




大
阪
の
反
逆
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将
棋
の
升
田
七
段
が
木
村
名
人
に
三
連
勝
以
来
︑
大
阪
の
反
逆

と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
︑
時
々
新
聞
雑
誌
に
現
わ
れ
は
じ
め
た
︒

将
棋
の
こ
と
は
門
外
漢
だ
が
︑
升
田
七
段
の
攻
撃
速
度
は
迅
速
意

外
で
︑
従
来
の
定
跡
が
手
お
く
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
︵
時
事
新
報
︶

の
だ
そ
う
で
︑
新
手
の
対
策
を
生
み
だ
さ
ぬ
か
ぎ
り
︑
こ
の
攻
撃

速
度
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
︑
と
い
う
︒
新
た
な
る

も
の
に
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
過
大
評
価
は
見
な
れ
て
い
る

こ
と
だ
か
ら
︑
私
は
必
ず
し
も
こ
の
評
判
を
鵜
の
み
に
は
し
な
い

う
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が
︑
伝
統
の
否
定
︑
将
棋
の
場
合
で
は
定
跡
の
否
定
︑
升
田
七
段

そ
の
人
を
別
に
︑
漠
然
た
る
時
代
的
な
翹
望
が
動
き
だ
し
て
い

ぎ
ょ
う
ぼ
う

る
よ
う
な
気
が
す
る
︒

織
田
作
之
助
の
二
流
文
学
論
や
可
能
性
の
文
学
な
ど
に
も
︑
彼

の
本
質
的
な
文
学
理
論
と
同
時
に
︑
こ
の
時
代
的
な
翹
望
と
の
関

聯
が
理
論
を
交
え
る
一
つ
の
情
熱
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒織

田
は
坂
田
八
段
の
﹁
銀
が
泣
い
て
る
﹂
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
が
︑
私
は
︑
最
初
の
一
手
に
端
歩
を
つ
い
た
と
い
う
衒
気
の
方

げ
ん
き

が
お
も
し
ろ
い
︒
第
一
局
に
負
け
て
︑
第
二
局
で
︑
ま
た
懲
り
も
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せ
ず
︑
端
歩
を
つ
い
た
と
い
う
馬
鹿
な
意
地
が
お
も
し
ろ
い
︒

私
は
い
つ
か
木
村
名
人
が
双
葉
山
を
評
し
て
︑
将
棋
で
は
序
盤

に
位
負
け
す
る
と
最
後
ま
で
押
さ
れ
て
負
け
て
し
ま
う
︒
名
人
だ

な
ど
と
言
っ
て
も
序
盤
で
立
ち
お
く
れ
て
は
そ
れ
ま
で
で
︑
立
ち

上
り
に
位
を
制
す
る
こ
と
が
技
術
の
一
つ
で
も
あ
り
名
人
た
る
の

力
量
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
︑
双
葉
の
ご
と
く
︑
敵
の
声
で
立
ち
上

り
︑
敵
に
立
ち
上
り
の
優
位
を
与
え
る
の
が
横
綱
た
る
の
貫
禄
だ

と
い
う
考
え
方
は
ど
う
か
と
思
う
︑と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
︒

序
盤
の
優
位
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
ぬ
坂
田
八
段
で
は
な
か
ろ

う
け
れ
ど
も
︑
第
一
手
に
端
歩
を
突
い
た
と
い
う
こ
と
は
︑
自
信
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の
表
わ
れ
に
し
て
も
軽
率
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
︒
私
は
木
村
名

人
の
心
構
え
の
方
が
︑
当
然
で
あ
り
︑
近
代
的
で
あ
り
︑
実
質
的

に
優
位
に
立
つ
思
想
だ
と
思
う
か
ら
︑
坂
田
八
段
は
負
け
る
べ
き

人
で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
︒
坂
田
八
段
の
奔
放
な
力
将
棋
に
は
︑

近
代
を
納
得
さ
せ
る
合
理
性
が
欠
け
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

事
実
に
お
い
て
︑
そ
の
内
容
︵
力
量
︶
も
貧
困
で
あ
っ
た
と
私
は

思
う
︒
第
一
手
に
端
歩
を
つ
く
な
ど
と
い
う
の
は
馬
鹿
げ
た
こ
と

だ
︒伝

統
の
否
定
と
い
う
も
の
は
︑
実
際
の
内
容
の
優
位
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
︑
コ
ケ
オ
ド
シ
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
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い
︒し

