
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

一
般
的
な
人

こ
の
よ
う
に
志
賀
は
、
「
余
談
」
に
お
い
て
、
作
品
が
自
ら
の
経
験
と
い
う
事

実
で
あ
る
か
ど
う
か
に
主
眼
を
置
き
な
が
ら
、
自
作
を
批
評
し
よ
う
と
し
て
い
た

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
〈
作
者
の
経
験
〉
で
あ
る
こ
と
を
言
い
表
す

為
に
、
多
数
の
語
葉
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
し
、
作
品
に
虚
構
的

な
側
面
が
多
少
な
り
と
も
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
れ
を
明
確
に
し
て
い
た

り
、
〈
虚
構
〉
の
作
品
に
し
て
も
、
ど
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
か
を
明
か
す
こ

と
を
主
と
し
て
い
る
傾
向
か
ら
も
、
志
賀
に
と
っ
て
は
、
作
品
に
お
い
て
事
実
と

い
う
も
の
が
知
何
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
分
か
っ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ

は
、
作
品
が
作
者
の
事
実
に
拠
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
告
白
で
も

あ
り
、
自
然
と
作
品
と
作
者
と
の
結
び
付
き
を
強
力
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
効
果

を
「
余
談
」
が
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

(
2
)
〈
正
し
い
事
実
〉

へ
の
執
着

〈戦略〉となった自作解説

次
に

(
1
)
と
は
違
い
、
「
余
談
」
を
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
見
た
い
。
「
余
談
」

に
は
多
く
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
特
徴
的
な
こ
と
と
い

え
る
。
何
故
な
ら
、
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
志
賀
が
作
品
と
同

じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
「
余
談
」
を
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

初
出
を
元
に
し
た
検
証
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
に
岩
波
書
庖
よ
り

刊
行
さ
れ
た
『
志
賀
直
哉
全
集
第
八
巻
』
の
「
後
記
」
に
お
い
て
紅
野
敏
郎
氏

が
既
に
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
固
有
名
詞
な
ど
の
記
憶
違
い
の
訂
正
か
ら
、

解
説
内
容
自
体
が
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
場
合
な
ど
、
修
正
の
度
合
い
に

は
幅
が
あ
る
。

ま
ず
、
「
創
作
余
談
」
で
は
、
昭
和
十
三
年
刊
行
全
集
に
収
め
た
際
、
「
荒
絹
」

の
部
分
に
「
死
ん
だ
図
村
寛
貞
か
ら
手
紙
で
、
留
学
中
の
山
田
耕
符
か
ら
頼
ま
れ

た
オ
ペ
ラ
の
台
本
に
な
る
や
う
な
も
の
は
出
来
な
い
か
と
云
は
れ
、
そ
の
梗
概
と

し
て
書
い
て
見
た
。
尤
も
」
と
付
け
加
え
ら
れ
た
。
次
に
、
「
続
創
作
余
談
」
で

は
、
昭
和
三
十
年
刊
行
全
集
に
収
め
た
際
、
「
日
曜
日
」
と
「
小
品
五
つ
」
に
は

大
き
な
付
け
加
え
が
見
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
も
既
に
書
い
た
内
容
と
は
異
な
る
事
実

を
知
っ
た
こ
と
を
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
小
品
五
つ
」
に
つ
い
て
触
れ

る
と
、
「
『
鯖
蛤
』
の
中
で
、
む
ぎ
わ
ら
崎
蛤
が
、
し
ほ
か
ら
蛸
蛤
を
追
ふ
や
う
に

書
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
反
対
で
、
雌
の
む
ぎ
わ
ら
晴
蛤
を
雄
の
し
ほ
か
ら
晴
蛤

が
追
ふ
の
で
は
な
い
と
変
だ
と
教
へ
て
呉
れ
た
人
が
あ
っ
た
。
念
の
為
、
更
に
専

門
家
に
札
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
だ
と
云
ふ
返
事
だ
っ
た
の
で
、
此
次
ぎ
の
版

行
か
ら
は
さ
う
改
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
そ
の
後
実
際
に
は
改
め

