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は
じ
め
に

　

本
発
題
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
掲

げ
た
「「
自
分
」
を
「
主
語
」
と
し

た
人
文
学
の
試
み
」
と
は
、
井
上

ひ
さ
し
晩
年
の
東
京
裁
判
三
部
作

の
最
後
の
作
品
で
あ
る
『
夢
の
痂
』

（
二
〇
〇
七
年
）
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
の

一
節
「
主
語
を
探
し
て
隠
れ
る
か 

自
分
が
主
語
か 

そ
れ
次
第
／
自
分

が
主
語
か 

主
語
が
自
分
か 

そ
れ
が

す
べ
て
」
か
ら
と
っ
た
も
の
で
す
。

　

そ
の
意
図
は
、
各
人
が
明
日
を
い

か
に
生
き
る
か
を
模
索
す
る
に
あ
た

り
、
鶴
見
良
行
の
よ
う
な
「
バ
ナ
ナ

と
日
本
人
」
で
は
な
く
、「
バ
ナ
ナ
と

私
」
と
い
う
問
い
の
立
て
方
が
必
要

と
考
え
た
か
ら
で
す
。
西
洋
史
家
の
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上
原
専
禄
は
、「
解
る
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
変
わ
る
こ
と
」、
す
な
わ
ち
生
き
方
が
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
教
え
子

に
説
い
て
い
ま
す
（
阿
部
謹
也
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』
一
九
八
八
年
）。
歴
史
学
は
本
来
、
自
己
認
識
の
学
で

す
が
、
こ
こ
で
い
う
「
解
る
」
と
は
、
本
発
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
食
を
め
ぐ
る
自
他
の
関
係
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
認
識
す
る
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
で
も
優
れ
た
日
本
軍
隊
論
と
い
え
る
飯
塚
浩
二
『
日
本
の
軍
隊
』（
一
九
五
〇
年
）
に
は
、
デ
リ
ッ
ス

ル
・
バ
ー
ン
ズ
『
戦
争
論
』（B

urns, C
. D

elisle, W
ar A

nd A
 C

hanging C
ivilization,1934

）
の
「
外
的
な
力
に
駆
使

さ
れ
て
い
る
な
ら
、
彼
は
人
間
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
人
間
を
使
っ
て
い
る
も
の
も
人
間
で
は
な
い
」
と
の
一
節
が
引
か

れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
学
生
時
代
に
こ
の
本
を
読
み
、
権
力
者
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
他
者
を
駆
使
す
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
他
方
、
駆
使
さ
れ
る
の
は
、
使
っ
て
い
る
者
よ
り
よ
ほ
ど
人
間
的
で
す
か
ら
、
そ
れ
自
体

は
甘
受
し
よ
う
、
と
。

　

し
か
し
、
私
に
は
、
己
の
人
間
的
弱
さ
ゆ
え
に
、
駆
使
さ
れ
た
ら
駆
使
す
る
だ
ろ
う
と
の
予
想
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
争

と
い
う
極
限
状
況
に
置
か
れ
た
ら
、
た
と
え
ば
、
民
間
人
と
く
に
女
性
や
子
ど
も
の
食
糧
を
奪
う
だ
ろ
う
と
の
予
測
、
自

分
に
対
す
る
恐
怖
で
す
。

　

だ
か
ら
、
軍
隊
や
戦
争
に
お
い
て
、
人
は
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
か
、
と
い
う
疑
問
が
私
の
研
究
の

出
発
点
で
す
。
具
体
的
に
は
、
兵
を
駆
り
立
て
る
「
外
的
な
力
」
を
み
き
わ
め
る
と
と
も
に
、
わ
ず
か
で
も
人
間
ら
し
く

行
動
で
き
た
兵
が
存
在
す
る
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
、
と
考
え
ま
し
た
。
前
者
に
関
し
て
い
え
ば
、
戦

後
歴
史
学
の
説
く
「
天
皇
制
軍
国
主
義
」
と
い
っ
た
説
明
で
は
、
私
は
満
足
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、
と
あ
る
本
に
接
し
、
人
が
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
可
能
か
を
問
い
質
す
べ
き
場
は
、
実
は
私
の
ご
く
身
近
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に
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
、
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
社
会
学
者
・
藤
田
弘
夫
の
『
都
市
と
権
力
︱
飢
餓
と
飽
食
の

歴
史
社
会
学
︱
』（
一
九
九
一
年
）
と
の
出
会
い
で
す
。

Ⅰ　

都
市
化
と
福
祉
国
家
化

　

藤
田
は
、
前
年
出
版
の
『
都
市
と
国
家
︱
都
市
社
会
学
を
越
え
て
︱
』
で
そ
の
都
市
論
の
基
本
的
枠
組
み
を
示
し
、『
都

