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司
会
（
松
尾
肇
子
）
：
そ
れ
で
は
今
か
ら
村
上
哲
見
先
生
に
「
稼
軒
詞
試
論
」
と
い
う
題
目
で
記
念
講
演
を
お
願
い
致
し
ま
す
。
具

合
が
悪
く
な
ら
れ
て
心
配
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
来
て
い
た
だ
け
て
本
当
に
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
先
生
は
今
さ
ら
紹
介
の
必
要
も
な

い
か
と
は
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
詞
の
研
究
の
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
、
い
ま
私
た
ち
は
そ
の
ご
恩
を
受
け
て
後
に
続
き
た
い

と
思
っ
て
い
る
者
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
ま
で
北
宋
詞
に
つ
い
て
は
創
文
社
か
ら
大
き
な
本
が
出
て
い
ま
す
が
、
南
宋
の
詩
余
に
つ
き

ま
し
て
は
姜
夔
（
白
石
）
・
呉
文
英
（
夢
窓
）
・
周
密
（
草
窓
）
と
い
う
三
人
の
詞
人
に
関
す
る
論
文
を
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
て
こ
ら

れ
ま
し
た
。
い
よ
い
よ
「
蘇
辛
」
と
並
び
称
さ
れ
る
辛
棄
疾
（
稼
軒
）
の
お
話
を
今
日
聞
か
せ
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
楽

し
み
に
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

今
日
は
一
時
か
ら
私
の
話
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
日
吉
に
は
来
た
こ
と
が
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
遅
れ
ち
ゃ
い
か
ん

と
思
っ
て
昨
日
か
ら
東
京
に
来
て
泊
ま
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
少
し
気
分
が
悪
く
な
っ
て
救
急
車
で
東
大
病
院
へ
担
ぎ
込
ま
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れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
大
幅
に
遅
刻
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
今
日
の
お
話
の
枕
に
用
意
し
て
き
た
言

葉
は
、
「
命
長
け
れ
ば
恥
多
し
」
、
し
か
し
長
生
き
し
て
い
る
と
嬉
し
い
こ
と
も
あ
る
、
と
。
「
恥
多
し
」
の
ほ
う
は
軽
く
て
、
「
嬉

し
い
」
こ
と
は
ず
っ
し
り
と
重
く
、
と
思
っ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
歳
を
と
る
と
い
ろ
ん
な
目
に
や
は
り
遭
う
の
で
、
「
恥
多
し
」

の
ほ
う
も
か
な
り
な
比
重
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
…
…
。
し
か
し
今
日
は
私
に
と
っ
て
嬉
し
い
日
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

私
は
東
北
大
学
を
退
官
す
る
と
き
に
、
「
唐
宋
詩
詞
研
究
四
十
年
」
と
い
う
た
い
そ
う
な
看
板
を
掲
げ
て
お
話
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
か
ら
今
年
で
ち
ょ
う
ど
十
年
に
な
り
ま
し
た
。
四
十
年
、
五
十
年
、
と
い
う
の
は
私
が
一
九
五
三
年
に
京
都
大
学
を
卒
業
し
て
大

学
院
に
入
っ
た
年
か
ら
い
ち
お
う
研
究
生
活
が
ス
タ
ー
ト
し
た
と
し
ま
す
と
、
退
官
の
時
が
ち
ょ
う
ど
四
十
年
で
あ
り
、
今
年
が
ち

ょ
う
ど
五
十
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。 

 

私
が
卒
業
し
た
の
は
五
十
年
前
で
す
が
、
卒
業
論
文
は
「
花
間
詞
の
声
律
」
と
い
う
題
で
し
た
。
詞
学
は
や
は
り
『
花
間
集
』
か

ら
始
め
る
、
と
い
う
意
識
は
、
当
時
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
後
で
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
う
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。 

 

さ
か
の
ぼ
っ
て
み
ま
す
と
、
京
都
大
学
で
卒
業
論
文
に
「
詞
学
」
、
詞
を
と
り
あ
げ
た
最
初
の
人
は
、
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
と

思
い
ま
す
が
吉
川
幸
次
郎
大
人
で
あ
り
ま
し
て
、
大
正
十
四
年
か
十
五
年
だ
と
思
う
の
で
す
が
（
大
正
十
五
年
、
一
九
二
六
年
卒
）
、
卒

業
論
文
は
「
倚
声
通
論
」
と
い
う
題
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
年
譜
に
も
書
い
て
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
先
生
に
見
せ
て
く
だ
さ
い
、
と
言

っ
た
の
で
す
が
、
な
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
次
は
お
そ
ら
く
中
田
勇
次
郎
先
生
で
す
。
昭
和
十
年
の
ご
卒
業

