
『オ
l
ル
讃
物
』

の
三
島
由
紀
夫

ー
!
ショ
l
ビ
ジ
ネ
ス
を
題
材
と
し
た
作
品
群
を
読
む

|
|

=
一
島
由
紀
夫
作
品
に
は
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学
的
な
作
品
と
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
小
説
の
作
風
を
も
っ
大
衆
文
学
的
な
作
品
が
あ
る
が
、
作
者
自
身
も
そ

れ
ら
の
作
品
を
区
別
し
て
と
ら
え
て
い
た
。

私
は
戦
後
の
日
本
文
檀
の
慣
例
に
従
っ
て
、
自
分
の
た
め
に

B
2
0門

司
O
円
宮
を
書
き
、
同
じ
く
自
分
の
た
め
と
は
い
ひ
な
が
ら
専
ら
口
を
糊

す
る
た
め
に

B
E
R
唱

OHr
を
書
い
た
。
そ
の
「
自
分
の
た
め
に
」
と

い
ふ
こ
と
の
な
か
に
は
、
多
く
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
又
、

年
齢
を
重

ね
る
に
従
っ
て
微
妙
な
変
遷
が
あ
っ
た
。

「
戦
後
の
臼
本
文
壇
の
慣
例
」
と
は
、
中
間
小
説
誌
が
隆
盛
を
誇
っ
た
戦

後
の
出
版
状
況
と
、
そ
れ
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
文
壇
の
状
況
を
指
す
。

『オ
1
ル
議
物
』
(
文
護
春
秋
社
)
、
「
小
説
新
潮
』
(
新
潮
社
)
、

『小
説
現
代
』

(講
談
社
)
の
三
誌
が
中
間
小
説
誌
の
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら

の
雑
誌
に
は
川
端
康
成
や
坂
口
安
吾
、

井
伏
鱒
ご
な
ど
文
壇
の
大
家
も
こ
ぞ
っ

て
作
品
を
発
表
し
、
誌
面
を
盛
り
上
げ
た
。
中
間
小
説
誌
に
は
、
大
衆
文
学
で

活
躍
し
た
作
家
だ
け
で
な
く
、

こ
の
よ
う
な
純
文
学
を
主
と
し
た
作
家
た
ち
も

中

7じ

さ
お
り

誌
面
に
共
存
し
た
点
で
、
大
衆
文
学
と
純
文
学
と
い
う
こ
項
対
立
を
無
効
に
し

て
い
く
場
で
も
あ
っ
た
。
大
衆
文
学
と
純
文
学
の
聞
に
位
置
す
る
文
学
作
品
と

い
う
こ
と
か
ら
中
間
小
説
と
い
う
暖
昧
な
一言
葉
が
登
場
し
た
面
も
あ
る
が
、
三

島
に
と
っ
て
は

「日
ど
O
門
司

R
E」
と

「B
50門
司

2
-a」
を
振
り
分
け
る
基

準
の
一
つ
に
は
、
作
品
の
掲
載
誌
に
よ
る
判
断
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え

ば

「禁
色
」
(第

一
4
1
十
八
章

『群
像
』
、
第
十
九

i
三
十
三
章

「文
学
界
』)

や
「
鏡
子
の
家」

(第
一
一
章
途
中
ま
で、

『啓』
)
、
「金
閣
寺
」

(『
新
潮
」
)、
「
宴

の
あ
と
」
(
『
中
央
公
論
』
)
「
豊
銭
の
海
」
四
部
作
(
『
新
潮
』
)
な
ど
の
代
表
的

な
長
編
小
説
や
、
短
篇
小
説
で
も
「
真
夏
の
死
」

(『新
潮
』
)
、
「
詩
を
書
く
少

年
」
(
『文
学
界
』
)「
憂
国
」
(
『
小
説
中
央
公
論』
)
「
英
霊
の
整
」
(『
文
義
』
)

な
ど
は
文
芸
誌
や
大
手
総
合
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
そ
の

一
方
で
、
中
間
小
説
誌

や
週
刊
誌
、
女
性
誌
な
ど
に
発
表
し
た
作
品
は
、

三
島
に
と
っ
て
は

「専
ら
口

を
糊
す
る
た
め
」
の
「
B
E
R
君。円片
的
」
と
区
別
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、

「B
2
0門

司

R
E」
と

「5
50門
司

R
E」
を
書
き
分
け
る
意
識
が
働
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
中
間
小
説
誌
や
週
刊
誌
、
女
性
誌
に
発
表
し
た
作
品
の
す

べ
て
を

「B
50門
司

2
5」
と
三
島
が
み
な
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
三
島
の
大
衆
文
学
的
な
作
品
の
数
は
膨
大
で
あ
り
、

三
島
文
学
の
全
体

像
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
を

「口
を
糊
す
る
た
め
」
に
書
か
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れ
た
も
の
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

『オ
l
ル

讃
物
』
に
掲
載
さ
れ
た
三
島
の
作
品
に
つ
い
て
誌
面
構
成
を
手
が
か
り
と
し
て

三
島
の
掲
載
作
を
考
察
し
、

『オ
l
ル
讃
物
』
に
お
け
る
三
島
作
品
の
分
析
か

ら
新
た
な
三
島
文
学
の
一
側
面
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

「オ

1
ル
讃
物
』
に
掲
載
さ
れ
た
三
島
作
品
は
、
全
部
で
十
四
作
品
あ
り
、

す
べ
て
が
読
み
切
り
の
短
篇
小
説
で
あ
る
。
掲
載
時
期
は
、
一
九
四
九
年
六
月

か
ら
一
九
六
三
年
一
月
に
か
け
て
の
約
十
四
年
間
に
わ
た
り
、

三
島
の
作
家
活

動
の
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
。
三

島
は
多
岐
に
わ
た
る
雑
誌
に
作
品
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
中
間
小
説
誌
へ
の
掲

載
と
し
て
は
『
オ
l
ル
讃
物
』
へ
の
掲
載
が
一
番
多
く
、
関
わ
っ
た
時
期
も
長

い
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ま
で
の
三
島
研
究
で
は

『オ
l
ル
譲
物
』
掲

載
作
品
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、

三
島
と

「オ
i
ル
護

物
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
三
島

作
品
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
奥
野
健
男
の
次
の
よ
う
な
言
葉
が
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
気
位
の
高
い
三
島
由
紀
夫
が

『純
白
の
夜
』
か
ら
は
じ
ま
る

『夏

子
の
冒
険
』
『に
っ
ぽ
ん
製
』
そ
れ
以
後
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
、

と
い
う
よ
り
い
か
に
も
程
度
を
落
し
て
書
き
ま
し
た
と
い
う
通
俗
小
説
を

最
後
ま
で
書
き
続
け
た
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
本
気
に
娯
楽
読
物

を
書
く
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
立
派
だ
。
と
こ
ろ
が
三
島
は
明
ら
か
に

本
格
的
純
文
学
と
は
違
う
作
品
だ
と
い
う
こ
と
を
玄
人
に
わ
か
る
よ
う
な

か
た
ち
で
、
低
俗
な
大
衆
の
た
め
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
金
や
編
集
者
へ
の

義
理
の
た
め
に
書
き
ま
し
た
よ
と
い
わ
ん
ば
か
り
の
小
説
を
書
く
。
そ
れ

は
ぼ
く
に
対
す
る
場
合
、
三
島
由
紀
夫
が
署
名
し
て
贈
っ
て
く
れ
な
い
と

い
う
こ
と
で
区
別
が
で
き
る
よ
う
に
し
で
あ
る
。
(
中
略
)
い
か
に
必
要

が
あ
っ
て
行
っ
た
こ
と
と
は
い
え
、
こ
う
い
う
娯
楽
小
説
を
書
い
た
こ
と

は
、
大
文
学
者
三
島
由
紀
夫
ら
し
か
ら
ぬ
軽
率
な
行
い
で
あ
っ
た
と
い
う

(2
v
 

そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

奥
野
が
抱
く
「
大
文
学
者
」
と
し
て
の
三
島
像
か
ら
す
る
と
、
「
娯
楽
読
物
」

「
娯
楽
小
説
」
を
書
い
た
こ
と
は
、
「
軽
率
な
行
い
」
で
あ
り
、

三
島
文
学
の
範

障
に
は
入
ら
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
他
に
も

み
ら
れ
る
。
関
川
夏
央
も
「
三
島
は
「
純
文
学
」
と
「
大
衆
文
学
」
を
峻
別
し

た
。
そ
し
て
「
大
衆
文
学
」
を
軽
ん
じ
た
。
「
純
文
学
作
家
」
が
楽
に
食
べ
ら

れ
た
当
時
、
そ
れ
は
あ
り
ふ
れ
た
態
度
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