か
し
︑そ
の
こ
と
と
は
別
に
私
が
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
は
︑

八
段
と
も
あ
ろ
う
達
人
が
︑
端
歩
を
つ
い
た
と
い
う
こ
と
の
衒
気

で
あ
る
︒

フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
な
ど
︑ず
い
ぶ
ん
衒
気
が
横
溢
し
て
お
り
︑

お
う
い
つ

見
世
物
み
た
い
な
服
装
で
社
交
界
に
乗
り
こ
む
バ
ル
ザ
ッ
ク
先

生
︑屋
根
裏
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
先
生
で
も
︑シ
ャ
ツ
だ
け
は
毎
日
垢あ

か

の
つ
か
な
い
純
白
な
も
の
を
着
る
の
を
ひ
け
ら
か
し
て
い
た
と
い

う
が
︑
こ
れ
も
一
つ
の
衒
気
で
あ
り
︑
現
実
の
低
さ
か
ら
魂
の
位

を
高
め
る
魔
術
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
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藤
田
嗣
治
は
オ
カ
ッ
パ
頭
で
ま
ず
人
目
を
惹
く
こ
と
に
よ
っ
て

つ
ぐ
じ

ひ

パ
リ
人
士
の
注
目
を
あ
つ
め
る
方
策
を
用
い
た
と
い
う
が
︑
そ
の

魂
胆
に
よ
っ
て
芸
術
が
毒
さ
れ
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
は
︑
か
か

る
魂
胆
は
軽
蔑
さ
る
べ
き
理
由
は
な
い
︒
人
間
の
現
身
な
ど
は
タ

う
つ
し
み

カ
の
知
れ
た
も
の
だ
︒
深
刻
ぶ
ろ
う
と
︑
茶
化
そ
う
と
︑
芸
術
家

は
芸
術
自
体
だ
け
が
問
題
で
は
な
い
か
︒
誰
だ
っ
て
︑
無
名
よ
り

は
有
名
が
よ
か
ろ
う
︑
金
の
な
い
よ
り
︑
あ
る
方
が
よ
い
︒
も
っ

と
も
︑
有
名
に
な
り
︑
金
を
握
っ
て
み
て
︑
そ
の
馬
鹿
ら
し
さ
に

ウ
ン
ザ
リ
し
た
と
い
う
な
ら
︑そ
れ
も
そ
れ
で
結
構
だ
け
れ
ど
も
︑

み
ず
か
ら
落
伍
者
で
甘
ん
じ
る
︑
た
だ
仕
事
だ
け
残
せ
ば
い
い
と
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い
う
︑
そ
の
孤
独
な
生
活
に
よ
っ
て
仕
事
自
体
が
純
粋
高
尚
で
あ

り
得
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
︒

現
世
的
に
俗
悪
で
あ
っ
て
も
︑
仕
事
が
不
純
で
な
く
︑
傑
れ
た

す
ぐ

も
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
の
で
︑
日
本
の
従
来
の
考
え

方
の
ご
と
く
︑
シ
カ
メ
ッ
面
を
し
て
︑
苦
吟
し
て
︑
そ
う
し
な
け

れ
ば
傑
作
が
生
れ
な
い
よ
う
な
考
え
方
の
方
が
バ
カ
げ
て
い
る
の

だ
︒
清
貧
に
甘
ん
じ
る
と
か
︑
困
苦
欠
乏
に
た
え
︑
オ
カ
ユ
を
す

す
っ
て
精
進
す
る
と
か
︑
そ
れ
が
傑
作
を
生
む
条
件
だ
っ
た
り
︑

作
家
と
作
品
を
神
聖
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
︑
浅
は
か
な
迷
信
で

あ
り
︑
通
俗
的
な
信
仰
で
あ
り
す
ぎ
る
︒
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こ
う
い
う
日
本
的
迷
信
に
対
し
て
反
逆
し
得
る
文
化
的
地
盤

は
︑
た
し
か
に
大
阪
の
市
民
性
に
最
も
豊
富
に
あ
る
よ
う
だ
︒

京
都
で
火
の
会
の
講
演
が
あ
っ
た
と
き
︑
織
田
は
客
席
の
燈
を

消
さ
せ
︑
壇
上
の
自
分
に
だ
け
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
さ
せ
︑