で
す
ね
。
帝
国
大
学
で
は
、
と
く
に
吉
川
先
生
の
時
代
は
、
文
学
部
は
東
大
と
京
大
に
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
九
大
と
東
北
大
の
法

文
学
部
と
い
う
の
が
発
足
し
た
前
後
に
吉
川
先
生
は
京
大
を
卒
業
さ
れ
た
、
と
い
う
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
お

そ
ら
く
学
士
論
文
と
し
て
は
吉
川
先
生
の
論
文
が
詞
学
の
論
文
と
し
て
は
最
初
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

戦
後
は
、
た
ぶ
ん
私
が
最
初
だ
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
が
、
武
部
利
男
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
し
て
、
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昭
和
二
十
四
年
で
し
た
か
、
戦
後
軍
隊
か
ら
復
員
さ
れ
て
復
学
さ
れ
た
京
大
中
文
で
「
十
八
学
士
」
と
い
う
空
前
絶
後
の
大
量
卒
業

生
を
出
し
た
年
が
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
中
に
学
徒
動
員
さ
れ
て
行
か
さ
れ
た
方
た
ち
が
戻
っ
て
き
て
卒
業
と
な
っ
た
…
…
、
武
部
さ

ん
は
そ
の
一
人
で
す
。
卒
論
は
何
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
辛
棄
疾
、
辛
稼
軒
だ
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
卒
業
論
文
と

し
て
考
え
る
と
、
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
で
は
少
な
く
と
も
そ
の
お
三
方
が
お
ら
れ
た
。 

 

し
か
し
吉
川
先
生
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
卒
業
後
し
ば
ら
く
は
『
支
那
学
』
と
い
う
雑
誌
に
清
朝
の
詞
学
の
こ
と
な
ど
を
し
き
り

に
書
い
て
お
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
に
経
学
、
注
疏
の
学
に
進
ま
れ
、
そ
れ
か
ら
元
曲
、
さ
ら
に
八
面
六
臂
の
活
躍
を
さ
れ
、

最
後
は
杜
甫
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
詩
余
に
関
し
て
は
書
か
れ
な
く
な
っ
た
。
二
番
目
の
中
田
勇
次
郎
先
生
も
、
戦
前
、

あ
る
い
は
戦
後
の
早
い
時
期
ま
で
は
詩
余
の
論
文
を
い
ろ
い
ろ
書
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
書
道
に
造
詣
が
深
い

も
の
で
、
京
都
美
大
の
教
授
か
ら
学
長
ま
で
さ
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
書
道
史
の
ほ
う
で
活
躍
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
早
い
時
期

の
論
文
は
、
創
文
社
の
東
洋
学
叢
書
の
『
読
詞
叢
考
』
（
一
九
九
八
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
か
と

思
い
ま
す
。
武
部
さ
ん
は
卒
論
に
辛
棄
疾
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
は
私
は
じ
か
に
聞
い
た
の
で
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
後
、

詩
余
の
論
文
は
書
い
て
お
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
李
白
に
傾
倒
さ
れ
ま
し
て
…
…
。
結
局
、
京
大
の
卒
論
の
順
番
で
い
く
と
四
番

目
に
な
る
私
が
五
十
年
、
し
つ
こ
く
続
け
て
お
る
わ
け
で
し
て
…
…
。 

 

も
っ
と
も
私
は
は
じ
め
か
ら
詩
余
専
門
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
て
、
唐
宋
詩
詞
、
詩
と
詞
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
視
点
が
あ

る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
大
学
院
入
学
の
時
に
提
出
し
た
テ
ー
マ
は
「
唐
宋
韻
文
文
学
研
究
」
で
し
た
。
し

か
し
ご
承
知
の
よ
う
に
日
本
で
は
江
戸
時
代
以
来
、
漢
詩
と
い
え
ば
唐
詩
と
、
代
名
詞
に
な
る
く
ら
い
研
究
者
も
多
い
の
に
対
し
て
、

詩
余
の
研
究
者
が
少
な
い
。
論
文
も
日
本
で
書
か
れ
た
も
の
は
吉
川
先
生
や
中
田
先
生
が
比
較
的
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
し
か

な
い
、
と
い
う
状
況
で
し
た
か
ら
、
ど
う
し
て
も
詩
余
に
ど
ん
ど
ん
の
め
り
こ
ん
で
、
結
局
、
文
学
博
士
の
学
位
論
文
も
『
宋
詞
研
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究
―
―
唐
五
代
北
宋
篇
』
と
い
う
こ
と
で
、
の
ち
に
本
に
し
ま
し
た
（
創
文
社
、
東
洋
学
叢
書
、
一
九
七
六
）
。 

 
そ
の
学
位
論
文
で
す
が
、
提
出
し
た
時
は
「
北
宋
詞
研
究
」
と
い
う
題
で
し
た
が
、
出
版
す
る
時
に
題
を
改
め
た
の
は
、
当
然
、