三
島
の
い
わ
ゆ
る
「
純
文
学
」
以
外
の
作
品
は
、
「
大
衆
文
学
」
「
娯
楽
小
説
」

と
し
て
本
格
的
な
批
評
や
研
究
の
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
三
島
作
品
の
中

で
も
純
文
学
と
み
な
さ
れ
る
も
の
が
代
表
作
と
し
て
カ
ノ
ン
化
さ
れ
、
奥
野
が

述
べ
て
い
る
よ
う
な
三
島
像
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、

三
島
が
書
い
た
大
衆
文
学
と
み
な
さ
れ
る
作
品
の
数
は
あ
ま
り
に

多
く
、
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
三
島
を
論
じ
て
し
ま
え
ば
、

三
島
の
重
要
な
一
側

面
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
近
年
で

は
、
三
島
の
大
衆
文
学
的
作
品
が
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
な

か
で
も
女
性
誌
に
掲
載
し
た
作
品
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
遠
藤
不
比

人
は
三
島
研
究
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
作
品
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
現
状
に

つ
い
て
、

『平
凡
パ
ン
チ
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
を
例
に
あ
げ
て
次
の
よ
う
な

指
摘
を
し
て
い
る
。
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昨
今
の
文
化
研
究
風
の
用
語
を
使
え
ば
、
「
三
島
と
戦
後
」
に
関
し
て

意
味
あ
る
議
論
を
す
る
際
に
、
こ
の

『平
凡
パ
ン
チ
』
と
い
う
言
説
空
間

を
無
視
し
て
し
ま
え
ば
、
例
の
恐
意
的
な
神
話
の
再
生
産
と
し
か
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
米
麦
の
糧
を
得
る
た
め
に
、
「自
分
の
家
族
に
借
金

だ
け
は
残
し
た
く
な
い
と
い
う
金
銭
感
覚
の
持
ち
主
だ
っ
た
だ
け
に
、
若

者
向
け
の
雑
誌
や
女
性
週
刊
誌
に
、
原
稿
を
室
田
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」

身
を
や
つ
し
た
三
島
と
い
う
風
に
だ
け
解
釈
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
三
島

神
話
の
延
命
に
資
す
る
ば
か
り
だ
。

本
論
文
も
こ
の
よ
う
な
遠
藤
の
問
題
意
識
を
共
有
し
、
三
島
の
〈
無
視
さ
れ

て
き
た
作
品
群
〉
と
し
て
『
オ
l
ル
議
物
』
掲
載
作
品
に
注
目
し
、
な
か
で
も

座
談
会
や
コ
ラ
ム
な
ど
の
企
画
ペ
l
ジ
で
も
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
芸

術
や
シ
ョ

I
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
が
作
品
の
題
材
と
し
て
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い

る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
考
察
し
て
い
く
。

2 
ま
ず
、

『オ
1
ル
讃
物
』
の
概
略
に
つ

い
て
整
理
し
て
お
く
。
『
ォ
l
ル
讃
物
』

は
、
一

九
コ
一O
年
十

一
月
に

「文
雲
春
秋
臨
時
増
刊

・
オ
l
ル
諸
物
競
』
と
し

て
刊
行
さ
れ
、
翌
年
月
刊
化
さ
れ
る
。
一

九
三
三
年
一
月
に

『オ
i
ル
讃
物
』

へ
と
改
題
し
て
以
降
、
戦
時
下
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
混
乱
期
に
は
度
々
の
休

刊
を
経
な
が
ら
、

一
九
四
六
年
十
月
に
復
刊
し
て
以
降
現
在
ま
で
刊
行
さ
れ
て

い
る
息
の
長
い
人
気
雑
誌
で
あ
る
。
創
刊
当
初
よ
り
娯
楽
文
芸
雑
誌
と
し
て
の

特
色
を
全
面
に
打
ち
出
し
、
特
に
読
み
切
り
小
説
の
掲
載
に
こ
だ
わ

っ
た
。
ま

た
、
直
木
賞
受
賞
作
の
批
評
と
受
賞
作
の
掲
載
が
さ
れ
る
こ
と
も
長
く
人
気
を

保
ち
続
け
た
要
因
だ
ろ
う
。

特
に
戦
後
に
は
い
わ
ゆ
る
中
間
小
説
誌
の
代
表
格
と
し
て
、

大
き
な
存
在
感

を
も
っ
た
。
長
く
同
誌
の
編
集
長
を
務
め
た
永
井
龍
男
は
「
今
日
中
間
小
説
と

呼
ば
れ
て
、
一
般
の
晴
好
に
投
じ
た

一
連
の
小
説
は
、

一
に

『オ
l
ル
讃
物』

を
舞
台
と
し
て
誕
生
し
た
と
称
し
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
」
と
、
『オ
l
ル

讃
物
』
掲
載
作
品
が
中
間
小
説
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン

ル
を
生
み
出
し
た
と
の
自

負
を
語
る
。

し
か
し
、
中
間
小
説
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
の
定
義
に

つ
い
て
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
文
芸
誌
の
編
集
を
担
当
し
て
き
た
大
村
彦
次
郎
は

「
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
純
文
学
の
側
か
ら
み
て
蔑
称
風
に
扱
わ
れ
た
が
、
さ
て
ど
ん
な
も
の
が

中
間
小
説
の
典
型
か
と
い
う
と
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
」
と
語
り、

「
一
般

的
に
は
、
純
文
学
作
家
が
さ
し
絵
入
り
の
小
説
を
書
く
と
、
こ
れ
を
中
間
小
説

と
み
な
し
た
」
と

い
う
、
編
集
者
側
か
ら
の
見
方
を
語
り
、
中
間
小
説
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
の
定
義
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
、
純
文
学
と
通
俗
的
な
文
学
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
よ
う
な
作
品
を
戦

後
の

「オ
1
ル
讃
物
』
が
積
極
的
に
押
し
出
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
昭

和
三
十
年
代
後
半
に
は
、
『ォ
l
ル
讃
物
』
、
『小
説
新
潮
』
、
「
小
説
現
代
』
が

中
間
小
説
の
御
三
家
と
呼
ば
れ
、

三
誌
を
合
わ
せ
て
一

O
O万
部
の
販
売
部
数

に
達
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
中
間
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
文
芸
作
品
が
多

く
の
読
者
を
獲
得
し
て
お
り
、
同
時
代
の
作
家
た
ち
に
と

っ
て
も
こ
れ
ら
の
雑

誌
は
無
視
で
き
な
い
存
在
だ

っ
た
。
三
島
に
と
っ
て
も
純
文
学
系
の
文
芸
誌
と

は
異
な
る
読
者
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
、
作
家
と
し
て
の
幅
広
さ
が
試
さ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

次
に
三
島
が
作
口
聞
を
掲
載
し
た
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
年
代
に
か
け

て
の

『オ
l
ル
讃
物
』
の
誌
面
構
成
を
整
理
し
て
お
く
。
同
誌
の
大
き
な
特
徴

の

一
つ
に
は
、
時
代
小
説
を
積
極
的
に
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
野
村

胡
堂
「
銭
形
平
次
捕
物
控
」
シ
リ
ー
ズ
は
、

一
九
一
三
年
四
月
か
ら
一
九
五
七

に
]υ

噌

'
A



年
一
月
に
か
け
て
掲
載
さ
れ
、
戦
前
か
ら
戦
後
の
長
き
に
わ
た
り
読
者
の
人
気

が
非
常
に
高
い

『オ
l
ル
讃
物
』
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、

大
悌
次
郎
や
吉
川
英
治
、
久
生
十
蘭
、
川
口
松
太
郎
、
村
上
元
三
、
五
味
康

祐
、
柴
田
錬
三
郎
、
山
本
周
五
郎
な
ど
が
活
躍
し
、
頻
繁
に
時
代
小
説
の
特
集

が
組
ま
れ
る
な
ど
、
人
気
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
『
オ
l
ル
讃
物
』
の
も
う
一

つ
の
特
徴
は
、
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
に
力

を
入
れ
た
こ
と
だ
ろ
う。

特
に
松
本
清
張
の
存
在
は
大
き
く
、「
軟
軟
吟
」

で

一
九
五
三
年
三
月
に
第
一

回
オ
l
ル
新
人
杯
次
席
に
選
ば
れ
て
以
降
、

短
編
作

品
を
い
く
つ
も
掲
載
し
、
「
ォ
l
ル
讃
物
』
は
初
期
の
清
張
を
盛
り
立
て
て
い

っ

た
。
そ
の
他
で
は
、
大
衆
小
説
と
し
て
舟
橋
聖

一
や
丹
羽
文
雄
、
今
東
光
、
吉

屋
信
子
、

源
氏
鶏
太
ら
人
気
作
家
の
作
品
が
コ
ン

ス
タ
ン
ト
に
掲
載
さ
れ
、
文

壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
川
端
康
成
や
坂
口
安
吾
、
井
伏
鱒
二
ら
純
文
学
系
の
作
家