蒼
白
な
顔
に
長
髪
を
額
に
た
ら
し
て
光
の
中
を
歩
き
廻
り
な
が

ら
︑
二
流
文
学
論
を
一
席
や
っ
た
と
い
う
︒

こ
う
い
う
織
田
の
衒
気
を
笑
う
人
は
︑
芸
術
に
つ
い
て
ほ
ん
と

う
の
心
構
え
の
な
い
人
だ
ろ
う
︒
笑
わ
れ
る
織
田
は
い
っ
こ
う
に

軽
薄
で
は
な
く
︑
笑
う
人
の
方
が
軽
薄
な
の
で
︑
深
刻
ヅ
ラ
を
し

な
け
れ
ば
︑
自
分
を
支
え
る
自
信
の
も
て
な
い
贋
芸
術
の
重
み
に

に
せ
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よ
た
よ
た
し
て
い
る
だ
け
だ
︒

先
ご
ろ
︑
織
田
と
太
宰
と
平
野
謙
と
私
と
の
座
談
会
が
あ
っ
た

と
き
︑
織
田
が
二
時
間
遅
刻
し
た
の
で
︑
太
宰
と
私
は
酒
を
の
ん

で
座
談
会
の
始
ま
る
前
に
泥
酔
す
る
と
い
う
奇
妙
な
座
談
会
で
あ

っ
た
が
︑
速
記
が
最
後
に
私
の
と
こ
ろ
へ
送
ら
れ
て
き
た
の
で
︑

読
ん
で
み
る
と
︑
織
田
の
手
の
入
れ
方
が
変
わ
っ
て
い
る
︒

だ
い
た
い
座
談
会
の
速
記
に
手
を
入
れ
る
の
は
︑
自
分
の
言
葉

の
言
い
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
︑
意
味
の
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
を
補

ふ
め
い
り
ょ
う

足
修
繕
す
る
の
が
目
的
な
の
だ
が
︑
織
田
は
そ
の
ほ
か
に
︑
全
然

言
わ
な
か
っ
た
無
駄
な
言
葉
を
書
き
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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そ
れ
を
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
分
が
悧
巧
に
見
え
る

ど
こ
ろ
か
︑
バ
カ
に
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
ほ
か
の
人
が
引
立

っ
て
︑
自
分
が
バ
カ
に
見
え
る
︒
か
と
思
う
と
︑
ほ
か
の
人
が
バ

カ
に
見
え
て
自
分
が
引
立
つ
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑

そ
れ
が
織
田
の
目
的
で
は
な
い
の
で
︑
織
田
の
狙
い
は
︑
純
一
に
︑

読
者
を
お
も
し
ろ
が
ら
せ
る
︑と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
︒

だ
か
ら
︑
こ
の
書
き
加
え
は
︑
文
学
の
本
質
的
な
理
論
に
ふ
れ
た

も
の
で
は
な
く
︑
た
だ
世
俗
的
な
お
も
し
ろ
さ
︑
興
味
︑
読
者
が

笑
う
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
︑
そ
う
い
う
効
果
を
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
︒
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理
論
は
理
論
で
ち
ゃ
ん
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
そ
の
合
い

の
手
に
時
々
読
者
を
笑
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
理
論

自
体
が
軽
薄
に
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
︑
ち
よ
っ
と

一
行
加
筆
し
て
読
者
を
よ
ろ
こ
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
︑
加

筆
し
て
悪
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
︒

織
田
の
こ
の
徹
底
し
た
戯
作
根
性
は
見
上
げ
た
も
の
だ
︒
永
井

荷
風
先
生
な
ど
︑
み
ず
か
ら
戯
作
者
を
号
し
て
い
る
が
︑
お
よ
そ

か
か
る
戯
作
者
の
真
骨
頂
た
る
根
性
は
そ
の
魂
に
そ
な
わ
っ
て
は

お
ら
ぬ
︒
濹
東
綺
譚
に
お
け
る
︑
他
の
低
さ
︑
俗
を
笑
い
︑
み
ず

ぼ
く
と
う
き
だ
ん

か
ら
を
高
し
と
す
る
︑
そ
れ
が
荷
風
の
精
神
で
あ
り
︑
彼
は
戯
作
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者
を
衒
い
︑
戯
作
者
を
冒
瀆
す
る
俗
人
で
あ
り
︑
す
な
わ
ち
み
ず