市
と
権
力
』
で
「
戦
時
を
除
き
、
都
市
は
食
糧
生
産
を
行
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
食
糧
を
生
産
す
る
農
村
に
比
べ
て

飢
餓
が
少
な
い
」
と
の
仮
説
設
定
の
下
に
、
本
格
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

藤
田
は
、
こ
の
仮
説
を
さ
ら
に
世
界
に
拡
大
し
ま
す
。
第
一
次
産
業
就
業
者
の
比
率
が
低
い
国
ほ
ど
食
糧
が
生
産
過
剰

に
陥
っ
て
い
る
一
方
で
、
農
業
が
中
心
の
国
々
は
飢
餓
を
克
服
で
き
な
い
で
い
る
。
つ
ま
り
、
都
市
化
が
進
ん
だ
国
ほ
ど
、

豊
饒
な
食
糧
の
な
か
に
あ
る
、
と
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
を
問
う
た
の
が
『
都
市
と
権
力
』
で
し
た
。

　

藤
田
は
、
そ
の
理
由
を
、
都
市
の
存
立
基
盤
が
「
絶
対
的
余
剰
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
「
社
会
的
余
剰
」
に
あ
る
こ
と

に
求
め
ま
す
。「
絶
対
的
余
剰
」
と
は
、
収
穫
物
か
ら
農
民
の
自
家
消
費
分
を
除
い
た
余
剰
を
指
し
ま
す
。
し
か
し
、
都
市

は
農
民
が
飢
餓
に
瀕
し
て
も
食
糧
を
調
達
し
ま
す
。
そ
れ
が
「
社
会
的
余
剰
」
で
す
。

　

藤
原
先
生
が
基
調
講
演
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
た
、
一
九
三
二
年
か
ら
三
三
年
に
か
け
て
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
飢
饉
で
は
、
ス

タ
ー
リ
ン
が
飢
餓
輸
出
を
強
行
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
最
大
の
飢
饉
で
あ
る
天
明
の
大
飢
饉
の
さ
い
に
も
、
大
坂
商
人

に
借
財
を
抱
え
て
い
た
津
軽
藩
な
ど
が
飢
餓
移
出
を
行
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
権
力
に
よ
る
社
会
的
余
剰
の
創
出
で
す
。

日
本
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
タ
イ
を
「
大
東
亜
共
栄
圏
の
ウ
ク
ラ
イ
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ナ
」
と
位
置
づ
け
、
食
糧
を
調
達
し
た
結
果
、
ベ
ト
ナ
ム
で
大
飢
饉
を
引
き
起
こ
し
た
の
も
こ
の
例
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、近
代
以
降
、こ
の
よ
う
な
権
力
に
よ
る
強
制
的
な
食
糧
調
達
は
む
し
ろ
例
外
で
、主
に
「
文
化
」
に
よ
っ
て
「
社

会
的
余
剰
」
が
創
出
さ
れ
る
と
い
う
の
が
藤
田
の
説
で
す
。
藤
田
や
そ
の
議
論
を
ベ
ー
ス
に
し
て
日
本
の
近
代
都
市
を
論

じ
た
小
路
田
泰
直
『
近
代
日
本
都
市
研
究
序
説
』（
一
九
九
一
年
）
は
、
都
市
は
、
と
く
に
産
業
革
命
以
降
、
文
化
の
中
心

と
し
て
、
新
た
な
生
活
様
式
を
不
断
に
創
造
し
、
人
々
の
あ
く
な
き
欲
求
を
刺
激
し
て
こ
れ
を
農
村
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と

で
、
具
体
的
に
は
奢
侈
品
を
市
場
に
供
給
す
る
こ
と
で
、
必
需
品
を
獲
得
す
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
農

村
の
都
市
化
に
よ
る
食
糧
の
獲
得
で
す
。
そ
れ
は
、
資
本
制
の
成
立
に
よ
る
魅
力
あ
る
商
品
の
大
量
生
産
が
可
能
に
し
た

も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

以
下
で
は
、
藤
田
ら
の
都
市
論
を
歴
史
に
即
し
て
検
証
し
ま
す
。
都
市
化
と
は
、「
都
市
へ
の
人
口
集
中
、
お
よ
び
都
市

に
特
有
な
生
活
様
式
が
累
積
・
強
化
さ
れ
、
都
市
周
辺
や
農
村
に
浸
透
・
拡
大
し
て
い
く
過
程
」
で
す
（『
日
本
大
百
科

事
典（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』）。こ
の
過
程
を
見
事
に
描
出
し
て
い
る
歴
史
テ
ク
ス
ト
が
あ
り
ま
す
。蘆
花
・
徳
冨
健
次
郎
の『
み
ゝ

ず
の
た
は
こ
と
』（
一
九
一
三
年
）
で
す
。

　