た
ち
も
頻
繁
に
登
場
し
た
。

以
上
、

「オ
ー
ル
讃
物
」
の
誌
面
構
成
は

「
三
島
由
紀
夫
が
、

吉
屋
信
子
や

野
村
胡
堂
と
い

っ
た
作
家
と
、
目
次
に
い

っ
し
ょ
に
並
ん
で
お
か
し
く
な
い
の

が
、
『
オ
l
ル
譲
物
』
と
い
う
雑
誌
の
特
長
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
よ
う
に、

時

代
小
説
と
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
多
様
な
作
品
を
幅
広
く

と
り
あ
げ
て
お
り
、
中
間
小
説
誌
と
し
て
の

『オ
l
ル
讃
物
」
の
勢
い
が
う
か

が
え
る
。
「
中
間
小
説
の
定
着
と
市
場
の
拡
大
は
、
雑
誌
の
強
大
か
つ
持
続
的

な
動
員
カ
を
前
提
と
す
る
が
、
多
様
な
作
家
た
ち
の
参
集
そ
れ
自
体
が
、

文
学

状
況
を
更
新
す
る
原
動
力
で
も
あ
っ
た
。
戦
前
期
か
ら
の
ベ
テ
ラ
ン
を
重
用
し

つ
つ
、
果
敢
に
新
進
を
抜
擢
し
た
昭
和
三
0
年
代
前
半
の
「
オ
1
ル
讃
物
』
は
、

そ
う
し
た
機
能
を
も
っ
と
も
顕
著
に
覗
え
る
媒
体
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
だ

ろ
う
」
と
さ
れ
、
そ
の
勢
い
は
「
昭
和
三

0
年
代
を
通
じ
、
娯
楽
小
説
の
桧
舞

台
と
し
て
君
臨
し
得
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「オ
l
ル
讃
物
』
は
文
芸
作
品
だ
け
で
な
く
、

座
談
会
や
エ
ッ

セ
イ
、
漫
画
、

グ
ラ
ビ
ア
記
事
な
ど
の
多
様
な
読
物
も
多
く
掲
載
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
記
事
も
ま
た

『オ
l
ル
讃
物
』
の
娯
楽
性
を
高
め
る
一

役
を

担
っ
て
い
た
。
三
島
の
作
ロ
聞
が
掲
載
さ
れ
た
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
三
十
年

代
に
か
け
て
は
、
芸
能
界
や
シ
ョ

l
、ビ
ジ
ネ
ス
に
関
連
す
る
記
事
や
作
品
が
目

立
つ
こ
と
を
特
筆
し
て
お
き
た
い
。
シ
ョ

i
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
携
わ
っ
て
い

る
人
々
の
座
談
会
や
エ
ッ
セ
ー、

イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
な
ど
が
多
く
掲
載
さ
れ
、

華

や
か
な
世
界
の
裏
側
を
直
接
語
る
よ
う
な
記
事
が
繰
り
返
し
登
場
し
て

い
弘

ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
映
画
と
シ
ョ

1
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
が
急
速
に
拡
大
し
身
近

に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
の
読
物
に
対
し
て
読
者
の

関
心
が
特
に
高
か

っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

3 
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三
島
が

『オ
i
ル
讃
物
」
に
掲
載
し
た
全
十
四
作
品
の
う
ち
、
芸
能
や
芸
術

を
題
材
と
し
た
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス

の
世
界
を
題
材
と
し
た
も
の
が
五
作
品
あ

る。

『オ
l
ル
讃
物
』
に
お
け
る
三
島
の
創
作
意
識
を
考
察
し
て
い
く
た
め
に、

本
論
で
は
、

芸
術
や
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
を
題
材
と
し
た
作
品
を
と
り
あ

げ
、
以
下
に
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
一

つ
目
の
作
品
は
「
女
流
立
志
伝
」
で
あ
る
。
「
ォ
l
ル
譲
物
』
で
の

三
島
作
品
と
し
て
は
三
一番
目
に
発
表
し
た
も
の
で
、

一
九
五

一
年

一
月
号
に
掲

載
さ
れ
た
。
「
女
流
立
志
伝
」
で
は
、

女
優
を
目
指
す
若
い
三
人
の
女
性
た
ち

の
役
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
が
描
か
れ
て
い
る。

俳
優
学
校
で
女
優
を
目
指
し
演

技
を
学
ん
で
い
る
彼
女
た
ち
は
、

理
想
主
義
的
な
芸
術
観
を
共
有
し
、
商
業
主一

義
に
走
る
演
劇
界
の
堕
落
を
冷
や
や
か
に
見
つ
め
て
い
る
。



=
一
人
に
よ
る
と
日
本
の
劇
作
家
は
み
ん
な
お
め
で
た
い
小
市
民
根
性
を

一
歩
も
脱
却
し
て
を
ら
ず
、
か
れ
ら
の
書
く
セ
リ
フ
は
到
底
舞
台
へ
の
せ

ら
れ
る
代
物
で
は
な
く
、
か
れ
ら
は
夢
と
理
想
の
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
欠
乏
症
を

呈
し
、
つ
ま
ら
な
い
理
論
づ
け
に
熱
中
す
る
あ
り
さ
ま
は
麻
雀
に
熱
中
し

た
は
う
が
ま
だ
ま
し
だ
と
思
へ
る
し
、
作
品
は
ど
れ
も
こ
れ
も
甘
く
て
お

寒
い
代
物
で
あ
り
、
ふ
ぬ
け
の
イ
ン
テ
リ
が
誕
を
流
し
て
喜
ぶ
か
は
り
に
、

健
全
な
観
客
層
は
忽
ち
そ
っ
ぽ
を
向
く
や
う
な
放
展
的
産
物
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
彼
女
た
ち
は
旧
来
の
演
劇
人
た
ち
に
も
批
判
的
な
目
を
向
け
る
。

彼
女
た
ち
が
抱
い
て
い
る
旧
来
の
演
劇
界
へ
の
鋭
い
反
発
は
、
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル

の
若
者
像
と
重
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
潔
癖
な
ま
で
の
理
想
主
義
に
燃

え
て
い
た
彼
女
た
ち
も
、
役
の
獲
得
を
め
ぐ
っ
て
演
劇
界
の
堕
落
に
屈
服
し

て
い
く
。

こ
の
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
芸
術
と
虚
飾
が
表
裏
一
体
と
な
っ
た

シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
の
内
幕
や
、
女
優
の
卵
で
あ
る
若
い
女
た
ち
の
転
落
物
語

は
、
華
や
か
な
世
界
の
裏
側
を
覗
き
た
い
と
い
う
大
衆
的
な
読
者
の
欲
望
を
刺

激
す
る
要
素
を
も
っ
。
こ
の
頃
、
三
島
の
戯
曲
が
次
今
と
上
演
さ
れ
、
俳
優
座

や
文
学
座
所
属
の
若
手
俳
優
た
ち
と
の
交
流
が
増
え
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
も
、
こ
の
作
品
は
演
劇
界
の
内
幕
を
暴
く
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
作
品

と
し
て
読
者
に
は
読
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
彼
女
た
ち
の
批
判
は
、
演
劇
界
の
み
な
ら
ず
日
本
の
文
化
風
土
へ
の

批
判
に
も
発
展
し
て
い
く
。
「
無
定
見
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
、
そ
の
商
業
主

義
を
、
こ
れ
を
培
養
し
て
ゐ
る
悪
質
な
社
会
を
、
さ
ら
に
日
本
と
い
ふ
土
地
柄

一
切
を
、
徹
底
的
に
軽
蔑
し
て
ゐ
た
。
日
本
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
痛
恨
事
の

最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
批
判
は
、
商
業
主
義
的
な
中
間
小
説
誌
で
あ

る
「
オ
l
ル
讃
物
』
そ
の
も
の
へ
の
皮
肉
と
し
て
響
く
。
文
壇
の
大
家
た
ち
が

こ
ぞ
っ
て
寄
稿
し
て
い
た
状
況
は
、
純
文
学
と
大
衆
文
学
と
い
う
文
壇
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
冷
や
や
か
に
見
る

よ
う
な
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
的
立
場
か
ら
の
三
島
の
視
線
を
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ

、「
ノ
。次

に
シ
ョ

i
ビ
ジ
ネ
ス
に
材
を
と

っ
た
作
品
と
し
て
は

一
九
五
一

年
五
月
に

掲
載
さ
れ
た

「
右
領
収
仕
候
」
が
あ
る
。
華
や
か
な
ス
タ
l
歌
手
木
村
宏
の
虚

飾
に
満
ち
た
生
活
が
彼
に
仕
え
る
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
神
田
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た