て
ら

ぼ
う
と
く

か
ら
高
し
と
す
る
と
こ
ろ
に
文
学
の
境
地
は
あ
り
得
な
い
︒
な
ぜ

な
ら
︑
文
学
は
︑
自
分
を
通
し
て
︑
全
人
間
の
も
の
で
あ
り
︑
全

人
間
の
苦
悩
な
の
だ
か
ら
︒

江
戸
の
精
神
︑
江
戸
趣
味
と
称
す
る
通
人
の
魂
の
型
は
お
お
む

ね
荷
風
の
流
義
で
︑
俗
を
笑
い
︑
古
き
を
尊
び
懐
し
ん
で
新
し

な
つ
か

き
も
の
を
軽
薄
と
し
︑
自
分
の
み
を
高
し
と
す
る
︒
新
し
き
も
の

を
憎
む
の
は
た
だ
そ
の
古
き
に
似
ざ
る
が
た
め
で
あ
っ
て
︑
物
の

実
質
的
な
内
容
に
つ
い
て
理
解
す
べ
く
努
力
し
︑
よ
り
高
き
真
実

を
も
と
め
る
根
柢
の
生
き
方
︑
あ
こ
が
れ
が
欠
け
て
い
る
︒
こ
れ
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の
卑
小
を
省
み
る
根
柢
的
な
謙
虚
さ
が
欠
け
て
い
る
の
だ
︒
わ
が

環
境
を
盲
信
的
に
正
義
と
断
ず
る
偏
執
的
な
片
意
地
を
︑
そ
の
狂

信
的
な
頑
迷
固
牢
さ
の
ゆ
え
に
純
粋
と
見
︑
高
貴
︑
非
俗
な
る
も

が
ん
め
い
こ
ろ
う

の
と
み
ず
か
ら
潜
思
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
︑
わ
が
身
の
ほ
ど
に

思
い
至
ら
ず
︑
み
ず
か
ら
高
し
と
す
る
だ
け
悪
臭
芬
々
た
る
俗
物

ふ
ん
ぷ
ん

と
申
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

大
阪
の
市
民
性
に
は
か
か
る
江
戸
的
通
念
に
対
し
て
本
質
的
に

あ
べ
こ
べ
の
気
質
的
地
盤
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
江
戸
趣
味
に
お

い
て
は
軽
蔑
せ
ら
れ
る
成
金
趣
味
が
大
阪
に
お
い
て
は
そ
れ
が
人

の
子
の
当
然
な
る
発
露
と
し
て
謳
歌
せ
ら
れ
る
た
ぐ
い
で
あ
っ

お
う
か
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て
︑
人
間
の
気
質
の
俗
悪
の
面
が
は
な
は
だ
素
直
に
許
容
せ
ら
れ

て
い
る
︒

織
田
が
革
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
て
︑
額
に
毛
を
た
ら
し
て
︑
人

前
で
腕
を
ま
く
り
あ
げ
て
ヒ
ロ
ポ
ン
の
注
射
を
す
る
︑
客
席
の
燈

を
消
し
て
一
人
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
中
で
二
流
文
学
を
論
ず
る
︑

こ
れ
を
称
し
て
人
々
は
ハ
ッ
タ
リ
と
称
す
る
け
れ
ど
も
︑
こ
う
い

う
こ
と
を
ハ
ッ
タ
リ
の
一
語
で
片
づ
け
て
小
さ
な
カ
ラ
の
中
に
み

ず
か
ら
正
義
深
刻
め
か
そ
う
と
す
る
日
本
的
生
活
の
あ
り
方
︑
そ

の
卑
小
さ
が
私
は
む
し
ろ
侘
び
し
く
︑
哀
れ
悲
し
む
べ
き
俗
物
的

わ

潔
癖
性
で
あ
る
と
思
う
が
如
何
︒

い
か
ん
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む
し
ろ
か
か
る
生
活
上
の
精
力
的
な
︑発
散
的
な
型
に
よ
っ
て
︑