蘆
花
は
、
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
七
年
に
東
京
府
下
の
北
多
摩
郡
千
歳
村
に
転
居
し
ま
す
。
当
時
の
千
歳
村
は
、「
東
京

が
大
分
攻
め
寄
せ
て
来
た
。
東
京
を
西
に
距
る
唯
三
里
、
東
京
に
依
っ
て
生
活
す
る
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東

京
市
の
近
郊
農
村
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
技
術
水
準
で
は
、
野
菜
と
く
に
葉
物
は
、
た
と
え
干
し

た
と
し
て
も
、
近
郊
農
村
か
ら
調
達
す
る
し
か
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
よ
っ
て
、
千
歳
村
で
は
、「
筍
が
儲
か
る
の
で
、
麦

畑
を
潰
し
て
孟
宗
藪
に
し
た
り
、
養
蚕
の
割
が
好
い
と
云
っ
て
桑
畑
が
殖
え
た
り
、
大
麦
小
麦
よ
り
直
接
東
京
向
き
の
甘

藍
白
菜
や
園
芸
物
に
力
を
入
れ
る
様
に
な
っ
た
り
」
し
て
、
都
市
（
の
需
要
）
に
翻
弄
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
要
す
る
に
曩
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時
の
純
農
村
は
追
々
都
会
附
属
の
菜
園
に
な
り
つ
ゝ
あ
」
っ
た
の
で
す
。
重
要
な
の
は
、
蘆
花
が
「
東
京
が
日
々
攻
め
寄

せ
る
。
…
…
十
年
前
の
此
村
を
識
っ
て
居
る
人
は
、
皆
が
稼
ぎ
様
の
猛
烈
に
な
っ
た
に
驚
い
て
居
る
。
…
…
第
一
遊
ん
で

居
ら
れ
ぬ
程
生
活
難
が
攻
め
寄
せ
た
の
で
あ
る
」
と
観
察
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

で
は
、「
東
京
が
日
々
攻
め
寄
せ
る
」
と
、
な
ぜ
「
生
活
難
が
攻
め
寄
せ
」
る
の
か
。
そ
れ
は
、
農
民
が
「
都
市
に
特
有

な
生
活
様
式
」（『
日
本
大
百
科
事
典
』）
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
、
過
消
費
に
陥
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
帝

国
農
会
が
か
つ
て
隣
接
五
郡
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
北
豊
島
郡
に
属
し
て
い
た
板
橋
区
の
農
家
に
つ
い
て
、「
現
在
地
主
で
負

債
の
な
い
者
は
な
く
、
そ
れ
等
は
殆
ん
ど
皆
消
費
負
債
で
あ
る
」（『
東
京
市
農
業
に
関
す
る
調
査
』
第
壱
輯
、
東
京
市
域

内
農
家
の
生
活
様
式
、
一
九
三
五
年
）
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
郊
農
村
に
一
般
的
に
み
ら
れ
た
現
象
で
し
た
。

　
「
都
市
に
特
有
な
生
活
様
式
」
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
営
み
は
、
農
民
に
と
っ
て
主
体
的
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、

果
た
し
て
、
そ
う
言
い
切
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
藤
田
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
千
歳
村
を
襲
っ
た
生
活
難
は
、
村
民
が
都

市
と
い
う
「
外
的
な
力
」
に
駆
使
さ
れ
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　

こ
の
「
都
市
に
特
有
な
生
活
様
式
」
を
一
番
手
っ
取
り
早
く
手
に
入
れ
る
方
法
は
、
東
京
府
に
お
け
る
一
九
二
一
年
の

農
家
戸
数
二
万
六
三
二
七
戸
が
、
三
四
年
に
は
一
万
六
〇
七
六
戸
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
（
江
波
戸
昭
『
東
京
の
地
域
研

究
（
続
）』
一
九
九
七
年
）
よ
う
に
、市
街
地
拡
大
に
よ
っ
て
地
価
の
高
騰
し
た
農
地
を
売
り
払
っ
て
離
農
す
る
こ
と
で
す
。

か
つ
て
の
自
分
の
土
地
に
建
て
ら
れ
た
「
お
屋
敷
」
に
植
木
職
人
と
し
て
出
入
り
す
る
と
い
う
の
が
近
郊
農
村
の
典
型
的

パ
タ
ー
ン
で
す
。

　

東
京
市
は
、
一
八
七
八
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
っ
て
旧
江
戸
市
中
の
範
囲
に
設
置
さ
れ
た
一
五
区
を
基
本
に
八
九

年
の
市
制
に
よ
っ
て
成
立
し
、
日
露
戦
争
後
に
は
人
口
が
二
〇
〇
万
人
に
達
し
、
ほ
ぼ
飽
和
状
態
と
な
り
ま
す
。
こ
の
結
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果
、
都
心
と
郊
外
を
結
ぶ
私
鉄
の
相
次
ぐ
開
通
と
相
俟
っ
て
、
隣
接
五
郡
の
都
市
化
が
進
み
ま
し
た
。
一
九
二
三
年
の
関