作
品
で
あ
る
。
復
員
兵
か
ら
ス
タ
l
歌
手
に
成
り
上
が

っ
た
虚
構
に
満
ち
た
木

村
の
存
在
は
、
ま
る
で
空
っ
ぽ
な
も
の
と
し
て
神
田
の
目
を
通
し
て
語
ら
れ
る
。

彼
に
は
計
算
と
い
ふ
も
の
が
ま
る
き
り
な
か
っ
た
し
、
星
だ
と
か
溜
息

だ
と
か
頓
き
だ
と
か
ふ
る
さ
と
だ
と
か
十
年
一
日
の
愚
に
も
つ
か
な
い
歌

詞
を
う
た
ひ
ま
く
り
な
が
ら
、
彼
は
こ
の
年
に
な
っ
て
も
さ
う
い
ふ
患
に

も
つ
か
な
い
も
の
を
本
気
で
信
じ
て
ゐ
る
風
だ
っ
た
。

宏
の
目
は
白
痴
の
目
に
よ
く
あ
る
や
う
に
、
子
供
っ
ぽ
く
無
意
味
に
澄

ん
で
ゐ
た
。
誰
し
も
悪
戯
に
小
石
を

一
つ
、
靴
先
で
放
り
込
ん
で
や
り
た

く
な
る
小
さ
な
池
の
や
う
に
あ
ど
け
な
く
澄
ん
で
ゐ
た
。
こ
の
目
の
お
か

げ
で
、
彼
の
色
男
ぶ
っ
た
厭
味
が
幾
分
か
減
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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空
っ
ぽ
な
内
面
を
抱
え
虚
構
の
出
界
に
生
き
る
木
村
の
金
銭
処
理
を
す
る
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
片
棒
を
担
ぎ
、
神
田
は
大
金
を
手
に
入
れ
る。

虚
実
を

軽
・々
と
乗
り
越
え
ス
タ
ー
と
し
て
振
る
舞
い
続
け
る
木
村
の
姿
に
神
田
は
「
或

る
新
時
代
を
嘆
ぎ
と

っ
た
」
よ
う
に
、
木
村
は
敗
戦
後
の
日
本
の
姿
と
重
ね
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
分
の
妻
と
木
村
の
不
貞
関
係
を
疑
い
な
が
ら
も
、
ス

タ
l
歌
手
が
も
た
ら
す
大
金
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
ず
に
妻
を
差
し
出
し
目
を



つ
ぶ
る
こ
と
を
選
択
す
る
神
田
の
姿
に
は
、
占
領
下
の
日
本
と
米
国
の
関
係
性

を
透
か
し
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
何
よ
り
も
経
済
的
な
価
値
基
準
が
す
べ
て

に
優
先
し
て
い
く
神
田
の
在
り
方
こ
そ
、
戦
後
の
復
興
期
に
あ
る
日
本
を
象
徴

し
た
も
の
と
し
て
読
め
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
の
執
筆
当
時
、

三
島
は
映
画
界
と
も
関
わ
り
を
持
ち

始
め
て
い
た
。

一
九
五
一
年
八
月
に
は
、
三
島
作
品
の
映
画
化
第
一
作
目
と
な

る
「
純
白
の
夜
」
(
松
竹
、
監
督
大
庭
秀
雄
、
出
演
一
木
暮
実
千
代
、
森
雅

之
)
が
公
開
さ
れ
、
原
作
者
の
三
島
自
身
も
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
の
シ
l
ン
に

カ
メ
オ
出
演
し
、
人
気
ス
タ
ー
と
の
共
演
が
話
題
と
な
っ
た
。
三
島
作
品
は
、

そ
の
後
も
続
々
と
映
画
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
三
島
の
映
画
体
験
も
ま

た
作
品
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
だ
が
、
映
画
な
ど
の
記
事
が
多
く
掲
載
さ
れ

て
い
た

『オ
l
ル
讃
物
』
読
者
に
と
っ
て
は
、
映
画
原
作
者
と
し
て
の
三
島
の

イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
始
め
た
時
期
で
も
あ
る
。
華
や
か
な
ス
タ
l
稼
業
の
虚

構
に
満
ち
た
世
界
を
描
い
た
作
品
は
、
作
家
三
島
が
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界

の
裏
側
を
覗
い
た
も
の
と
し
て
読
者
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

ふ
刈

三
島
は
一
九
五
一
年
の
「
純
白
の
夜
」
以
降
、
多
く
の
作
品
が
映
画
化
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
一
九
五
二
年
頃
か
ら
は
ラ
ジ
オ
番
組
へ
の
ゲ
ス
ト
出
演
も

目
立
ち
始
め
る
。
ま
た
、
翌
年
四
月
に
は
テ
レ
ビ
放
送
を
開
始
し
た
ば
か
り
の

N
H
K
テ
レ
ビ
の
番
組
へ
も
出
演
す
る
。
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
人
気
番
組
へ
の

出
演
に
よ

っ
て
、
一
二
島
は
新
進
作
家
か
ら
流
行
作
家
へ
と
世
間
の
認
知
度
が
次

第
に
高
ま
っ
た
。
流
行
作
家
と
な
っ
た
三
島
が
描
く
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
を
舞
台

に
し
た
作
品
群
は
、

『ォ
l
ル
讃
物
』
の
誌
面
構
成
に
同
調
す
る
も
の
で
、
そ

の
よ
う
な
世
界
を
題
材
に
し
た
作
品
が
三
島
に
期
待
さ
れ
た
面
も
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
づ
い
て
「
オ
l
ル
讃
物
』一

九
五
四
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
芸
術
狐
」

を
み
て
い
く
。
こ
の
作
品
は
、
〈
モ
デ
ル
小
説
傑
作
集
〉
と
い
う
企
画
で
掲
載

さ
れ
、
目
次
ペ

l
ジ
で
は
「
接
吻
売
り
ま
す
1

|

|
若
き
バ
レ
リ
ー
ナ
の
芸
術
に

化
か
さ
れ
た
話
」
と
い
う
リ
l
ド
文
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
企
画
に

は
、
丹
羽
文
雄
「
魔
性
」
、
飯
沢
匡
「
「
す
し
」
ボ
ン
」
、
井
上
友
一
郎
「
赤
い

社
旗
」
が
掲
載
さ
れ
、
時
事
的
話
題
を
取
り
込
ん
だ
短
編
小
説
の
特
集
と
な
っ

て
い
る
。

三
島
の
「
芸
術
狐
」
で
は
、
バ
レ
エ
研
究
所
設
立
の
資
金
稼
、
ぎ
と
し
て
売
春

を
お
こ
な
い
、
そ
の
果
て
に
自
殺
す
る
若
い
バ
レ
リ
ー
ナ
の
姿
が
描
か
れ
て
い

る
。

「
芸
術
の
た
め
?
」

「
さ
う
で
す
の
。
私
こ
そ
日
本
の
バ
レ
エ
を
世
界
的
な
も
の
に
す
る
唯
一

の
人
間
だ
と
、
人
も
一
言
っ
て
く
れ
ま
す
し
、
自
分
も
思
っ
て
を
り
ま
す

の
。
こ
れ
は
笑
ひ
事
や
冗
談
で
な
く
て
、
本
当
の
情
熱
が
一
言
は
せ
る
言
葉

だ
っ
て
こ
と
を
、
わ
か
っ
て
い
た
だ
き
た
う
ご
ざ
い
ま
す
わ
。
芸
術
は
今

の
や
う
な
無
気
力
な
人
た
ち
に
委
せ
て
て
お
い
た
ら
滅
び
ま
す
わ
。
こ
の

研
究
所
が
出
来
た
ら
、
私
、
き
っ
と
、
す
ば
ら
し
く
芸
術
的
な
新
作
を
発

表
す
る
つ
も
り
で
ゐ
ま
す
の
。
青
海
原
が
朝
の
光
り
に
ひ
ろ
び
ろ
と
見
え

て
く
る
や
う
に
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
日
本
に
広
い
雄
大
な
バ
レ
エ
芸
術

の
曙
が
ひ
ら
か
れ
る
ん
だ
、
と
い
ふ
自
信
を
も
っ
て
を
り
ま
す
の
」
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若
い
バ
レ
リ
ー
ナ
が
語
る
芸
術
論
は
、
熱
っ
ぽ
い
言
葉
が
上
滑
り
し
、
類
型

的
で
浮
薄
な
言
葉
と
し
て
皮
肉
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
中
で
は
「
終
戦
後
バ
レ
エ
熱
の
猪
獄
」
が
あ
っ
た
と
い
う
背
景
が



語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
同
時
代
の
風
潮
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
作

中
で
は
、
バ
レ
エ
映
画
「
甘
い
靴
」
に
若
い
女
性
た
ち
が
熱
中
し
た
こ
と
が
語

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
五

O
年
三
月
に
日
本
で
公
開
さ
れ
た
英
国
の
バ

レ
エ
映
画

「赤
い
靴
」
を
め
ぐ
る
人
気
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
映
画
や
舞
台
な