南
宋
篇
を
想
定
し
て
、
い
ず
れ
や
る
と
い
う
気
構
え
で
し
た
が
、
そ
の
後
、
大
学
で
年
を
取
っ
て
き
ま
す
と
、
教
授
会
で
の
序
列
が

あ
が
っ
て
何
や
ら
委
員
だ
の
評
議
員
だ
の
を
や
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
東
北
大
の
教
養
部
か
ら
奈
良
女
子
大
に
移
り
、
さ
ら
に
東

北
大
の
文
学
部
に
戻
る
、
と
い
う
間
に
三
つ
の
教
授
会
の
評
議
員
を
務
め
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
な
か
な
か
研
究

に
専
念
で
き
な
い
し
、
そ
の
う
ち
に
出
版
社
と
縁
が
で
き
て
、
こ
れ
を
書
い
て
く
れ
、
あ
れ
を
書
い
て
く
れ
、
と
い
う
の
が
舞
い
込

ん
で
き
て
、
日
本
漢
文
学
ま
で
首
を
つ
っ
こ
ん
だ
り
し
て
、
詞
学
に
打
ち
込
む
こ
と
が
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
い
ま
だ
に

南
宋
篇
が
ま
と
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
王
水
照
先
生
な
ど
か
ら
も
会
う
た
び
に
南
宋
篇
は
ど
う
な
っ
た
と
催
促
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
う
ち
に
、
と
ご
ま
か
し
て
い
る
ん
で
す
。
け
っ
し
て
見
限
っ
た
、
あ
き
ら
め
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
い
ま
紹
介
が
あ
っ
た
よ
う

に
、
姜
白
石
、
周
草
窓
、
呉
夢
窓
の
三
人
に
つ
い
て
は
い
ち
お
う
論
文
を
書
い
て
、
南
宋
篇
を
ま
と
め
る
時
に
は
織
り
込
む
つ
も
り

で
お
り
ま
す
。
あ
と
は
辛
棄
疾
、
こ
れ
が
何
と
か
ま
と
ま
ら
な
い
こ
と
に
は
南
宋
篇
は
で
き
ま
せ
ん
。
ず
っ
と
私
の
宿
題
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
。 

 

辛
棄
疾
が
私
に
と
っ
て
難
し
い
わ
け
は
、
そ
の
詞
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
な
か
な
か
ア
イ
デ
ア
が

浮
か
ば
な
い
、
ち
ょ
っ
と
見
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
再
開
す
る
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
に
は
資
料
、
文
献
が
多
す
ぎ
る
。

崔
海
正
の
『
宋
詞
研
究
述
略
』
（
一
九
九
九
、
第
七
章
「
辛
棄
疾
詞
研
究
掃
描
」
）
を
資
料
と
し
て
あ
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
馬

興
栄
先
生
が
『
詞
学
』
に
解
放
後
の
詩
余
研
究
の
概
観
を
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
（
『
詞
学
』
第
一
輯
、
一
九
八
一
、
「
建
国
三
十
年
来
的
詞
学

研
究
」
）
、
そ
れ
に
続
く
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
覧
の
よ
う
に
、
と
く
に
解
放
後
、
大
量
の
辛
棄
疾
に
関
す
る
論
文
・
著
書
が
出
ま

し
た
。
八
七
年
く
ら
い
ま
で
に
研
究
論
文
三
百
余
篇
、
専
著
二
十
余
種
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
こ
十
年
の
間
に
、
研
究
論
文
百
五
十
余
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篇
、
著
作
十
余
種
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
を
全
部
読
も
う
と
思
っ
た
ら
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
辛
棄
疾
は
愛
国
主
義
、
民

族
主
義
の
英
雄
と
い
う
位
置
づ
け
で
、
そ
の
観
点
か
ら
の
論
文
が
少
な
く
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
は
我
々
は
あ
ま
り
関
心
が
な

い
と
い
う
か
、
む
や
み
に
辛
棄
疾
を
神
様
の
よ
う
に
持
ち
上
げ
る
よ
う
な
態
度
は
我
々
と
は
無
縁
な
も
の
で
す
か
ら
、
数
の
多
さ
に

幻
惑
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
玉
石
混
淆
の
中
か
ら
玉
を
選
び
出
す
眼
が
必
要
で
し
ょ
う
ね
。 

 

辛
棄
疾
に
関
す
る
業
績
と
し
て
私
が
い
ち
ば
ん
尊
敬
す
る
の
は
、
鄧
広
銘
先
生
で
す
。
プ
リ
ン
ト
に
鄧
広
銘
先
生
の
お
写
真
と
、