芸
術
自
体
に
お
い
て
は
逆
に
沈
潜
的
な
結
晶
を
深
め
う
る
可
能
性

す
ら
あ
る
で
は
な
い
か
︒
生
活
力
の
幅
の
広
さ
︑
発
散
の
大
き
さ
︑

そ
れ
は
ま
た
文
学
自
体
の
ス
ケ
ー
ル
を
ひ
ろ
げ
る
基
本
的
な
も
の

で
は
な
い
か
︒

文
学
は
︑
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
い

か
に
生
く
べ
き
か
で
あ
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
文
学
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑
哲
学
も
宗
教
も
そ
う
で
あ
り
︑
否
︑
す
べ

て
人
間
誰
し
も
が
︑
お
の
お
の
い
か
に
生
く
べ
き
か
︑
よ
り
よ
き

生
き
方
を
も
と
め
て
や
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
ゆ
え
︑
そ
の
人
間
の
も
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の
で
あ
る
文
学
も
ま
た
︑
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
だ
け
の
話
で

あ
る
︒
し
か
し
文
学
は
︑
た
だ
単
純
に
思
想
で
は
な
く
︑
読
み
物
︑

物
語
で
あ
り
︑
同
時
に
娯
楽
の
性
質
を
帯
び
︑
そ
こ
に
哲
学
や
宗

教
と
の
根
柢
的
な
差
異
が
あ
る
︒

思
う
に
文
学
の
魅
力
は
︑
思
想
家
が
そ
の
思
想
を
伝
え
る
た
め

に
物
語
の
形
式
を
か
り
て
く
る
の
で
な
し
に
︑
物
語
の
形
式
で
し

か
そ
の
思
想
を
述
べ
得
な
い
資
質
的
な
芸
人
の
特
技
に
属
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
︒

小
説
に
お
も
し
ろ
さ
は
不
可
欠
の
要
件
だ
︒
そ
れ
が
小
説
の
狙

い
で
な
く
目
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
な
く
し
て
小
説
は
ま
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た
あ
り
得
ぬ
も
の
で
︑
文
学
に
は
︑
本
質
的
な
戯
作
性
が
必
要
不

可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
い
る
︒

我
々
文
士
は
諸
君
に
お
説
教
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
解
説

を
し
て
い
る
の
で
も
な
い
︒
た
だ
人
間
の
苦
悩
を
語
っ
て
い
る
だ

け
だ
︒
思
想
と
し
て
で
な
し
に
︑
物
語
と
し
て
︑
節
お
も
し
ろ
く
︑

読
者
の
理
智
の
み
で
は
な
く
︑
情
意
も
感
傷
も
︑
読
者
の
人
間
た

る
容
積
の
機
能
に
訴
え
る
形
式
と
技
術
と
に
よ
っ
て
︒
文
士
は
常

に
︑
人
間
探
求
の
思
想
家
た
る
面
と
︑
物
語
の
技
術
に
よ
っ
て
訴

え
る
戯
作
者
の
面
と
︑二
つ
の
も
の
が
並
立
し
て
存
立
す
る
も
の
︑

二
つ
の
調
和
が
お
の
ず
か
ら
行
な
わ
れ
︑
常
に
二
つ
の
不
可
分
の
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活
動
に
よ
り
思
想
を
戯
作
の
形
に
お
い
て
正
し
く
表
現
し
う
る
こ

と
し
か
知
ら
な
い
と
こ
ろ
の
︑
つ
ま
り
は
根
柢
的
な
戯
作
者
た
る

こ
と
を
必
要
と
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う

こ
と
は
︑
万
人
の
当
然
な
る
態
度
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
︒

し
か
し
単
な
る
読
み
物
の
お
も
し
ろ
さ
の
み
で
は
文
学
で
あ
り

得
な
い
の
も
当
然
だ
︒
人
性
に
対
す
る
省
察
の
深
さ
︑
思
想
の
深

さ
︑
そ
れ
は
文
学
の
決
定
的
な
本
質
で
あ
る
が
︑
そ
れ
と
戯
作
者

た
る
こ
と
と
︑
牴
触
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
文

て
い
し
ょ
く

学
の
真
実
の
相
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
我
々
の
周
囲
に
は

思
想
の
な
い
読
物
が
多
す
ぎ
る
︒
読
物
は
文
学
で
は
な
い
︒
と
こ
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ろ
が
︑
日
本
で
は
︑
読
物
が
文
学
と
し
て
通
用
し
て
い
る
の
だ
か