ど
の
シ
ョ

1
ビ
ジ
ネ
ス
に
長
く
携
わ
っ
て
き
た
渋
沢
秀
雄
は
、
『
朝
日
新
聞
』

一
九
五

O
年
十
二
月

一
日
に
寄
稿
し
た
記
事
で
、

「映
画

「赤
い
靴
」
の
庄
倒

的
大
入
り
は
、
日
本
の
若
い
女
性
の
バ
レ
エ
熱
を
反
映
し
た
結
果
」
で

「
バ
レ

エ
の
熱
情
を
高
め
た
」
と
し
な
が
ら
も
、
バ
レ
エ
を
始
め
た
が
る
女
性
た
ち
が

「
A
子
が
け
い
こ
し
出
せ
ば

B
子
も
C
子
も
黙

っ
て
見
て
は
い
な
い
。
親
た
ち

に
せ
び
る
」
と
述
べ
、

三
島
が
描
い
た
「
終
戦
後
バ
レ
エ
熱
の
狙
鴨
川
」
の
状
況

と
同
じ
く
、
皮
肉
的
に
眺
め
て
い
る
。
ま
た
、
音
楽
一評
論
家
の
牧
定
忠
も
こ
の

頃
の
バ
レ

エ
教
室
の
急
激
な
増
加
を

「
一
回
の
公
開
公
演
も
持
っ
た
こ
と
の
な

い
よ
う
な
バ
レ

エ
団
が
雨
後
の
つ
く
し
ん
坊
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
て
い
る
」

と
し
、
「
ス
テ
ー
ジ
に
立
た
せ
る
希
望
も
な
し
に
女
子
供
を
集
め
て
バ
レ
エ
ら

し
い
一
種
の
舞
踊
を
教
え
て
い
る
の
だ
か
ら
奇
々
怪
々
で
あ
る
」
と
、

バ
レ
エ

を
め
ぐ
る
芸
術
性
の
低
下
を
危
倶
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の
一言
説
は
、

新
し
い
芸

術
が
戦
後
の
日
本
に
根
付
く
こ
と
は
歓
迎
し
な
が
ら
も
、
一
過
性
の
「
流
行
」

で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
島
の
「
芸
術
狐
」
も
こ
れ
ら
の
言

説
と
同
様
の
も
の
で
、

『ォ
l
ル
讃
物
』
で
は
〈
モ
デ
ル
小
説
傑
作
選
〉
と
あ

る
よ
う
に
、
当
時
の
風
潮
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
作
品
で
あ
る
。
三
島
も
ま

た
、
こ
の
時
期
の
バ

レ
エ

ブ
l
ム
に
群
が
る
若
い
女
性
た
ち
の
存
在
に
関
心
を

寄
せ
て
い
た
。
「
芸
術
ば
や
り
l
風
俗
時
評
」
で
は
バ
レ
エ
熱
に
う
か
れ
る
女

性
た
ち
に
つ
い
て

「若
い
女
性
は
こ
と
に
「
芸
術
」
と
い
ふ
言
葉
が
お
好
き
な

ゃ
う
で
」
と
語
り
、
批
判
的
に
と
ら
え
て
い
る
。

芸
術
と
い
ふ
言
葉
は
を
か
し
な
言
葉
で
、
催
眠
術
的
魔
力
を
も
っ
て
ゐ

る
ら
し
く
、
な
か
に
は
自
己
催
眠
の
た
め
に
、
用
ひ
て
ゐ
る
向
き
も
あ

る。
(
中
略
)

若
い
女
性
の
「
芸
術
」
か
ぶ
れ
に
は
、
い
か
に
も
ユ
ー
モ
ア
が
な
く
、

何
が
因
る
と
い

っ
て
、
昔
の
長
唄
や
お
茶
の
稽
古
事
の
や
う
な
稽
古
事
の

謙
虚
さ
を
失
く
し
て
、
た
だ
む
や
み
と
飛
ん
だ
り
跳
ね
た
り
す
れ
ば
、
そ

れ
が
芸
術
だ
と
思
ひ
こ
ん
で
ゐ
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
と
は
忍
耐

の
要
る
退
屈
な
稽
古
事
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
に
、
芸
術
へ
の
道
は

な
い
の
で
あ
る
。

三
島
の
批
判
は
、
先
に
紹
介
し
た
バ
レ
エ
熱
を
め
ぐ
る
言
説
と
同
様
で

「「
芸
術
」
か
ぶ
れ
」

と
榔
撤
す
る
。

目
新
し
い
芸
術
の
登
場
に
夢
中
に
な
る
若

い
女
性
の
姿
を
過
剰
に
戯
固
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
的
な
時
流
に
一

気
に

熱
狂
す
る
若
い
女
性
た
ち
の
姿
を
軽
薄
な
も
の
と
し
て
眺
め
、
そ
れ
を

一
過
性

の
ブ
l
ム
で
し
か
な
い
と
批
判
す
る
言
説
が
男
性
文
化
人
を
中
心
に
編
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
=一
島
は
以
前
『
オ

1
ル
積
物
』
に
掲

載
し
た

「女
流
立
志
伝
」
で
も
、
女
優
志
望
の
若
い
女
性
た
ち
が
語
る
芸
術

論
を
皮
肉
的
に
描
き
、「
彼
女
た
ち
は
芸
術
と
い
ふ
一言
葉
が
実
に
好
物
で
あ
っ

た
o

女
の
子
は
概
し
て
甘
い
も
の
が
好
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
お
汁
粉
や
筒
蜜

と

一
緒
に
甘
い
も
の
の
部
類
に
入
る
の
で
あ
ら
う
」
と
、
女
性
に
お
け
る
芸
術

へ
の
関
心
が
単
な
る
好
み
の
問
題
で
し
か
な
い
と
い
う
厳
し
い
態
度
を
と
っ

て

い
た
。
「芸
術
狐
」
で
も
再
び
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
物
語
を
を
繰
り
返
し
て

い
る

こ
と
か
ら
も
、
芸
術
論
を
語
る
若
い
女
性
を
戯
画
化
し
批
判
的
に
眺
め
る
視

線
は
、

『オ
1
ル
讃
物
」
読
者
に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
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ぅ
。
「女
流
立
志
伝
」
で
は
芸
術
の
理
想
を
語
る
女
性
た
ち
は
、
役
の
獲
得
を

め
ぐ
っ
て
理
想
と
は
程
遠
い
現
実
的
な
問
題
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
く
が
、

「芸

術
狐
」
で
は
バ
レ
リ
ー
ナ
が
自
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
さ
ら
に
厳
し
い
転
落

物
語
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
若
い
女
性
の
転
落
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
当
時
の

状
況
に
屑
を
ひ
そ
め
彼
女
た
ち
を
断
罪
す
る
男
性
文
化
人
の
一言
説
を
補
強
す
る

作
品
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
九
五
六
年
七
月
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
「
足
の
星
座
」
で
も
、
三
島
は
芸
術

家
き
ど
り
の
女
性
を
描
い
て
い
る
。
流
行
歌
手
の
け
い
子
は
か
つ
て
人
々
の
視

線
を
常
に
感
じ
る
生
活
に
疲
れ
不
眠
症
に
悩
み

「芸
術
家
の
特
権
と
も
い
ふ
べ

き
こ
ん
な
病
気
を
、

彼
女
は
う
れ
し
さ
う
に
吹
聴
し
て
ま
は
っ
た
」
と
芸
術

家
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
誇
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
気
を
失
っ
た
後
も

「
チ
ャ
ン
ス
は
ど
う
し
て
も
つ
か
ま
な
く
ち
ゃ
。
-
E
・e

・-
何
と
か
し
て
チ
ャ
ン
ス

を
つ
か
ん
で
や
る
」
と
再
起
を
目
指
し
て
画
策
す
る
女
性
歌
手
の
姿
は
し
た
た

か
で
あ
り
な
が
ら
も
、
惨
め
な
姿
と
し
て
冷
や
や
か
な
視
点
か
ら
語
ら
れ
る。

そ
れ
は
、
芸
術
と
い
う
言
葉
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
ス
タ
l
稼
業
に
し
が
み
つ
く
滑

稽
さ
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
が
再
起
を
ね
ら
う
舞
台
が
戦
没
者
慰

霊
の
た
め
の
巨
大
観
音
像
の
除
幕
セ
レ
モ
ニ

ー
で
あ
る
こ
と
も
目
を
ひ
く
。
レ

ジ
ャ
ー
施
設
の
目
玉
と
し
て
建
立
さ
れ
た
巨
大
観
音
像
は
、
戦
没
者
遺
族
の
定

期
的
な
来
園
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
、
英
霊
へ
の
鎮
魂
を
名
目
に
金
儲
け
と
し
て