東
大
震
災
が
市
域
の
人
口
を
減
少
さ
せ
る
と
同
時
に
隣
接
五
郡
の
都
市
化
に
拍
車
を
か
け
た
結
果
、
三
二
年
に
は
市
郡
併

合
に
よ
っ
て
「
大
東
京
」
と
称
す
る
人
口
五
三
一
万
人
の
巨
大
都
市
が
誕
生
し
ま
す
。
千
歳
村
は
、
そ
の
隣
接
五
郡
に
接

す
る
村
で
、
三
六
年
に
砧
村
と
と
も
に
東
京
市
に
編
入
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

都
市
は
、
産
業
革
命
以
降
、
こ
の
よ
う
に
巨
大
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
都
市
問
題
を
発
生
さ
せ
、
福
祉
国
家
を

必
然
の
も
の
と
し
ま
し
た
。
小
路
田
「
帝
国
の
自
治
と
「
都
市
」」（
成
田
龍
一
編
『
都
市
と
民
衆
』
近
代
日
本
の
軌
跡
９
、

一
九
九
三
年
）
は
、
日
本
が
恒
常
的
な
米
の
輸
入
国
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、「
都
市
化
の
進
展
に
と
も
な
う
最
大
の
都

市
問
題
は
、
そ
の
結
果
起
こ
る
農
村
の
都
市
化
と
農
産
物
価
格
の
高
騰
が
、
都
市
生
活
者
の
生
活
基
盤
の
不
安
定
化
を
引

き
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
、
日
本
の
都
市
労
働
者
の
賃
金
を
相
対
的
に
低
く
抑
え
な
が
ら
、
彼
ら
に
「
衣
食
と
快
楽
」
を
与

え
、
都
市
問
題
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
は
、
食
糧
の
供
給
地
を
海
外
に
求
め
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。

　

日
本
が
米
の
輸
入
国
に
転
じ
た
の
は
一
八
九
〇
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
二
年
前
に
は
、
米
輸
出
が
最
大
に
な
る
の
で
す

が
、
八
九
年
が
凶
作
で
あ
っ
た
た
め
、
翌
年
の
初
め
に
米
騒
動
が
起
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
は
米
騒
動
を
き
っ
か
け

に
米
の
輸
入
国
に
な
っ
た
の
で
す
。
山
川
の
日
本
史
教
科
書
な
ど
で
も
、都
市
人
口
が
増
え
た
結
果
、米
が
不
足
し
た
た
め
、

輸
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
要
は
価
格
を
抑
え
る
の
が
目
的
で
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
以
降
、
政
府

は
朝
鮮
・
東
南
ア
ジ
ア
、
さ
ら
に
は
台
湾
か
ら
米
を
移
入
・
輸
入
し
て
米
価
を
調
整
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ
が
失
敗
し

た
た
め
起
き
た
の
が
一
九
一
八
年
の
米
騒
動
で
、
凶
作
を
原
因
と
し
な
い
と
い
う
点
で
、
江
戸
時
代
の
系
譜
を
引
く
そ
れ

ま
で
の
米
騒
動
と
性
格
が
異
な
る
、
し
か
も
最
大
の
騒
動
と
な
り
ま
し
た
。
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こ
の
米
騒
動
は
、
直
接
的
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
好
景
気
で
イ
ン
フ
レ
が
発
生
す
る
一
方
で
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

の
米
の
輸
入
量
が
減
少
し
、
米
価
が
上
昇
し
た
の
に
と
も
な
い
、
地
主
や
米
商
人
が
投
機
的
な
売
惜
し
み
・
買
占
め
を
行
い
、

さ
ら
に
シ
ベ
リ
ア
出
兵
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
で
す
。
し
か
し
、
そ
の

根
底
に
は
、
都
市
人
口
の
増
大
に
米
の
生
産
が
追
い
つ
か
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
地
主
保
護
政
策
を
と
る
寺
内
正
毅
内
閣
が

外
米
輸
入
税
の
撤
廃
な
ど
有
効
な
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

小
路
田
は
、
米
騒
動
の
政
治
史
的
な
意
義
に
つ
い
て
、「
こ
の
、
国
民
に
生
存
権
へ
の
自
覚
を
促
し
た
事
件
は
、
男
子
普

選
法
を
当
然
と
す
る
時
代
風
潮
（
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
を
生
み
出
す
」
と
と
も
に
、
各
政
党
に
「
福
祉
国
家
的
思
考
を