先
生
の
三
部
作
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
『
稼
軒
詞
編
年
箋
注
』
（
一
九
五
七
、
新
版
一
九
七
八
、
増
訂
本
一
九
九
三
）
、
『
辛
稼

軒
年
譜
』
（
一
九
四
七
、
新
版
一
九
五
七
、
増
訂
本
一
九
九
七
）
、
『
辛
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
（
一
九
五
七
。
も
と
は
『
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
辛
啓
泰
原

輯
、
鄧
広
銘
校
補
、
一
九
四
七
）
を
挙
げ
ま
し
た
。
更
に
鄧
広
銘
輯
校
審
訂
・
辛
更
儒
箋
注
『
辛
稼
軒
詩
文
箋
注
』
（
一
九
九
五
）
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
辛
稼
軒
の
基
本
資
料
は
ほ
ぼ
完
璧
に
整
理
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。 

 

た
だ
、
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
鄧
先
生
は
も
と
も
と
北
京
大
学
の
歴
史
系
の
教
授
で
、
研
究
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
そ

れ
が
活
か
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
戦
前
か
ら
ず
っ
と
辛
稼
軒
の
研
究
に
打
ち
込
ま
れ
て
い
ま
し
て
、
こ
の
三
部
作
も
そ
れ
ぞ
れ
一
種

類
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
『
稼
軒
詞
編
年
箋
注
』
も
、
は
じ
め
一
九
五
七
年
に
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
新
版
が
一
九
七
八

年
に
、
さ
ら
に
増
訂
本
が
一
九
九
三
年
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
は
出
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
し
気
が
つ
き
ま
し
た
ら
教

え
て
く
だ
さ
い
。
年
譜
も
、
最
初
一
九
四
七
年
に
出
し
た
、
と
一
九
五
七
年
の
序
文
に
書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
一
九
四
七
年
版
を
私

は
見
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
早
い
時
期
に
年
譜
を
出
さ
れ
、
五
七
年
に
も
出
さ
れ
、
さ
ら
に
増
訂
本
を
九
七
年
に
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

『
辛
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
も
、
も
と
も
と
清
朝
の
人
（
辛
啓
泰
）
が
詩
文
を
集
め
た
『
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
が
あ
り
ま
し
て
、
鄧
先
生
が
校

補
を
さ
れ
て
、
民
国
三
六
年
、
一
九
四
七
年
で
す
か
ら
人
民
共
和
国
以
前
で
す
、
日
本
の
敗
戦
と
人
民
共
和
国
成
立
の
間
と
い
う
時

期
に
一
度
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
本
は
私
は
偶
然
古
書
店
で
見
つ
け
て
入
手
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
ず
い
ぶ
ん
校
補
を
加
え
ら
れ
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て
自
信
を
持
た
れ
た
の
で
し
ょ
う
、
辛
啓
泰
原
輯
と
い
う
の
を
取
り
去
っ
て
、
鄧
広
銘
の
名
前
で
『
辛
稼
軒
詩
文
鈔
存
』
、
書
名
に

も
と
の
本
の
面
影
を
残
し
て
い
る
、
と
い
う
感
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
だ
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
直
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
か

な
り
重
要
な
修
正
が
あ
る
の
で
、
古
い
版
を
持
っ
て
い
て
安
心
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

一
例
で
す
が
、
『
辛
稼
軒
年
譜
』
で
鄧
先
生
は
、
辛
稼
軒
の
若
い
時
、
つ
ま
り
済
南
に
い
た
と
き
は
別
と
し
て
、
南
渡
以
後
は
ほ

ぼ
毎
年
、
辛
稼
軒
が
ど
こ
に
い
た
か
追
跡
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
五
七
年
版
に
は
空
白
の
三
年
間
が
残
っ
て
お
り
ま
し
た
。
乾
道

元
年
（
一
一
六
五
）
か
ら
三
年
（
一
一
六
七
）
、
二
十
六
歳
か
ら
二
十
八
歳
ま
で
の
三
年
間
、
南
へ
来
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
前
年
の
隆

興
二
年
（
一
一
六
四
）
に
江
陰
簽
判
の
任
が
満
ち
て
、
乾
道
三
年
（
一
一
六
七
）
に
建
康
府
通
判
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
間
が
分
か

ら
な
い
。
五
七
年
版
は
、
そ
こ
を
空
白
の
三
年
間
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
目
を
つ
け
た
の
が
、
蔡
義
江
・
蔡
国
黄
の
「
辛
棄

疾
漫
遊
呉
楚
考
」
（
『
北
方
論
叢
』
、
一
九
七
九
、
の
ち
『
辛
棄
疾
年
譜
』
に
附
録
、
一
九
八
七
）
で
、
面
白
い
と
い
え
ば
面
白
い
の
で
す
が
、