利
用
し
て
い
く
人
間
の
し
た
た
か
さ
と
経
済
的
価
値
が
優
先
さ
れ
て
い
く
時
代

の
到
来
が
描
か
れ
て
い
る
。

『オ
l
ル
讃
物
』
掲
載
作
で
シ

ョ
I
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
を
題
材
に
し
た
最
後

の
作
品
と
し
て
、

一
九
五
七
年
七
月
に
掲
載
さ
れ
た
「
色
好
み
の
宮
」
を
み
て

い
く
。
映
画
業
界
の
残
酷
な
裏
側
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
大
部
屋
俳
優
の
辰

二
は
、
「
殿
下
」
を
名
乗
り
皇
族
に
な
り
す
ま
し
て
映
画
の
ロ
ケ
で
訪
れ
た
宿

屋
の
娘
花
枝
を
た
ぶ
ら
か
す
こ
と
を
監
督
ら
に
命
じ
ら
れ
る
。
都
会
か
ら
来
た

映
画
人
た
ち
が
、
地
方
の
素
朴
な
庶
民
を
だ
ま
す
と
い
う
非
道
な
楽
し
み
を
求

め
る
話
で
あ
る
。

殿
下
は
そ
の
き
は
に
な
っ
て
跨
踏
し
た
。
罪
悪
感
に
か
ら
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
ま
す
ま
す
自
分
が
み
じ
め
に
見
え
て
き
て
、
耐
へ
ら
れ
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

『俺
は
泣
き
た
い
気
持
な
ん
だ
。
わ
か
る
か
。
俺
は
泣
き
た

い
く
ら
ゐ

な
ん
だ
』

彼
は
俳
優
の
道
の
非
人
間
的
な
険
し
さ
に
思
ひ
を
い
た
さ
う
と
力
め
た

が
、
こ
こ
へ

来
る
と
、
野
心
は
す
こ
し
も
彼
を
鼓
舞
し
て
く
れ
な
か

っ

た
。
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自
の
前
に
は
目
を
と
ぢ
た
花
枝
の
顔
が
あ
る
。
そ
れ
は
目
を
と
ぢ
て
夢

み
て
ゐ
る
。
殿
下
は
も
う

一
度
そ
の
頬
に
頬
を
つ
け
て
じ

っ
と
し
て
ゐ

た
。
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
ひ
た
い
気
が
し
た
。
背
後
の
唐
紙
や
障
子
の

隙
聞
に
、
大
ぜ
い
の
身
じ
ろ
ぎ
も
し
な
い
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
。

映
画
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
、
二
人
の
行
為
を
覗
き
見
て
楽
し
み
満
足
す
る
。
犠

牲
者
と
な
っ
た
花
枝
は
事
の
真
相
を
知
る
が
、
後
日
再
開
し
た
辰
二
と
と
も
に

駆
け
落
ち
し
結
婚
す
る
。
慎
ま
し
く
幸
せ
そ
う
に
見
え
た
新
婚
夫
婦
の
、
残
酷

な
馴
れ
初
め
が
読
者
に
明
か
さ
れ
て
い
く
と
い
う
展
開
で
あ
る
。
非
情
な
映
画

業
界
の
生
賛
と
な
っ
た
辰
二
と
花
枝
は
、
そ
の
裏
側
で
愛
を
育
む
こ
と
で
、
虚

構
の
愛
か
ら
真
実
の
愛
へ
と
変
換
さ
せ
、
悲
惨
な
体
験
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う

と
し
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
を
弄
ん
だ
映
画
業
界
の
悪
質
さ
と
は
対
照
的
に
、
辰

二
と
花
枝
は
善
良
で
小
市
民
的
な
若
者
と
し
て
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
平



凡
で
あ
り
な
が
ら
も
幸
福
に
見
え
る
彼
ら
の
生
活
が
、
映
画
業
界
で
の
残
酷
な

体
験
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
悲
哀
と
逆
説
に
こ
そ
、
作
品
の
焦
点

が
お
か
れ
て
い
る
。

一
時
的
な
退
屈
し
の
ぎ
の
た
め
に
辰
二
と
花
枝
の

一
夜
の
行
為
を
覗
き
見
し

て
楽
し
も
う
と
い
う
映
画
人
た
ち
の
欲
望
は
、
ま
さ
に
覗
き
見
る
と
い
う
点
に

お
い
て
映
画
が
も
た
ら
す
視
覚
体
験
と
重
ね
ら
れ
る
。
他
人
の
人
生
を
覗
き
見

る
こ
と
へ
の
欲
望
が
、
映
画
製
作
の
現
場
で
現
実
的
な
行
為
と
し
て
反
復
さ
れ

る
。
覗
き
行
為
が
人
間
の
欲
望
を
強
く
刺
激
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

二
重

写
し
と
な
っ

て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
映
画
業
界
に
お
け
る
大
部
屋
俳

優
へ
の
残
酷
な
仕
打
ち
は
、
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
界
が
非
情
で
苛
酷
な
世
界
で
あ

る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
し
か
し
、
シ
ョ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
界
の
犠
牲
者
で
あ
る
辰

一一
と
花
枝
の
行
為
が
、
多
く
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
た
欺
附
に
満
ち
た
演
技
か
ら
、

真
実
の
愛
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
い
く
ら
か
の
救
い
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

よ
う
。
映
画
業
界
の
汚
れ
た
側
面
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
逆
手
に

と
っ
て
ひ
そ
か
に
愛
を
育
む
二
人
の
若
者
の
姿
は
、
読
者
に
同
情
心
と
痛
快
さ

を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
い
か
に
も
映
画
的
な
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
あ
る。

「色
好
み
の
{
呂
」
が
発
表
さ
れ
た
時
点
で
は
、
三
島
作
品
を
原
作
と
す
る
映

画
は
四
本
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
特
に
映
画

「潮
騒
」
(
監
督

・
谷
口
千
土
口
、

出
演
・
久
保
明
、

青
山
京
子
、
一

九
五
四
年
十
月
)
や
映
画
「
永
す
ぎ
た
春
」
(
監

督

田

中

重

雄
、
出
演

。
若
尾
文
子
、
花
布
辰
男
、
一
九
五
七
年
五
月
)
な
ど

立
て
続
け
に
ヒ
ッ
ト
作
が
生
ま
れ
、
三
島
と
映
画
の
関
係
が
よ
り
強
い
も
の
に

な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
原
作
者
で
あ
る
三
島
が
映
画
の
撮
影
現
場
を
訪
れ
る
様

子
な
ど
も
頻
繁
に
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
を

考
慮
す
る
と
、
映
画
業
界
に
も
通
じ
た
人
気
作
家
が
描
く
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
の

非
情
さ
と
映
画
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
の
起
伏
を
備
え
た
娯
楽
性
は
、
読
者
の
好
奇

心
に
応
え
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
芸
能
界
や
シ
ョ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
を
話
題
に
し
た
記
事
が
頻
繁
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
「
色
好

み
の
宮
」
は

『オ
1
ル
讃
物
』
読
者
の
関
心
を
強
く
意
識
し
た
作
品
で
あ
っ
た

と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

4 
以
上
、

『オ
l
ル
讃
物
』
に
掲
載
さ
れ
た
芸
術
や
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界

を
描
い
た
作
品
群
に
は
、
堕
落
し
た
芸
術
精
神
と
そ
れ
に
よ

っ
て
成
り
立
つ

シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
批
判
的
な
視
線
が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
作

品
に
は
、
芸
術
と
商
業
的
価
値
観
と
の
対
立
と
し
て
の
問
題
意
識
が
根
ざ
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
が
、
中
間
小
説
誌
と

い
う
商
業
主
義
的
な
メ

デ
ィ
ア
で
あ
る

『オ
i
ル
讃
物
』
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
は
、
皮
肉
な
事
態
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
三
島
が
「
オ
l
ル
譲
物
」
に
こ
の
よ
う
な
作
品
群
を
発
表
す
る

こ
と
は
、
中
間
小
説
誌
に
作
品
を
発
表
す
る
自
己
批
判
的
な
視
点
と
も
と
ら
え

ら
れ
る
が
、

そ
の

一
方
で
、
大
衆
的
な
読
者
の
関
心
に
応
え
得
る
作
品
を
書
く

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
三
島
の
試
行
錯
誤
の
場
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
「
芸
術
」
と
い
う
一言
葉
に
溺
れ
る
若
い
女
性
転
落
物
語
と
い
う
通
俗
的
な

パ
タ
ー
ン
の
作
品
を
何
度
も
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
若
い
女
が
堕
落
す
る

物
語
を

『オ
l
ル
読
物
』
読
者
が
期
待
し
て
い
る
と
み
た
三
島
の
意
識
と
そ
の

期
待
に
積
極
的
に
応
え
て
い
く
三
島
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。

第
三
の
新
人
と
し
て
戦
後
の
文
壇
に
登
場
し
た
吉
行
淳
之
介
や
庄
野
潤
三

は
、
中
間
小
説
を
書
く
こ
と
に

つ
い
て

「金
の
た
め
に
書
く
」

(
吉
行
の
発
言
)、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
要
求
す
る
も
の
に
対
し
て
、
応
え
得
る
も
の
を
自
分
が