最
終
的
に
採
用
さ
せ
る
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
」
と
評
し
て
い
ま
す
（「
天
皇
と
政
党
」
鈴
木
正
幸
編
『
近
代
の
天
皇
』

近
代
日
本
の
軌
跡
７
、一
九
九
三
年
）。

　

そ
れ
ま
で
、
労
働
能
力
を
持
つ
者
の
貧
困
は
、
一
九
世
紀
の
古
典
的
自
由
主
義
の
下
で
、
怠
惰
ゆ
え
の
個
人
責
任
、
と

く
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
社
会
が
餓
死
を
も
っ
て
罰
す
べ
き
犯
罪
」（
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
と
み
な
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
も
、
こ
こ
で
い
う
「
貧
困
」
と
は
、
飢
餓
線
上
を
さ
ま
よ
う
絶
対
的
貧
困
の
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
貧
困
観

が
変
わ
る
の
は
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
成
立
し
た
社
会
事
業
に
よ
っ
て
、
貧
困
は
社
会
が
生
み
出
す
も
の
で

あ
る
以
上
、
国
家
・
社
会
が
そ
の
救
済
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
が
生
ま
れ
て
か
ら
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
、
一
九
一
八
年
の
米
騒
動
が
福
祉
国
家
の
契
機
と
な
っ
た
の
か
。
都
市
は
、
藤
田
『
都
市
と
権
力
』
に
よ

れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
権
力
と
そ
の
機
構
の
集
積
す
る
場
、
拠
点
だ
か
ら
で
す
。
藤
田
は
、
農
民
反
乱
よ
り
も
都
市
反
乱
の

ほ
う
が
権
力
に
と
っ
て
は
る
か
に
恐
怖
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
米
騒
動
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
都
市
は
「
大
き
な
人
口
と
密
度
を
も
っ
た
大
聚
落
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
デ
マ
も
含
め
て
情
報
が
伝
播
し
や
す
く
、
容
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易
に
全
国
規
模
の
反
乱
に
発
展
す
る
、
と
。
他
方
、
都
市
は
、
過
消
費
社
会
を
創
り
出
す
こ
と
で
、
一
九
世
紀
に
お
け
る

個
人
的
自
由
を
前
提
と
し
た
自
助
論
の
道
徳
的
求
心
力
を
失
わ
せ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
当
然
視
す
る
風
潮
を
も
生

み
出
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
都
市
人
口
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
都
市
民
に
対
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
徹
底
し
て

い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
二
〇
世
紀
の
福
祉
国
家
へ
の
大
転
換
は
、
貧
困
観
の
変
化
と
い
う
よ
り
も
、
巨
大
都
市
の
出
現

に
よ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

政
党
の
福
祉
国
家
的
な
思
考
は
、
陸
軍
統
制
派
や
新
官
僚
（
革
新
官
僚
）
に
よ
っ
て
戦
時
体
制
に
も
引
き
継
が
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
日
中
戦
争
開
始
の
翌
年
に
あ
た
る
一
九
三
八
年
一
月
に
設
置
さ
れ
た
厚
生
省
の
下
で
展
開
さ
れ
た
戦
時
厚
生
事

業
と
は
、
戦
争
の
勝
利
と
い
う
国
家
目
的
の
た
め
に
人
間
を
「
資
源
」「
材
」
と
み
な
し
、
そ
の
機
能
性
に
よ
っ
て
峻
別
す

る
と
い
う
、
お
よ
そ
社
会
成
員
の
幸
福
と
い
う
福
祉
理
念
と
は
対
極
に
あ
る
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
し
た
。
こ
の
戦
時
厚

生
事
業
と
、
賃
金
や
配
給
を
と
お
し
た
社
会
階
層
の
徹
底
し
た
平
準
化
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
や
耐
乏
生
活
に
対
す
る
国
民

の
不
満
を
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
の
が
日
本
の
戦
時
体
制
で
す
。

Ⅱ　

近
代
家
族

　

昭
和
初
期
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
前
田
一
『
サ
ラ
リ
マ
ン
物
語
』（
一
九
二
八
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

然
ら
ば
何
故
腰
弁
は
貧
乏
す
る
の
か
の
問
題
を
考
え
て
見
や
う
。
答
は
至
つ
て
簡
単
で
あ
る
。
曰
く
収
入
が
生
活

171



を
カ
バ
ー
し
な
い
か
ら
。
そ
れ
な
ら
ば
、
生
活
程
度
を
下
げ
た
ら
善
で
は
な
い
か
と
反
問
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
生
活

を
切
り
下
げ
る
の
は
何
で
も
な
い
が
、
此
れ
以
上
程
度
を
下
げ
て
居
た
日
に
は
、
親
子
諸
共
飢
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い