そ
の
間
に
金
の
占
領
地
に
潜
入
し
て
い
た
と
詞
を
材
料
に
し
て
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
詞
の
作
品
を
よ
く
見
ま
す
と
、
年
代
未
詳

の
中
に
北
方
の
風
物
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
北
方
へ
行
っ
た
ん
だ
、
と
や
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
、
私
が
東
北
大
を
退

官
す
る
少
し
前
、
い
ま
か
ら
十
年
ち
ょ
っ
と
前
で
す
が
、
こ
れ
が
出
て
き
て
講
義
の
中
で
取
り
上
げ
て
、
こ
ん
な
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な

こ
と
は
な
い
、
と
、
つ
ま
り
空
白
の
三
年
間
で
あ
ま
り
材
料
が
な
い
の
を
無
理
矢
理
こ
じ
つ
け
て
北
地
に
潜
入
し
た
な
ど
、
小
説
な

ら
い
い
で
し
ょ
う
が
論
文
と
し
て
は
ど
う
か
、
と
い
う
話
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

鄧
広
銘
先
生
は
そ
の
後
も
執
拗
に
こ
の
問
題
を
追
っ
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
『
鉛
山
辛
氏
族
譜
』
所
収
「
稼
軒
歴
仕
始
末
」
を
見
出

さ
れ
ま
し
た
。
伝
記
は
資
料
が
第
一
で
す
が
、
や
は
り
執
拗
に
追
い
か
け
て
い
る
と
い
つ
か
は
突
き
当
た
る
、
と
い
う
感
じ
で
す
。

つ
い
に
こ
れ
を
見
つ
け
ら
れ
、
そ
こ
に
江
陰
簽
判
の
後
、
広
徳
軍
通
判
に
改
め
ら
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。
地
方
官
の
任
期
は
通
常
三

年
で
、
つ
じ
つ
ま
は
合
う
わ
け
で
す
。
面
白
い
こ
と
に
、
一
九
九
七
年
の
増
訂
本
で
訂
正
さ
れ
た
の
で
す
が
、
蔡
義
江
・
蔡
国
黄
の
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論
文
に
は
一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
見
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
点
も
私
は
鄧
広
銘
先
生
を
尊
敬
し
て
い

る
ん
で
す
。 

 

レ
ジ
メ
に
載
せ
た
稼
軒
の
墓
の
前
に
立
つ
鄧
広
銘
先
生
の
写
真
（
巻
頭
写
真
１
）
は
、
私
が
撮
影
し
た
も
の
で
、
一
九
九
○
年
、
こ

の
年
は
辛
稼
軒
の
生
誕
八
百
五
十
周
年
で
、
江
西
省
の
上
饒
で
記
念
の
国
際
研
討
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
会
議
の
あ
と
上
饒

か
ら
バ
ス
で
鉛
山
ま
で
、
二
百
人
く
ら
い
参
加
し
た
で
し
ょ
う
か
、
辛
稼
軒
の
お
墓
参
り
を
い
た
し
ま
し
た
。
バ
ス
と
乗
用
車
を
連

ね
て
、
と
ん
で
も
な
い
田
舎
な
ん
で
す
よ
、
最
後
は
田
ん
ぼ
道
を
歩
い
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
で
長
い
列
に
な
っ
て
、
辛
稼
軒
の
お

墓
参
り
を
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
学
会
の
時
、
か
ね
て
尊
敬
し
て
い
た
鄧
先
生
に
お
会
い
で
き
て
、
非
常
に
感
激
し
た
ん
で
す
。
左

の
写
真
（
巻
頭
写
真
２
）
は
、
今
日
の
お
話
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
も
よ
く
ご
存
じ
の
復
旦
大
学
の
王
水
照
先
生
、
北
京

大
学
の
袁
行
霈
先
生
、
蘇
州
大
学
の
厳
廸
昌
先
生
で
す
。
ほ
か
に
は
葉
嘉
瑩
先
生
な
ど
も
見
え
て
お
り
ま
し
た
。 

 

私
は
北
宋
詞
研
究
で
も
、
張
先
・
蘇
軾
か
ら
周
邦
彦
ま
で
、
総
論
と
各
論
が
あ
り
ま
す
が
、
各
論
も
け
っ
し
て
個
別
的
に
書
い
て

い
る
つ
も
り
は
な
く
て
、
北
宋
詞
の
全
体
を
有
機
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
あ
る
程
度
あ
の
本
は
で
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

南
宋
詞
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
ず
っ
と
考
え
て
い
て
、
こ
れ
も
あ
る
、
あ
れ
も
あ
る
、
と
い
う
書
き
方
は
し
た
く
な
い
ん
で
す
ね
。
突

出
し
た
と
こ
ろ
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
間
の
有
機
的
な
連
関
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
な
が
ら
南
宋
詞
の
全
体
を
把
握
し
た
い
と
い
う