ど
れ
だ
け
も

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
三

島
は
第
三
の
新
人
た
ち
よ
り
も
文
壇
デ
ビ
ュ

ー
は
早
い
が
、
戦
後
の
ジ
ャ

l
ナ

ーょっ白



リ
ズ
ム
の
急
激
な
発
展
と
と
も
に
作
家
と
し
て
の
活
躍
の
場
を
積
極
的
に
広
げ

て
い
っ
た
点
は
、
中
間
小
説
誌
に
対
す
る
庄
野
と
三
島
の
意
識
は
近
い
も
の
で

あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
作
家
と
し
て
の
力
量
が
、
商
業
的
価
値
観
で
判

断
さ
れ
る
場
と
し
て
三
島
と
「
オ
l
ル
讃
物
』
と
の
関
係
は
と
ら
え
ら
れ
る
。

『オ

1
ル
讃
物
』
を
は
じ
め
と
し
た
商
業
主
義
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
作
家
た

ち
は
文
壇
的
価
値
観
と
は
異
な
る
も
の
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く
。
あ
る

一
定
レ
ベ

ル
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
共
有
で
き
る
文
壇
で
の
評
価
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、

「オ

1
ル
讃
物
』
の
よ
う
な
幅
広
い
読
者
を
抱
え
る
メ
デ
ィ
ア
で
の
経
験
は
、

社
会
の
な
か
で
広
く
読
ま
れ
る
作
品
を
書
く
こ
と
を
三
島
に
強
く
意
識
さ
せ
た

機
会
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
青
の
時
代
」
や
「
金
閣
寺
」
、
「
宴

の
あ
と
」
な
ど
は
現
実
に
起
き
た
社
会
的
な
事
件
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
で
あ

り
、
三
島
は
積
極
的
に
時
事
的
な
題
材
を
と
り
あ
げ
た
作
家
で
も
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
創
作
意
識
の
実
践
と
し
て
、「
ォ
l
ル
譲
物
』
掲
載
作
品
を
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

女
性
誌
に
お
け
る
三
島
の
創
作
意
識
に
つ
い
て
、
三
島
が

「連
載
依
頼
の
と

き
に
出
し
た
条
件
の
一
つ
が
、
女
性
に
関
す
る
情
報
の
提
供
」
で
、
「
=
一
島
が

読
者
の
関
心
事
の
把
握
に
努
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
」
と
武
内
佳
代
は
指
摘

{
初
}

し
て
い
る
が
、
『
オ
l
ル
譲
物
』
に
お
い
て
三
島
が
同
様
の
要
求
を
し
た
か
ど

う
か
は
現
時
点
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
掲
載
誌
の
読
者
の
関
心

に
対
す
る
意
識
は
強
く
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
誌
面
構
成
の
傾
向
に
沿
い
な
が
ら
読

者
の
関
心
に
応
え
る
よ
う
な
作
品
を
書
く
こ
と
に
徹
し
た
職
業
作
家
と
し
て
の

三
島
の
側
面
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
娯
楽
的
な
小
説
を
装
い
な

が
ら
も
、
戦
後
の
復
興
を
背
景
に
芸
術
が
堕
落
し
て
い
く
こ
と
へ
の
問
題
意
識

を
に
じ
ま
せ
た
作
品
で
も
あ
っ
た
。
高
度
資
本
主
義
社
会
を
迎
え
て
い
く
時
期

に
、
芸
術
や
文
学
が
い
か
に
社
会
や
大
衆
と
関
わ
っ
て
い
く
か
を
問
う
作
品
を

商
業
主
義
的
な
雑
誌
に
発
表
し
た
こ
と
は
三
島
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
試
み
で
あ
っ

た
。
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
三
島
の

『オ
l
ル

讃
物
』
掲
載
作
品
群
か
ら
は
、

三
島
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
商
業
誌

に
お
け
る
創
作
意
識
の
一
端
が
新
た
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
本
論
で
は
、

シ
ョ

1
ビ
ジ
ネ
ス
を
題
材
に
し
た
作
品
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
今
後
も
商
業

主
義
的
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
=
一
島
の
創
作
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
他
の
『
オ
l
ル
譲
物
』
掲
載
作
の
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

注

三
島
由
紀
夫
「
わ
れ
ら
か
ら
の
遁
走
私
の
文
学
」

『
わ
れ
ら
の
文
学
5

三
島
由
紀
夫
』
講
談
社
、
一
九
六
六
年
三
一月、

『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集

第
三
十
四
巻
』
新
潮
社
、
二
O
O
士
一
年
九
月
、
二
十
四
頁

2

奥
野
健
男

『
三
島
由
紀
夫
伝
説
』
新
潮
社
、

一
九
九
三
年
二
月
、
三
O
四

頁
3

関
川
夏
央
「
「
社
会
派
」
作
家
三
島
由
紀
夫
の
一
九
六
三
年
」

「中
央
公

論』

二
O
一
O
年
四
月
↓
『
中
央
公
論
特
別
編
集
三
島
由
紀
夫
と
戦
後
」

中
央
公
論
社
、
二

O
一
O
年
十
月
、
七

O
頁

4

椎
根
和
「
V
R
的
完
全
版
平
凡
パ
ン
チ
の
三
島
由
紀
夫
』
(
河
出
書
一房、

二
O
二
O
年
十
二
月
、
九
三
頁
)
で
も
三
島
由
紀
夫
の
大
衆
向
け
の
仕
事
に

つ
い
て
は
、
生
活
の
糧
を
得
る
た
め
に
「
若
者
向
け
の
雑
誌
や
女
性
週
刊
誌

に
、
原
稿
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

5

武
内
佳
代
は

「
三
島
由
紀
夫
と
『
婦
人
公
論
』

i
早
す
ぎ
た
姦
通
小
説
」

(「
日
本
古
書
通
信
』
第
八
十
一

|
十
二
号
、
二

O
二
ハ
年
十
二
月
)
か
ら
、

「
三
島
由
紀
夫
と
『
女
性
自
身
』
|
三
島
流
手
紙
講
座
は
い
か
が
っ
」
(
「
日

1 

22 



本
古
書
通
信
』
第
八
十
六
十
一
号
、
二
O
二一

年
十
一
月
)
ま
で
、
『主

婦
之
友
』

『婦
人
倶
楽
部
』
『
若
い
女
性
』
『婦
人
画
報
」

「
マ
ド
モ
ア
ゼ
ル』

『婦

人
朝
日
』
な
ど
の
女
性
誌
と
三
島
の
掲
載
作
に
つ
い
て
の
研
究
を
多
く
展
開

し
て
い
る
。

6

遠
藤
不
比
人

「症
候
と
し
て
の
(
象
徴
)
天
皇
と
ア
メ
リ
カ

一一一島
由
紀

夫
の
「
戦
後
」
を
再
読
す
る
」
遠
藤
不
比
人
編
「
日
本
表
層
の
地
政
学
海

洋
・
原
爆

・
冷
戦

・
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
』
彩
流
社
、
二
O
一
四
年
三
月
、

一
六
八
頁

7

こ
の
時
期
の

『オ
l
ル
讃
物
』
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
し
た
。

牧
野
悠

・
小
嶋
洋
輔

・
高
橋
孝
次
西
国

一
豊

「
{資
料
紹
介
}
昭
和
三
0

年
代
の

「オ
1
ル
讃
物』

|
中
間
小
説
総
目
次
(
上
)
」
『
帝
京
大
学
宇
都
宮

キ
ャ
ン
パ
ス
研
究
年
報
人
文
編
』
第
二
十
五
号
、
二
O
一
九
年
十
二
月
、
牧

野
悠

・
小
嶋
洋
輔

・
高
橋
孝
次
・
西
田
一
豊
一
「
【資
料
紹
介
】
昭
和
三
0
年

代
の
『オ
l
ル
讃
物
』

|
中
間
小
説
総
目
次

(
下
)
」
「
帝
京
大
学
宇
都
宮
キ
ャ

ン
パ

ス
研
究
年
報
人
文
編
』
第
二
十
七
号
、
二
O
二
一
年
十
二
月

8

永
井
龍
男

『文
禁
春
秋
=
一十
五
年
史
稿
』
文
義
春
秋
新
社、

一
九
五
九
年

四
月
、
八
一
頁

9

大
村
彦
次
郎

『文
壇
う
た
か
た
物
語
』
筑
摩
書
房
、

一
九
九
五
年
五
月
↓

ち
く
ま
文
庫
、
二

O
O七
年
十
月
、
十
七
頁

ω
9に
同
じ
、
四
十

一
頁

日

牧

野
悠

・
小
嶋
洋
輔
高
橋
孝
次
・
西
国
一
豊
「
{資
料
紹
介
}
昭
和
三

0
年
代
の

『オ
l
ル
讃
物
』
|
中
間
小
説
総
目
次
(
上
)
」
『
帝
京
大
学
宇
都

宮
キ
ャ
ン
パ
ス
研
究
年
報
人
文
編
』
第
二
十
五
号
、
二
O
一
九
年
十
二
月

二
四
八
頁

ロ

牧

野

悠

小

嶋

洋
輔

・
高
橋
孝
次

・
西
田
一
豊
「
{資
料
紹
介
}
昭
和
三

0
年
代
の

『オ
l
ル
讃
物
』
|
中
間
小
説
総
目
次
(
下
)
」
『帝
京
大
学
宇
都

宮
キ
ャ

ン
パ
ス
研
究
年
報
人
文
編
』
第
二
十
七
号
、
二
O
一
一
一
年
十
三
月
、

二
六

O
頁

日

『オ
1

ル
読
物
』
で
の
芸
能
界
や
シ
ョ

l
ビ
ジ
ネ
ス
を
題
材
と
し
た
記
事

や
小
説
の
う
ち
、
三
島
作
品
掲
載
時
期
と
重
な
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