ら
︑
私
が
戯
作
者
と
い
う
の
を
︑
単
な
る
読
物
作
家
と
混
同
し
た

り
︑
時
に
は
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
俗
な
魂
を
指
し
て
い
る
の
か
と

疑
ぐ
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
始
末
で
あ
る
︒

文
学
者
が
戯
作
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
︑
そ
の
戯
作
者

に
特
別
な
意
味
が
あ
る
の
は
︑
小
説
家
の
内
部
に
思
想
家
と
戯
作

者
と
同
時
に
存
し
て
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
︑
日
本
文

学
が
下
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
戯
作
者
の
自
覚
が
欠
け
て
い
る
か
ら

だ
︒
戯
作
者
で
あ
る
こ
と
が
︑
文
学
の
尊
厳
を
冒
瀆
す
る
も
の
で

あ
る
が
ご
と
く
に
考
え
る
︒
実
は
︑
あ
べ
こ
べ
だ
︒
彼
ら
の
思
想
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性
が
稀
薄
で
あ
り
︑真
実
血
肉
の
思
想
を
自
覚
し
て
い
な
い
か
ら
︑

戯
作
者
の
自
覚
も
あ
り
得
な
い
︒
戯
作
者
と
い
う
低
さ
の
自
覚
に

よ
っ
て
︑
思
想
性
ま
で
低
め
ら
れ
卑
し
め
ら
れ
羞
め
ら
れ
る
が

は
ず
か
し

ご
と
く
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
志
賀
直
哉
の
文
学
態
度
な
ど
が
真
摯
︑
高
貴
な
も
の
と

し
ん
し

考
え
ら
れ
て
疑
ぐ
る
こ
と
ま
で
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
︑
あ

そ
こ
に
は
戯
作
性
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
︑
つ
ま
り
ロ
マ
ン
的
性

格
の
欠
如
︑
表
向
き
そ
う
見
え
る
こ
と
が
︑
実
は
志
賀
文
学
の
思

想
性
に
本
質
的
な
限
定
が
加
え
ら
れ
歪
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も

あ
る
の
を
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
︒
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志
賀
直
哉
の
態
度
が
マ
ジ
メ
で
あ
る
と
い
う
︒
悩
ん
で
い
る
と

い
う
︒
か
り
そ
め
に
も
思
想
を
遊
ん
で
い
な
い
と
い
う
︒
し
か
し
︑

そ
う
い
う
態
度
は
思
想
自
体
の
深
度
俗
否
と
か
か
わ
り
は
な
い
︒

態
度
が
マ
ジ
メ
だ
っ
て
︑
い
く
ら
当
人
が
悩
ん
で
み
た
っ
て
︑
下

ら
な
い
思
想
は
下
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
志
賀
文
学
で
は
︑
態
度
が

マ
ジ
メ
で
あ
る
こ
と
が
︑
思
想
の
正
し
さ
の
裏
打
ち
で
︑
悩
む
こ

と
が
生
き
方
の
正
し
さ
の
裏
打
ち
で
︑
だ
か
ら
こ
の
思
想
︑
こ
の

小
説
は
ホ
ン
モ
ノ
だ
と
い
う
︒
文
学
の
思
想
性
を
骨
董
品
の
鑑
定

こ
っ
と
う

の
よ
う
な
ホ
ン
モ
ノ
︑
ニ
セ
モ
ノ
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
︒
お
ま

け
に
︑
な
ぜ
ホ
ン
モ
ノ
で
あ
る
か
と
い
え
ば
︑
飛
躍
が
な
く
︑
戯
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作
物
が
な
く
︑
文
章
自
体
が
遊
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
作
者
が
そ