戸
川

u
q
L
 

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

更
に
、
「
続
々
創
作
余
談
』
で
は
、
「
早
春
の
旅
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
訂
正

を
施
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
昭
和
三
十
年
刊
行
全
集
に
収
め
ら
れ
る
際
に
、

初
出
の
「
「
早
春
の
旅
」
の
時
は
上
司
君
は
予
備
砲
兵
少
尉
で
、
朝
鮮
に
行
っ
て

ゐ
て
、
そ
の
頃
は
上
司
君
の
寺
も
赤
門
で
は
な
く
、
観
音
院
に
移
っ
た
あ
と
で
、

そ
の
留
守
宅
を
見
舞
っ
た
の
だ
と
い
ふ
事
を
憶
ひ
出
し
た
」
、
「
直
吉
は
あ
の
小
説

を
読
ま
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
の
を
、
「
『
早
春
の
旅
』
の
時
は
上

司
君
は
赤
門
で
は
な
く
、
観
音
院
に
移
っ
て
ゐ
て
、
私
達
は
其
所
を
訪
ね
た
の
だ

が
、
そ
の
事
は
完
全
に
忘
れ
、
赤
門
を
訪
ね
た
時
の
事
を
書
い
て
了
っ
た
の
で
あ

る
」
、
「
直
吉
は
大
衆
小
説
ば
か
り
読
ん
で
ゐ
て
当
時
あ
の
小
説
を
読
ま
な
か
っ
た



〈戦略〉となった自作解説

の
か
も
知
れ
な
い
」
と
直
し
て
い
る
。
そ
れ
は
新
た
な
記
憶
の
付
け
加
え
と
言
え

る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
事
実
で
は
な
い
こ
と
を
事
実
と
し
て
見
ら
れ
た
こ
と
へ
の
困
惑
を
、
わ

ざ
わ
ざ
告
白
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
鵠
沼
行
」
(
「
創
作
余
談
」
)
と
い

う
作
品
に
対
し
て
、
「
総
て
事
実
を
忠
実
に
書
い
た
も
の
だ
が
、
唯
、
一
ケ
所
最

も
自
然
に
事
実
で
は
な
か
っ
た
事
を
書
い
た
所
が
あ
る
。
」
と
断
っ
た
上
で
、
「
二

番
目
の
妹
」
が
、
「
色
々
な
事
を
私
(
志
賀
)
が
よ
く
覚
え
て
ゐ
る
と
云
ひ
、
然

し
自
分
も
此
事
は
よ
く
覚
え
て
ゐ
る
と
云
っ
た
の
」
が
、
「
そ
の
一
ケ
所
だ
け
入

れ
た
事
実
で
な
い
場
所
だ
っ
た
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
作
品
の
事
実

性
に
拘
ろ
う
と
す
る
、
志
賀
の
姿
勢
が
こ
こ
か
ら
も
窺
え
る
。

以
上
、
紅
野
氏
の
検
証
作
業
を
踏
ま
え
つ
つ
、
幾
っ
か
特
徴
の
あ
る
修
正
例
を

挙
げ
て
み
た
が
、
こ
れ
以
外
の
小
さ
な
修
正
を
含
め
て
、
こ
う
い
っ
た
「
余
談
」

に
対
す
る
取
り
組
み
方
は
、
既
発
表
作
品
に
対
し
、

そ
の
誤
り
を
訂
正
及
び
、
記

憶
を
追
加
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
〈
正
し
い
事
実
〉
を
読
者
に
伝
え
ん
と
す
る

志
賀
の
執
着
が
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
作
品

の
事
実
性
に
拘
り
を
見
せ
る
志
賀
の
姿
で
も
あ
る
。

(
3
)
作
品
の
自
立
性
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
の

「
余
談
」

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
作
品
を
事
実
性
に
引
き
付
け
よ
う
と