や
飢
え
な
い
ま
で
も
人
生
の
生
き
甲
斐
を
無
視
し
、
あ
ら
ゆ
る
享
楽
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
人
的
生
活
か
ら
遠
ざ
か
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
腰
弁
に
と
つ
て
の
致
命
傷
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
到
底
が
此
を
許
さ
な
い
。

　

前
田
の
主
張
は
、「
腰
弁
の

0

0

0

デ
イ
グ
ニ
チ
ー
」（
尊
厳
）
と
い
っ
た
特
権
意
識
を
除
け
ば
、
一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ
ー
ル
憲

法
が
定
め
た
生
存
権
、
す
な
わ
ち
「
人
間
に
値
す
る
生
存
」
を
要
求
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
内

実
は
、「
一
回
の
昼
飯
に
つ
い
て
す
ら
、
い
や
あ
あ
れ
は
美
味
い
、
そ
れ
は
ま
づ
い
と
、
味
覚
娯
楽
や
、
美
味
求
真
を
地
で

行
か
う
と
い
ふ
済
ま
し
か
た
」（
同
前
）
と
い
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
ま
た
、
都
市
と
い

う
「
外
的
な
力
」
に
駆
使
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
も
そ
も「
生
活
程
度
を
切
り
下
げ
る
」と「
親
子
諸
共
飢
え
」る
と
は
、明
ら
か
に
論
理
矛
盾
で
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、

農
家
や
労
働
者
よ
り
も
収
入
が
多
い
の
で
す
か
ら
、
生
活
程
度
を
下
げ
れ
ば
飢
え
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
収
入
が
多
け
れ
ば
支
出
も
多
い
と
い
う
一
見
当
た
り
前
の
事
実
に
よ
っ
て
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
計
も
そ
の
内
情
は

火
の
車
な
の
で
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
「
貧
乏
」
も
ま
た
、「
収
入
が
生
活
を
カ
バ
ー
し
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
近
郊
農

村
と
同
様
、
過
消
費
が
原
因
だ
か
ら
で
す
。
し
か
も
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
都
市
が
農
村
の
都
市
化
と
こ
れ
に
と
も
な
う
過

消
費
に
よ
っ
て
創
り
出
し
た
「
社
会
的
余
剰
」
＝
食
糧
に
依
存
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
生
存
し
う
る
存
在
で
す
。
さ
ら

に
福
祉
国
家
で
は
、
都
市
民
の
権
力
と
そ
の
機
構
へ
の
依
存
度
が
高
ま
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
過
消
費
社
会
で
は
、
も
は
や
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
、
貧
困
指
標
と
し
て
さ
ほ
ど
意
味
を
持
た
な
く
な
り
ま
す
。

172



◆発題②　食の日本近代史―『自分』を『主語』とした人文学の試み―

以
下
で
は
、
そ
の
こ
と
を
近
代
家
族
に
お
け
る
「
衣
食
と
快
楽
」（
小
路
田
「
帝
国
の
自
治
と
「
都
市
」」）
の
関
係
を
と
お

し
て
検
証
し
ま
す
。

　

第
一
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
昼
食
に
「
味
覚
娯
楽
や
、
美
味
求
真
」
を
追
求
し
た
よ
う
に
、「
衣

食
」
は
そ
れ
自
体
が
「
快
楽
」
で
あ
る
こ
と
で
す
。
一
九
二
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
内
閣
統
計
局
が
行
っ
た
家
計
調
査

に
よ
れ
ば
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
農
家
が
四
五
・
七
％
、
労
働
者
が
三
九
・
八
％
、
俸
給
生
活
者
が
三
二
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、

飲
食
費
の
内
訳
で
は
、
農
家
で
は
米
・
麦
に
六
〇
％
が
支
出
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
労
働
者
で
は
副
食
に
対
す
る
支
出

が
米
・
麦
を
上
回
り
、
俸
給
生
活
者
で
は
両
者
の
関
係
が
農
家
と
ほ
ぼ
逆
転
し
て
副
食
に
五
七
・
五
％
が
支
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
も
東
京
市
域
で
は
、
農
村
が
米
・
麦
・
雑
穀
（
西
日
本
で
は
さ
ら
に
甘
藷
）
に
よ
る
混
食
が
一
般
的
で
あ
る

の
対
し
、
一
九
一
〇
年
代
に
は
日
清
戦
争
前
後
に
み
ら
れ
た
残
飯
屋
が
姿
を
消
し
、
都
市
下
層
に
い
た
る
ま
で
白
米
食
が

定
着
し
て
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
労
働
者
が
酒
・
煙
草
に
多
く
を
支
出
し
て
い
る
の
は
、
工
場
労
働
が
過
酷
で
非
人
間
的
だ
か
ら
で
す
。
飲
ま
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
マ
ル
ク
ス
の
い
う
労
働
に
お
け
る
疎
外
の
問
題
で
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
初
期