こ
と
で
、
一
つ
に
は
そ
れ
が
な
か
な
か
ま
と
ま
ら
な
い
で
、
い
ま
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

辛
稼
軒
を
取
り
上
げ
る
際
に
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
豪
放
」
と
い
う
言
葉
が
ど
う
し
て
も
キ
ー
ワ
ー
ド
み
た
い
に
行
き
渡
っ
て
い

ま
す
が
、
私
は
か
ね
が
ね
「
豪
放
」
「
婉
約
」
、
し
か
も
こ
れ
を
派
と
称
し
て
両
者
の
対
立
と
い
う
形
で
宋
詞
を
描
き
出
す
こ
と
に

疑
問
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
「
豪
放
」
「
婉
約
」
と
い
う
言
葉
も
宋
詞
を
総
括

す
る
言
葉
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
八
三
年
の
こ
と
、
文
革
後
最
初
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
学
術
代
表
団
の
形
で
社
会
科
学
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院
文
学
研
究
所
の
呉
世
昌
教
授
が
日
本
に
見
え
ま
し
て
、
「
蘇
詞
に
関
す
る
若
干
の
問
題
」
と
い
う
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
講

演
は
東
京
で
さ
れ
ま
し
て
、
私
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
原
稿
を
拝
見
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
帰
国
後
、
『
文
学
遺
産
』
（
一

九
八
三
年
第
二
期
）
に
「
有
関
蘇
詞
的
若
干
問
題
」
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
要
す
る
に
、
東
坡
（
蘇
軾
）
の
詞
を
豪
放
な
ど
と
称
す
る
の

は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
豪
放
派
な
ど
ど
こ
に
あ
る
か
、
北
宋
に
は
元
来
、
豪
放
派
な
ど
存
在
し
な
い
、
と

い
う
の
が
呉
先
生
の
論
旨
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
も
う
少
し
敷
衍
し
て
、
「
宋
詞
中
的
〞
豪
放
派
″
与
〞
婉
約
派
″
」
と
い
う
論
文

を
『
文
史
知
識
』
（
一
九
八
三
年
九
月
）
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

 

私
は
八
三
年
十
月
に
中
国
に
戦
後
は
じ
め
て
、
と
い
う
の
は
、
私
は
引
き
揚
げ
者
な
の
で
す
が
、
引
き
揚
げ
以
来
は
じ
め
て
文
部

省
の
在
外
研
究
を
二
ヶ
月
も
ら
っ
て
、
中
国
を
回
り
ま
し
た
。
最
後
に
北
京
を
訪
れ
て
文
学
研
究
所
に
呉
先
生
を
訪
ね
た
時
の
写
真

（
巻
頭
写
真
３
）
が
そ
こ
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
呉
先
生
が
北
京
の
ホ
テ
ル
に
一
席
設
け
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
二
人
の
若

い
学
者
を
お
供
に
連
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
現
在
で
は
そ
う
そ
う
た
る
教
授
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
劉
揚
忠
氏
（
現
文
学
研
究
所
教
授
）

と
施
議
対
氏
（
現
澳
門
大
学
中
文
学
院
副
院
長
）
の
お
二
人
で
す
。
こ
の
と
き
劉
揚
忠
さ
ん
は
呉
先
生
の
助
手
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
文

学
研
究
所
は
大
学
院
を
も
て
る
の
で
、
施
議
対
さ
ん
は
博
士
研
究
生
だ
っ
た
ん
で
す
。 

 

プ
リ
ン
ト
に
、
劉
揚
忠
さ
ん
が
八
九
年
に
出
さ
れ
た
『
宋
詞
研
究
之
路
』
を
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
の
本
は
天
津
教
育
出
版
社

と
い
う
あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
の
な
い
本
屋
か
ら
出
て
い
て
、
目
録
で
も
見
ま
せ
ん
し
、
日
本
に
は
あ
ま
り
入
っ
て
き
て
い
な
い
よ
う

な
の
で
、
少
し
長
い
で
す
が
、
今
日
の
話
に
関
係
の
あ
る
部
分
を
プ
リ
ン
ト
し
て
お
き
ま
し
た
。
要
す
る
に
「
豪
放
」
「
婉
約
」
と

い
う
二
つ
の
流
れ
と
し
て
捉
え
る
の
は
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
当
然
な
が
ら
呉
先
生
の
こ
と
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。

呉
先
生
は
大
学
で
は
な
く
て
文
学
研
究
所
に
お
ら
れ
た
た
め
に
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
舌
鋒
鋭

く
、
「
有
関
蘇
詞
的
若
干
問
題
」
な
ど
も
当
た
る
を
幸
い
、
ば
っ
さ
ば
っ
さ
と
斬
り
つ
け
て
お
り
ま
す
。
要
す
る
に
東
坡
の
詞
で
豪
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放
な
ど
何
首
あ
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
は
東
坡
の
詞
な
ど
ろ
く
に
読
ん
で
い
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
三
百
余