す
る
の
を
、
ま
た
違
う
形
で
志
賀
が

「
余
談
」

の
中
で
行
お
う
と
し
て
い
る
の
も

窺
え
る
。

そ
れ
は
、
既
に
雑
誌
上
等
で
発
表
さ
れ
た
作
品
の
内
容
自
体
を
脅
か
し
て
し
ま

う
よ
う
な
解
説
を
施
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
「
山
鳩
」
(
「
続
創
作
余
談
」
)
で
は

S
氏
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
「
射
態
が
下
手
な
や
う
に
書
い
て
あ
る
が
、

で
、
「
射
撃
は
却
々
上
手
で
、
射
撃
大
会
の
優
勝
杯
を
沢
山
持

っ
て
ゐ
て
、
見
せ
ら
れ
た
事
が
あ
る
」
と
い
う
解
説
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
に

こ
れ
は
間
違
ひ
」

作
品
内
に
お
け
る
登
場
人
物
の
設
定
自
体
を
覆
し
て
し
ま
う
解
説
に
他
な
ら
な

し、

ま
た
「
鴻
の
子
」
{
「
続
創
作
余
談
」
)
と
い
う
作
品
に
は
、
非
常
に
長
い
解
説

を
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
親
と
は
ぐ
れ
た
鴻
の
子
供
の
発
見
か
ら
顛
末
ま
で
を

と
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
結
局
「
『
腐
の
子
』
は
こ
の
時
の
事
を
書
く
つ
も

り
で
書
い
た
冒
顕
で
あ
る
が
、
続
け
る
の
が
い
や
に
な
り
や
め
て
了
っ
た
。
」
と

結
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
解
説
と
し
て
加
え
る
こ
と
で
「
務
の
子
」
は
別

の
捉
え
方
を
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
作
品
本
来
の
形
の
告
白
で
あ
り
、
発
表
さ
れ
た
『
鴻
の
子
』
の
方
は

「
い
や
に

n
h
u
 

n
4
 

な

っ
た
と
い
う
理
由
で
書
く
の
を
止
め
た
、

い
わ
ば
中
途
の
作
品
と
し
て
の
印

象
を
与
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
「
城
の
崎
に
て
」
に
つ
い
て
は
、
「
創
作
余
談
」
で
触
れ
て
か
ら
、
年
を

経
て
「
続
々
創
作
余
談
」
に
お
い
て
も
言
及
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
読
者

に
多
く
の
質
問
を
も
ら
っ
た
桑
の
葉
の
場
面
に
つ
い
て
、
解
説
を
す
る
た
め
の
よ

う
で
あ
る
。
風
が
な
い
の
に
動
き
を
見
せ
る
桑
の
葉
に
つ
い
て
、
「
実
は
風
が
吹

い
て
ゐ
た
の
だ
が
、
人
体
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
程
度
の
風
で
、
葉
は
動
い
て
い
た

の
だ
」
と
説
明
を
加
え
、
最
後
に
「
原
文
を
直
す
と
い
い
の
だ
が
、
そ
れ
も
厄
介

な
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
書
い
て
補
う
事
に
し
た
」
と
し
て
い
る
。
「
原
文
を
直

す
」
「
書
い
て
補
う
」
と
い
う
部
分
等
の
姿
勢
も
ま
た
解
説
に
よ
っ
て
し
か
、
作

品
が
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
方
へ
導
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い

く
つ
か
の
「
城
の
崎
に
て
」
論
に
お
い
て
、
こ
の
解
説
で
も
っ
て
作
品
を
理
解
し



ょ
う
と
し
た
傾
向
に
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
言
及
は
、
作
品
の
自
立
性
を
揺
る
が
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

の
言
葉
を
も
っ
て
で
し
か
、
作
品
本
来

ま
り
作
品
は
完
全
で
は
な
く
、
「
余
談
」

の
形
を
理
解
出
来
な
い
も
の
へ
と
導
い
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は

作
品
を
「
余
談
」
と
い
う
自
作
解
説
を
書
い
た
作
者
の
元
へ
と
結
び
付
け
て
し
ま

う
行
為
で
あ
る
。

本
節
で
は
、

(
1
)
、
〈

2
)
と
作
者
の
経
験
と
い
う
事
実
や
、
作
品
の
事
実
性

に
拘
っ
て
い
る
よ
う
な
志
賀
の
批
評
傾
向
を
確
認
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