-
座
談
会

「男
の
魅
力
・女
の
魅
力
」

(田
村
秋
子
、
由
起
し
げ
子
、
原
節
子
、

笠
置
シ
ズ
子
)
一
九
五
一
年
二
月

-
座
談
会
「
テ
レ
ヴ
イ
は
踊
る
」
(
服
部
良
一

、
徳
川
夢
声
、
金
川
義
之、

溝
上
け
い
、
春
日
由
二
一)一

九
五
一
年
十
二
月

・
〈
特
集
小
説
人
気
女
優
〉

菊
田
一
夫

「越
路
吹
雪
」、

村
上
元
二一「
大
江

美
智
子
」
、
北
条
誠
「
京
マ
チ
子
」
一

九
五
二
年
三
月

-
平
林
た
い
子

「国
際
女
優
」

一
九
五
三
年

一
月

-
座
談
会

「歌
謡
曲
と
共
に
三
十
年
」
(
古
賀
政
男
、
藤
浦
洗
、
藤
山

一
郎
、

服
部
良
一
、
宮
田
輝
)

一
九
五
三
年
四
月

座
談
会

「カ
ツ
ド
ウ
屋
三
十
年
」
(
徳
川
夢
声
、
マ
キ
ノ
雅
弘
、

飯
田
蝶
子
、

軍
大
防
五
郎
)

一
九
五
三
年
七
月

-
座
談
会
「
喜
劇
役
者
の
悲
劇
」
(古
川
ロ
ァ
パ
、
ト
ニ

l
谷
、
三
味
線
豊
吉
、

森
繁
久
嫡
、
丹
下
キ
ヨ
子
)
一
九
五
三
年
十
月

・
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事

「
歌
姫
ニ

y
ポ
ン
に
帰
る

今
ペ
d

q
L
 

田
中
路
子
」

一
九
五
四

年
三
月

・「
ぼ
く
ら
は
天
下
の
喜
劇
王
」
(
複
本
健
て

古
川
ロ
ツ
パ
、
柳
家
金
語
楼
)

一
九
五
四
年
四
月

・
ト一一

l
火
口
「
サ
イ
ザ
ン
ス
人
生
観
」一

九
五
四
年
四
月

-
座
談
会
「
兄
弟
ス
タ
ア
四
十
奏
」
(
服
部
良
て
服
部
富
子
、
沢
村
貞
子
、



河
東
大
介
)
一
九
五
四
年
五
月

・
双
葉
十
三
郎
「
カ
マ
ト
ト
・
ス
タ
ァ
大
売
出
し
」

一
九
五
四
年
七
月

・
淡
谷
の
り
子
「
わ
が
愛
の
ブ
ル
ー
ス
」
一
九
五
四
年
八
月

-
浮
谷
一
夫
「
ハ
リ
ウ
ッ
ド
離
婚
コ
ン
ク
ー
ル
」
一
九
五
五
年
三
月

・
双
葉
十
三
郎
「
ギ
ャ
ン
グ

・
ス
タ
ア
盛
衰
記
」
一
九
五
四
年
六
月

・
座
談
会
「
ト
リ
ッ
ク
映
画
の
楽
屋
裏
」
(
横
山
隆
一

、
円
谷
英
二
、
渡
辺

善
夫
、
横
田
達
之
、
的
場
徹
、
渡
辺
明
)
一
九
五
五
年
八
月

-
双
葉
十
三
郎
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
女
優
時
代
来
る
」
一
九
五
五
年
十
一
月

-
座
談
会
「
ア
フ
ハ
チ
族
の
大
呆
送
」
(
三
木
鮎
郎
、
小
野
田
勇
、
キ
ノ
ト
l

ル
、
千
葉
信
男
、
三
木
の
り
平
)
一
九
五
六
年
一
月

・
「
オ
ト
を
つ
く
る
人
た
ち
」
(
飯
沢
匡
、
江
口
高
男
、
加
納
米
て
吉
田
貢
、

岩
淵
東
洋
男
)
一
九
五
六
年
三
月

-
座
談
会
「
フ
ィ
ル
ム
の
陰
に
踊
る
人
た
ち
」
(
中
村
倍
也
、
井
上
和
男
、

牛
原
陽
て
西
岡
豊
、
梨
岡
元
)
一
九
五
六
年
六
月

凶
一
九
四
九
年
二
月
に
は

「
火
宅
」
が
劇
作
家
矢
代
静
一
の
助
力
に
よ
り
俳

優
座
創
作
劇
研
究
会
に
よ
っ
て
上
演
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
、
「
聖
女
」
が
一

九
四
九
年
十
二
月
に
劇
団
制
作
劇
場
の
第
三
回
実
験
室
公
演
、
「
灯
台
」
が

一
九
四
九
年
十
二
月
に
大
阪
放
送
劇
団
と
関
西
実
験
劇
場
に
よ
る
第
四
回
公

演
と
翌
年
二
月
に
俳
優
座
創
作
劇
研
究
会
に
よ
る
上
演
、
一
九
五
O
年
九
月

に
「
魔
神
礼
拝
」
が
劇
団
北
陸
新
協
、
同
年
十
二
月
「
近
代
能
楽
集
部
都
」

が
テ
ア
ト
ロ
・
ト
フ
ン
、
同
月
に
同
じ
く
「
郎
郭
」
を
文
学
座
が
ア
ト
リ
エ

公
演
。

一
九
四
六
年
頃
か
ら
は
矢
代
静
一
を
通
し
て
若
手
演
劇
人
と
の
交
流

も
盛
ん
に
な
り
、
文
学
座
や
俳
優
座
に
も
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

日

三
島
が
出
演
し
た
N
H
K
テ
レ
ビ
の
番
組
「
会
い
た
い
人
」
は
一
九
五
三

年
四
月
十
九
日
午
後
八
時
三
十
五
分
か
ら
放
送
さ
れ
た
。

N
H
K
の
テ
レ
ビ

放
送
は
同
年
二
月
に
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
o

m
牧
定
忠
「
空
前
の
バ
レ
エ
ば
や
り
」

『朝
日
新
聞

九
五
一
年
三
月
四
日

げ

三
島
由
紀
夫
「
芸
術
ば
や
り
風
俗
時
評
」

『週
刊
家
庭
朝
日
』
一

九
五

=
一
年
十
一
月
二
十
九
日
、
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
第
二
十
八
巻
』
新
潮

社
、
二

O
O
三
年
三
月
、
四
十
四

1
四
十
五
頁

日
目
拙
稿
「
戦
争
の
記
憶
の
行
方
「
足
の
星
座
」
か
ら
「
英
霊
の
芦
」
へ
」

『
三
島
由
紀
夫
研
究
』
第
十
五
号
、
二
O
一
五
年
三
月
、
百
十
一

1
百
十
七

頁ω
遠
藤
周
作
、
小
島
信
夫
、
庄
野
潤
三
、
安
岡
章
太
郎
、
吉
行
淳
之
介
「
座

談
会
文
学
と
資
質
」
「
群
像
』

一
九
六
五
年
七
月

却
武
内
佳
代
「
三
島
由
紀
夫
と

「女
性
自
身
』

三

島
流
手
紙
講
座
は
い
か

が
?
」
『
日
本
古
書
通
信
』
二

O
二
一
年
十

一
月
、
六
頁 東

京
版

朝
刊
』
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※
三
島
由
紀
夫
作
品
本
文
の
引
用
は
「
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
(
新
潮
社
)

に
拠
っ
た
。
な
お
、
引
用
に
際
し
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

※
本
稿
は
第
四
十
七
回
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
研
究
発
表
会
(
二

O
二
二
年
五
月
八
日
)
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
会
場
で
教
示
を

賜
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
な
か
も
と
・
さ
お
り
)