首
の
中
で
、
「
大
江
東
去
」
と
い
う
よ
う
な
詞
は
何
首
も
あ
り
ゃ
し
な
い
、
大
方
は
繊
細
な
デ
リ
ケ
ー
ト
な
詞
が
多
い
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
し
か
も
あ
あ
い
う
「
大
江
東
去
」
と
い
う
よ
う
な
詞
で
も
、
豪
放
と
い
う
言
葉
で
表
わ
せ
る
か
ど
う
か
、
ま
し
て
派
と
い

う
か
ら
に
は
仲
間
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
誰
が
い
る
ん
だ
、
秦
観
か
山
谷
か
、
こ
れ
は
詩
余
の
ほ
う
で
は
あ
ま
り
結
び
付
け

て
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
そ
う
い
う
調
子
で
、
北
宋
に
は
豪
放
派
な
ど
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。 

 

呉
先
生
の
論
文
は
あ
ま
り
日
本
で
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
古
い
雑
誌
は
見
る
の
が
た
い
へ
ん
で
す
が
、
し
ば

ら
く
前
に
呉
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
ま
し
て
、
劉
揚
忠
氏
な
ど
が
中
心
と
な
っ
て
著
作
を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
『
羅
音
室
学
術
論
著
』

の
第
二
巻
が
「
詞
学
論
叢
」
で
す
（
中
国
文
聯
出
版
公
司
、
一
九
九
一
）
。
先
に
挙
げ
ま
し
た
論
文
も
そ
の
中
に
入
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
雑
誌
に
発
表
し
た
後
で
手
を
加
え
ら
れ
た
よ
う
で
、
著
作
集
の
ほ
う
で
見
る
ほ
う
が
む
し
ろ
い
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。 

 

そ
も
そ
も
「
豪
放
」
「
婉
約
」
と
い
う
言
葉
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
を
尋
ね
て
み
る
と
、
劉
揚
忠
氏
の
論
文
に
も
引
か
れ
て
お

り
ま
す
が
、
明
の
張
綖
の
『
詩
余
図
譜
』
に
付
し
て
あ
る
凡
例
が
、
ど
う
も
最
初
ら
し
い
。
張
綖
は
あ
ま
り
知
ら
れ
な
い
人
で
す
し
、

『
詩
余
図
譜
』
も
あ
ま
り
通
行
し
な
か
っ
た
本
で
す
が
、
そ
れ
を
王
士
禎
が
『
花
草
蒙
拾
』
で
、
「
張
南
湖
（
張
綖
）
の
詞
派
を
論
ず

る
に
二
有
り
、
一
に
曰
く
婉
約
、
一
に
曰
く
豪
放
」
と
取
り
上
げ
た
。
『
花
草
蒙
拾
』
は
非
常
に
影
響
の
あ
っ
た
本
で
、
こ
の
辺
り

が
「
豪
放
」
「
婉
約
」
説
の
源
流
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
戦
後
に
な
り
ま
す
と
、
辛
稼
軒
が
愛
国
詞
人
と
い
う
肩
書
き

を
担
わ
さ
れ
て
、
「
豪
放
詞
」
は
い
い
、
「
婉
約
詞
」
は
だ
め
だ
、
と
い
う
評
価
ま
で
加
わ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
何
百
篇
と
い
う
論
文

の
か
な
り
が
そ
う
書
い
て
い
る
。
劉
氏
の
『
宋
詞
研
究
之
路
』
は
た
い
へ
ん
有
用
な
本
で
す
か
ら
、
ま
だ
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
方

は
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
的
な
性
格
で
、
十
数
年
前
の
出
版
な
の
で
少
し
古
く
な
り
ま
し
た
が
、
従
来
の
研
究
の
概
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括
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
さ
き
に
挙
げ
た
崔
海
正
の
『
宋
詞
研
究
述
略
』
も
性
格
は
似
て
い
ま
す
が
、
一
長
一
短

あ
り
ま
す
の
で
、
両
方
ご
覧
に
な
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
日
は
ご
挨
拶
の
つ
も
り
で
来
ま
し
た
の
で
、
ほ
ん
の
入
り
口
で
す
が
、
と
に
か
く
「
北
宋
に
豪
放
派
無
し
」
と
い
う
呉
先
生
の

論
に
私
は
お
お
む
ね
賛
成
し
て
お
り
ま
す
し
、
南
宋
に
お
き
ま
し
て
も
「
豪
放
」
「
婉
約
」
と
い
う
こ
と
で
ま
と
め
る
こ
と
は
難
し

い
、
と
い
う
か
で
き
な
い
、
も
う
少
し
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