(
3
)
で
は
、
作
品
を
自
ら
の
解
説
で
理
解
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
を
作
る
と
い
う
、

作
者
に
よ
る
作
品
の
私
有
化
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

ー
自
作
解
説
か
ら
遠
く
離
れ
て

l

こ
の
よ
う
に
「
余
談
」
自
体
を
分
析
し
た
結
果
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
あ
ら

ゆ
る
レ
ヴ
ニE

fレ
で
作

ぷf
警停

は E
単を
な詰

るか
自付
作け
解よ
説 ろ
とと
はす
い る
え志
な賀
いの

志
言向
う性
なで
ら あ

る
。
こ
う
な
る
と
、

ば
、
自
作
解
説
と
い
う
作
者
が
作
品
に
対
し
て
発
言
出
来
る
場
を
利
用
し
つ
つ
、

読
者
た
ち
の
作
品
に
対
す
る
読
み
を
誘
導
す
る
か
の
よ
う
な
、
志
賀
の
作
家
と
し

〈戦略〉となった自作解説

〈
戦
略
〉
と
も
受
け
取
れ
る
。
既
に
冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
読
者
の

作
品
に
対
す
る
読
み
方
に
は
、
実
際
に
「
余
談
」
に
依
存
す
る
か
の
よ
う
な
傾
向

て
の

が
顕
れ
て
い
た
。
し
か
し
志
賀
自
身
は
、
そ
の
こ
と
を
意
識
的
に
行
な
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
次
の
文
章
を
見
る
限
り
、
〈
戦
略
〉
と
決
め
付
け
て
し
ま
う
の
は
、

早
計
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

夢
殿
の
救
世
観
音
を
見
て
ゐ
る
と
、
そ
の
作
者
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は ずコ

全
く
浮
ん
で
来
な
い
。
そ
れ
は
作
者
と
い
ふ
も
の
か
ら
そ
れ
が
完
全
に
遊

離
し
た
存
在
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
、
こ
れ
は
又
格
別
な
事
で
あ
る
。
文

芸
の
上
で
若
し
私
に
そ
ん
な
仕
事
で
も
出
来
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
私
は

勿
論
そ
れ
に
自
分
の
名
を
冠
せ
よ
う
と
は
思
は
な
い
だ
ら
う
。

こ
れ
は
改
造
社
の
『
全
集
』
に
掲
載
さ
れ
た
有
名
な
序
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見

る
限
り
、
志
賀
は
作
品
が
作
者
か
ら
「
遊
離
し
た
存
在
」
と
し
て
独
立
し
た
も
の

に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
序

か
ら
窺
え
る
意
思
と
、
「
余
談
」
を
書
く
行
為
と
は
相
反
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

し

か
し
な
が
ら
、

一
見
〈
戦
略
〉
的
に
書
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
「
余
談
」

で
は

あ
る
が
、
志
賀
自
身
と
し
て
は
、
自
ら
の
作
品
解
説
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
読
者

の
作
品
読
解
を
規
定
し
て
し
ま
う
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
、
想
定
し
て
い

は
読
者
に
よ
っ
て
、
作
品
読
解
を

円，.
nノ“

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
余
談
」

誘
導
す
る
よ
う
な
〈
戦
略
〉
的
言
説
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
よ
り
も

H

志
賀
直
哉
グ
と
い
う
名
の
元
に
、
作
品
の
意
味
内
容
を
含
め
て
総
て
が
回
収
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
を
拒
も
う
と
す
る
、
志
賀
の
謙
虚
な
姿
を
垣
間
見
る
事
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
鈴
木
登
美
「
第
五
章
生
を
形
づ
く
る
、
過
去
を
形
づ
く
る
|
志
賀
直
哉
の
追

憶
の
物
語
」
(
『
語
ら
れ
た
自
己
日
本
近
代
の
私
小
説
言
説
』
所
収
、
岩
波
書
応
、

平
成
十
二
・
二

(
2
)
「
『
創
作
余
談
』
に
関
す
る
一
考
察
|
『
城
の
崎
に
て
』
を
め
ぐ
る
言
説
を
中
心

に
l
」
(
『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
叢
』
第
二
四
号
、
平
成
十
四
・
三
)