資
本
主
義
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
現
象
で
す
。
も
っ
と
も
、
農
家
の
場
合
は
、
酒
や
煙
草
が
自
家
製
で
あ
る
こ
と
を
視
野

に
入
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ど
ぶ
ろ
く
は
、
東
北
な
ど
を
中
心
に
労
働
や
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
生
産
・

消
費
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
俸
給
生
活
者
・
労
働
者
と
農
家
の
違
い
は
、
女
性
も
酒
を
飲
む
点
で
す
。
女
性
も
「
稼
ぎ
」
に

従
事
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
と
み
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
夫
が
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
妻
が
専
業
主
婦
と
い
っ
た
性
別
役
割
分
業
を
特
徴
と
す
る
近
代
家
族
は
、
日
本
資

本
主
義
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
未
曾
有
の
発
展
を
遂
げ
た
一
九
一
〇
年
代
に
成
立
し
た
新
中
間
層
を
そ
の
起
源
と
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し
て
い
ま
す
。
近
代
家
族
は
、
昼
間
は
別
々
に
活
動
し
て
い
ま
す
か
ら
、
一
家
団
欒
の
場
と
し
て
の
食
事
の
重
要
性
が
こ

と
さ
ら
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
象
徴
で
あ
る
ち
ゃ
ぶ
台
は
、
農
村
か
ら
東
京
市
域
に
流
入
し
て
き
た
人
々
が
都
市
に
定
住
し
て
家
族
を
形
成
す
る

日
露
戦
争
後
に
普
及
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
労
働
者
の
家
庭
を
は
じ
め
と
し
て
住
居
が
食
寝
一
致
に
近
い
手
狭
な
も
の
だ
っ

た
こ
と
に
も
よ
り
ま
す
。
近
代
の
都
市
生
活
者
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
借
家
住
ま
い
か
間
借
で
、
通
勤
に
便
利
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
持
ち
家
志
向
が
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
他
方
、
東
京
で
は
と
く
に
関
東
大
震
災
後
、
居
間
を
中
心
に
周
囲
に
個

室
を
配
し
た
間
取
り
の
文
化
住
宅
が
郊
外
の
私
鉄
沿
線
に
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
の
「
孤
食
」
を
家
族
崩
壊
の
兆
し
と
み
な
し
、
働
く
母
親
に
一
方
的
に
そ
の
責
任
を
負
わ
す
よ

う
な
言
説
は
、「
共
食
」
や
近
代
家
族
を
普
遍
的
な
も
の
と
み
な
す
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
家
族
と
は
歴
史
的
・
文
化

相
対
的
な
も
の
で
、
日
本
の
近
代
家
族
も
そ
の
一
変
種
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

　

指
摘
さ
れ
る
べ
き
第
二
は
、「
衣
食
」
は
、「
快
楽
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
快
楽
」
と
強
い
緊
張
関
係
に
あ
る
こ
と

で
す
。
中
鉢
正
美
の
生
活
構
造
論
に
よ
れ
ば
、
工
場
労
働
者
の
家
計
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
、
実
質
賃
金
が
上
昇
し

な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
明
治
三
〇
年
代
」（
一
八
九
七
～
一
九
〇
六
年
）
の
七
〇
％
台
半
ば
か
ら
「
明
治
末
年
・
大

正
初
期
」（
一
九
一
〇
年
代
前
半
）
に
は
五
〇
％
台
前
半
ま
で
低
下
し
て
い
ま
す
（
中
鉢
「
解
説 

家
計
調
査
と
生
活
研
究
」

同
編
『
家
計
調
査
と
生
活
研
究
』
生
活
古
典
叢
書
第
七
巻
、
一
九
七
一
年
ほ
か
）。
工
場
労
働
者
が
そ
れ
ま
で
滞
留
し
て

い
た
ス
ラ
ム
か
ら
分
離
し
、
そ
の
地
位
を
築
い
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
家
賃
が
、
つ
い
で
労
働
着
と
し
て
の
洋
服
の
購

入
費
や
通
勤
の
た
め
の
交
通
費
が
必
要
に
な
り
、
さ
ら
に
育
児
・
教
育
費
や
保
健
・
衛
生
費
と
い
っ
た
費
目
の
支
出
が
増

加
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
生
活
構
造
上
の
緊
張
」
は
、
白
米
食
の
定
着
と
相
俟
っ
て
、
一
九
一
八
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年
の
米
価
の
急
騰
に
よ
っ
て
臨
界
点
に
達
し
ま
す
（
中
川
清
『
日
本
の
都
市
下
層
』
一
九
八
五
年
）。
そ
れ
が
米
騒
動
の

内
的
要
因
で
す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
快
楽
」
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
食
費
は
可
能
な
限
り
切
り
詰
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
田
の
主
張