前
に
姜
白
石
の
論
文
の
終
わ
り
の
部
分
で
も
、
南
宋
詞
の
全
体
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
の
と

き
書
き
ま
し
た
の
は
、
ふ
つ
う
は
「
姜
呉
」
と
ま
と
め
て
そ
れ
を
辛
棄
疾
と
対
立
さ
せ
る
の
で
す
が
、
ど
う
考
え
て
も
姜
白
石
を
「
婉

約
」
と
い
う
言
葉
で
く
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
辛
稼
軒
と
「
姜
呉
」
は
質
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
、
誰
し
も
感
じ
て

お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
姜
白
石
と
呉
文
英
も
か
な
り
違
う
。
辛
棄
疾
と
の
対
立
で
は
一
ま
と
め
に
さ

れ
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
こ
ち
ら
の
二
人
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
ひ
ど
く
違
う
。
参
考
に
な
る
の
は
、
清
朝
の
周
済
の
『
宋
四
家
詞

選
』
で
す
。
こ
れ
は
四
人
だ
け
を
取
り
上
げ
た
の
で
は
な
く
て
、
四
つ
の
系
列
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
周
邦
彦
と
辛
棄
疾
と

呉
文
英
と
王
沂
孫
の
四
人
を
重
要
な
作
者
と
し
て
、
そ
の
系
列
に
属
す
る
詞
人
を
十
人
く
ら
い
ず
つ
挙
げ
て
あ
り
、
た
い
へ
ん
面
白

い
本
で
す
。
興
味
深
い
こ
と
に
姜
白
石
は
、
辛
稼
軒
の
グ
ル
ー
プ
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
辛
稼
軒
と
「
姜
呉
」
を
二
分
と
考

え
ず
に
、
鼎
立
と
考
え
る
、
三
つ
の
対
立
と
捉
え
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
姜
白
石
の
論
文
の
中
で
書
い
て
お
り

ま
す
。
や
は
り
辛
稼
軒
を
単
純
に
「
豪
放
」
と
ま
と
め
る
こ
と
は
し
た
く
な
い
の
で
、
南
宋
詞
全
体
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
書
い
た
姜
白
石
や
呉
夢
窓
や
周
草
窓
と
の
関
係
の
中
で
捉
え
て
い
け
ば
何
ら
か
の
も
の
が
見
え
て
く
る

だ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
わ
け
で
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
大
学
で
よ
く
卒
業
論
文
の
構
想
発
表
と
い
う
こ
と
を
や
り
ま
す
が
（
笑
）
、
辛
稼
軒
研
究
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記
念
講
演 

 

稼
軒
詞
試
論 

の
構
想
発
表
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
（
拍
手
） 

 

司
会
：
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
構
想
発
表
が
、
論
文
と
な
っ
て
私
た
ち
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
、
心
待
ち
に

し
て
お
り
ま
す
。 

  

せ
っ
か
く
コ
ピ
ー
し
た
の
に
触
れ
な
か
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
補
足
し
て
お
き
ま
す
。
プ
リ
ン
ト
で
は
呉
世
昌

先
生
の
写
真
の
下
に
、
王
偉
勇
の
『
南
宋
詞
研
究
』
（
一
九
八
七
）
と
趙
仁
珪
の
『
論
宋
六
家
詞
』
（
一
九
九
九
）
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

二
つ
は
、
呉
先
生
の
主
張
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
に
「
豪
放
」
「
婉
約
」
派
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
ん
で
す
。

例
え
ば
王
さ
ん
の
は
、
「
詞
に
固
よ
り
豪
放
・
婉
約
の
分
あ
り
」
と
始
ま
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
（
笑
）
。
王
さ
ん
に
は
二
回
ほ
ど
会
っ

た
こ
と
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
愉
快
な
人
で
、
個
人
的
に
は
好
き
な
ん
で
す
が
、
こ
の
く
だ
り
は
絶
対
に
承
服
で
き
な
い
で
す
ね
（
笑
）
。

趙
さ
ん
の
も
だ
い
た
い
同
じ
で
、
蘇
軾
が
豪
放
の
開
祖
で
、
辛
稼
軒
で
完
成
の
域
に
達
し
た
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
や

は
り
ま
だ
ま
だ
「
豪
放
」
「
婉
約
」
に
惑
わ
さ
れ
て
宋
詞
研
究
が
ゆ
が
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。 

 

司
会
：
で
は
、
こ
の
後
、
懇
親
会
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
） 

 
 

 
 

 
 

 
二
〇
〇
三
年
九
月
二
十
日 

第
一
回
宋
詞
研
究
会 

 
 

 
 

 
 

 

於
慶
応
義
塾
大
学
日
吉
キ
ャ
ン
パ
ス
中
会
議
室 
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