(
3
)
そ
の
大
き
な
時
間
差
が
見
ら
れ
る
一
例
と
し
て
、
昭
和
三
年
時
執
筆
の
「
創
作

余
談
」
に
は
、
「
網
走
ま
で
」
と
い
う
志
賀
の
初
期
作
品
に
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ

て
い
る
の
だ
が
、
雑
誌
発
表
は
明
治
四
十
三
年
四
月
(
ち
な
み
に
執
筆
時
期
は
明

治
四
十
一
年
八
月
十
四
日
と
さ
れ
て
い
る
。
)
で
あ
り
、
そ
の
差
は
十
九
年
も
あ



〈戦略〉となった自作解説

帽。。
(
4
)
作
家
に
よ
る
自
作
解
説
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
健
治
氏
に
よ
る
「
〈
理
愚

的
批
評
家
〉
の
誕
生
|
振
る
舞
い
と
し
て
の
大
正
期
文
学
論
争
」
(
『
日
本
近
代
文

学
』
第
六
五
集
、
平
成
十
三
・
十
)
と
い
っ
た
興
味
深
い
論
考
が
あ
る
。
大
正
中

期
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
動
き
と
し
て
、
批
評
家
の
作
品
批
評
に
抗
し
て
創
作
者

側
の
作
品
批
評
文
を
集
め
特
集
す
る
動
き
が
あ
り
、
当
時
の
そ
う
い
っ
た
作
家
に

よ
る
自
己
解
説
の
大
量
流
出
が
、
後
の
文
学
研
究
に
お
い
て
無
条
件
か
つ
頻
繁
に

利
用
さ
れ
、
〈
理
想
的
批
評
家
〉
と
し
て
の
作
者
の
言
説
が
作
品
解
読
の
最
高
の

鍵
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
大
久
保
氏
の

論
考
を
踏
ま
え
つ
勺
も
.
本
稿
で
は
志
賀
直
哉
と
い
う
一
作
家
に
度
わ
る
自
作
解

説
に
焦
点
を
当
て
、
考
え
て
み
る
試
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
志

賀
の
自
作
解
説
の
場
合
は
、
受
容
の
偏
向
と
い
う
、
い
わ
ば
特
殊
な
状
況
が
見
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
5
)
高
橋
健
一
郎
氏
(
『
近
代
文
学
研
究
』
第
二
十
号
、
平
成
十
五
・
こ
は
『
全
集
』

で
芥
川
龍
之
介
が
単
独
刊
行
に
さ
れ
た
の
は
、
死
去
後
の
「
芥
川
ブ

l
ム
」
と
い

う
〈
商
品
価
値
〉
の
高
騰
に
応
じ
た
か
ら
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

改
造
社
が
如
何
に
世
間
の
作
家
評
価
を
敏
感
に
意
識
し
て
、
『
全
集
』
を
売
れ
る

本
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
窺
え
る
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
シ
ビ
ア
な
作
家
選

定
の
中
で
志
賀
も
ま
た
選
び
出
さ
れ
た
と
い
う
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
6
)
ち
な
み
に
「
続
創
作
余
談
」
、
「
続
々
創
作
余
談
」
は
全
集
刊
行
に
先
行
す
る
形
で
、

雑
誌
上
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
例
え
ば
紅
野
敏
郎
氏
の
『
鑑
賞
と
研
究
現
代
日
本
文
学
講
座
小
説
4
』
(
三

省
堂
、
昭
和
三
十
七
・
七
)
に
お
け
る
「
城
の
崎
に
て
」
解
説
等
。
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*
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
総
て
初
出
本
文
を
参
照
と
し
、
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字

に
改
め
、
傍
点
・
傍
線
等
は
私
に
附
し
た
。

(
か
め
い
ち
あ
き

甲
南
女
子
大
学
博
士
後
期
課
程
在
学
)