に
「
生
活
程
度
を
切
り
下
げ
る
」
と
「
親
子
諸
共
飢
え
」
る
と
い
う
論
理
矛
盾
が
紛
れ
込
ん
だ
の
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が

い
か
に
昼
食
に
「
味
覚
娯
楽
や
、
美
味
求
真
」
を
求
め
よ
う
と
も
、
会
社
に
弁
当
を
持
参
す
る
「
腰
弁
」
に
甘
ん
じ
な
く

て
は
な
ら
な
い
現
実
が
存
在
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

新
中
間
層
で
は
妻
が
財
布
の
紐
を
握
り
、
夫
の
小
遣
い
に
は
残
業
代
な
ど
の
手
当
が
あ
て
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。

よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
外
食
は
食
費
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
日
露
戦
争
の
頃
か
ら
、
三

越
や
白
木
屋
と
い
っ
た
デ
パ
ー
ト
が
食
堂
を
設
け
、
や
が
て
洋
食
を
提
供
し
て
大
い
に
賑
わ
う
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ

こ
で
の
家
族
の
食
事
も
「
娯
楽
費
」
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
い
わ
ば
外
食
は
、
食
費
を
切
り
詰
め
て
初

め
て
可
能
と
な
る
「
快
楽
」
の
追
求
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
一
家
団
欒
の
場
に
供
せ
ら
れ
る
べ
き
家
庭
料
理
に
は
、

心
の
こ
も
っ
た
、
そ
の
実
、
美
味
し
い
料
理
が
要
求
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
専
業
主
婦
の
苦
労
た
る
や
並
大
抵
の
こ
と
で

は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

近
代
家
族
が
食
費
を
切
り
詰
め
る
た
め
に
と
っ
た
最
終
的
な
手
段
は
産
児
制
限
、
端
的
に
い
え
ば
口
減
ら
し
で
す
。
そ

れ
は
、
子
ど
も
に
高
学
歴
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
も
、
必
然
の
選
択
で
し
た
。
実
際
、
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
戦
後

二
回
の
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
を
除
き
、
最
も
古
い
統
計
で
あ
る
一
九
二
五
年
の
五
・
一
〇
か
ら
ほ
ぼ
一
貫
し
て
低
下
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
、
女
性
が
専
業
主
婦
と
し
て
の
家
計
管
理
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
大
き
く
作
用
し
て
い
る

で
し
ょ
う
。
婚
姻
世
帯
に
占
め
る
専
業
主
婦
の
比
率
が
最
も
高
く
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
の
こ
と
で
す
が
、
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合
計
特
殊
出
生
率
は
す
で
に
一
九
五
七
年
に
人
口
置
換
水
準
を
下
回
り
、
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
時
期
に
あ
た
る
七
三

年
を
最
後
に
、
一
度
も
上
回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
戦

争
の
時
代
を
経
て
一
九
六
〇
年
代
に
い
た
る
多
産
多
死
か
ら
少
産
少
死
へ
の
第
一
次
人
口
転
換
は
、
つ
き
き
り
の
育
児
に

よ
る
乳
幼
児
死
亡
率
の
低
下
と
相
俟
っ
て
、
女
性
の
専
業
主
婦
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
専
業
主
婦
が
日
本
社
会
に
定
着
し
た
か
に
み
え
た
そ
の
矢
先
、
一
九
七
三
年
の
第
一
次
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク

に
よ
っ
て
高
度
経
済
成
長
が
終
わ
り
を
告
げ
、
さ
ら
に
高
校
・
大
学
進
学
率
の
上
昇
に
と
も
な
う
教
育
コ
ス
ト
の
上
昇
と
、

戦
後
の
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
の
下
で
組
ま
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン
が
家
計
を
直
撃
し
ま
す
。
こ
う
し
て
、
現
在
ま
で
続
く
人
口
置

換
水
準
を
下
回
る
少
子
化
の
進
行
に
よ
る
第
二
次
人
口
転
換
が
始
ま
る
と
と
も
に
、
女
性
が
結
婚
・
出
産
を
契
機
に
い
っ

た
ん
職
場
を
離
れ
、
育
児
が
終
わ
る
の
に
と
も
な
い
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
非
正
規
雇
用
で
職
場
復
帰
す
る
と
い
う
、
中

断
・
再
就
労
型
の
新
た
な
就
労
形
態
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
は
、
近
代
家
族
が
解
体

期
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
人
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
家
族
を
営
み
、「
健
康
で
文
化
的
な
」（
日
本
国
憲
法
第
二
五
条
）
生
活
を
築
い
て
き
ま
し

た
。
私
も
ま
た
同
様
で
す
。
し
か
し
い
ま
、
私
は
、
果
た
し
て
そ
れ
が
「
人
間
に
値
す
る
生
存
」
か
、
と
い
う
問
い
を
突

き
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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