の
心
を
率
直
に
︵
実
は
率
直
ら
し
く
な
の
だ
が
︶
述
べ
て
い
る
こ

と
︑
そ
れ
だ
け
の
素
朴
な
原
理
だ
︒

作
者
が
悩
ん
で
い
る
か
ら
︑
思
想
が
ま
た
文
学
が
真
実
だ
︒
態

度
が
マ
ジ
メ
だ
か
ら
︑
ま
た
︑
率
直
に
真
実
を
の
べ
て
い
る
か
ら
︑

思
想
が
ま
た
文
学
が
真
実
だ
と
い
う
︒
こ
れ
は
不
当
な
ま
た
乱
暴

な
︑
限
定
で
は
な
い
か
︒
素
朴
き
わ
ま
る
限
定
だ
︒

俺
が
︑
こ
う
思
っ
た
︒
こ
う
生
活
し
た
︒
偽
り
の
な
い
実
感
に

み
ち
た
生
活
だ
︑
と
い
う
︒
そ
う
い
う
真
実
性
は
思
想
の
深
さ
と

は
何
の
関
係
も
な
い
︒
い
く
ら
深
刻
に
悩
ん
だ
と
こ
ろ
で
︑
下
ら
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ぬ
悩
み
は
下
ら
な
い
も
の
で
︑
そ
れ
が
文
学
の
思
想
の
深
さ
を
意

味
す
る
は
ず
は
な
く
︑
む
し
ろ
逆
に
︑
文
学
の
思
想
性
と
い
う
も

の
を
そ
う
い
う
限
定
に
よ
っ
て
断
ち
き
っ
て
疑
ぐ
る
こ
と
を
知
ら

な
い
と
こ
ろ
に
︑
思
想
性
の
本
質
的
な
欠
如
︑
こ
の
作
者
の
生
き

方
の
ま
た
文
学
の
根
本
的
な
偽
瞞
が
あ
る
︒
浅
さ
が
あ
る
︒

志
賀
直
哉
は
本
質
的
に
戯
作
者
を
自
覚
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

作
者
で
︑
戯
作
者
の
自
覚
と
並
立
し
う
る
強
力
な
思
想
性
を
も
た

な
い
の
だ
︒
こ
う
い
う
俗
悪
︑
無
思
想
な
︑
芸
の
な
い
退
屈
千
万

な
読
物
が
純
文
学
の
ほ
ん
と
う
の
物
だ
と
思
わ
れ
︑
文
学
の
神
様

な
ど
と
言
わ
れ
︑
な
る
ほ
ど
こ
れ
だ
っ
た
ら
一
応
文
章
の
修
練
だ
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け
で
︑
マ
ネ
が
で
き
る
︑
ほ
ん
と
の
生
活
を
あ
り
の
ま
ま
書
け
ば

文
学
だ
と
い
う
︑
た
か
が
小
手
先
の
複
写
だ
か
ら
︑
実
に
日
本
文

学
は
た
だ
大
人
の
作
文
と
な
り
︑
な
さ
け
な
い
退
化
︑
堕
落
を
し

て
し
ま
っ
た
︒

た
だ
生
活
を
書
く
と
い
う
︑
こ
の
素
朴
︑
無
思
想
の
真
実
︑
文

章
上
の
骨
董
的
な
ホ
ン
モ
ノ
性
︑こ
れ
は
作
文
の
世
界
で
あ
っ
て
︑

文
学
と
は
根
本
的
に
違
う
︒
つ
ま
り
日
本
文
学
に
は
文
学
な
ら
ざ

る
読
物
の
流
行
と
同
時
に
︑さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
は
な
は
だ
し
く
︑

読
物
で
す
ら
も
な
い
作
文
が
文
学
の
ご
と
く
に
流
行
横
行
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
戯
作
性
の
欠
如
が
同
時
に
思
想
性
の
欠
如
で
あ
っ
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た
︒
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
欠
点
を
さ
と
ら
ず
に
︑
逆
に
戯
作
性
を

否
定
し
︑作
者
の
深
刻
め
か
し
た
苦
悶
の
露
出
が
誠
実
な
る
も
の
︑

モ
ラ
ル
だ
と
い
う
︒
か
く
し
て
︑
み
じ
め
千
万
な
深
刻
づ
ら
を
ひ

け
ら
か
し
た
り
︑
さ
り
げ
な
く
と
り
す
ま
し
た
私
小
説
の
ハ
ン
ラ

ン
と
な
っ
て
︑作
家
精
神
は
無
慙
に
去
勢
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒

織
田
が
可
能
性
の
文
学
と
い
う
︒
別
に
目
新
し
い
論
議
で
は
な

い
︒
実
は
あ
ま
り
に
も
初
歩
的
な
︑
当
然
き
わ
ま
る
こ
と
な
の
で
︑

文
学
は
現
実
の
複
写
で
は
な
い
と
い
う
︑
紙
の
上
の
実
在
に
す
ぎ

な
い
の
だ
か
ら
︑
そ
の
意
味
で
は
嘘
の
人
生
だ
け
れ
ど
も
︑
か
か

る
嘘
︑
可
能
性
の
中
に
文
学
本
来
の
生
命
が
あ
る
︑
と
い
う
︒
文
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学
は
人
性
を
探
す
も
の
︑
よ
り
よ
き
人
生
を
も
と
め
る
も
の
な
の

だ
か
ら
︑
可
能
性
の
中
に
文
学
上
の
人
生
が
展
開
し
て
行
く
の
は

当
然
な
こ
と
で
︑
単
な
る
過
去
の
複
写
の
ご
と
き
は
作
文
で
あ
る

に
す
ぎ
ず
︑
文
学
は
常
に
未
来
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
未
来
に

向
け
て
定
着
せ
ら
れ
た
作
家
の
目
︑
生
き
方
の
構
え
が
︑
過
去
に

レ
ン
ズ
を
合
わ
せ
た
と
き
に
︑
始
め
て
過
去
が
文
学
的
に
再
生
せ

ら
れ
る
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
︒

大
阪
の
性
格
は
気
質
的
に
商
人
で
︑
文
学
的
に
は
戯
作
者
の
型

が
お
の
ず
か
ら
育
つ
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
︑
日
本
文
学
の
誠

実
ぶ
っ
た
贋
物
の
道
徳
性
︑
無
思
想
性
に
︑
大
阪
の
地
盤
か
ら
戯
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作
者
的
な
反
逆
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

し
か
し
︑
大
阪
的
な
反
逆
と
い
う
の
は
︑
ま
こ
と
に
も
っ
と
も

な
よ
う
で
︑
し
か
し
︑
実
際
は
意
味
を
な
さ
な
い
︒
と
も
か
く
大

阪
と
い
う
と
こ
ろ
は
︑
東
京
と
対
立
し
う
る
唯
一
の
大
都
市
で
︑

同
時
に
何
百
年
来
の
独
自
な
文
化
を
も
っ
て
い
る
︒
お
ま
け
に
︑

そ
の
文
化
が
気
質
的
に
東
京
と
対
立
し
て
︑
東
京
が
保
守
的
で
あ

る
と
す
れ
ば
︑
大
阪
は
と
も
か
く
進
歩
的
で
︑
東
京
に
懐
古
型
の

通
と
か
粋
と
い
う
も
の
が
正
統
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
大
阪
は
新
型

好
み
の
オ
ッ
チ
ョ
コ
チ
ョ
イ
の
ご
と
く
だ
け
れ
ど
も
︑
実
質
的
な

内
容
を
つ
か
ん
で
お
る
の
で
︑
東
京
の
芸
術
が
職
人
気
質
名
人
気
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質
の
仙
人
的
骨
董
的
神
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
き
︑
大
阪
の
芸
術

は
同
時
に
商
品
で
あ
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
い
る
︒
か
く
の
ご
と

く
に
両
都
市
が
気
質
的
に
も
対
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︑
東
京
へ

の
反
逆
︑
つ
ま
り
日
本
の
在
来
文
化
へ
の
反
逆
が
︑
大
阪
の
名
に

お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
︑
一
応
理
窟
は
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
大
阪
は
︑
た
か
が
一
つ
の
都
市
で
あ
り
︑
一

応
東
京
に
対
立
し
︑
在
来
の
日
本
思
想
の
弱
点
に
気
質
的
な
修
正

を
与
え
う
る
一
部
の
長
所
が
あ
る
に
し
て
も
︑
そ
れ
は
た
だ
そ
の

点
に
つ
い
て
だ
け
で
︑
全
部
が
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
も
な
く
︑
絶

対
の
も
の
で
は
な
い
︒
反
逆
は
絶
対
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
絶
対
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の
地
盤
か
ら
な
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
︑
一
大
阪
の
地
盤
に
よ

っ
て
な
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒

織
田
の
可
能
性
の
文
学
は
︑
た
だ
大
阪
の
地
盤
を
利
用
し
て
︑

自
己
の
論
法
を
展
開
す
る
便
宜
の
具
と
し
て
い
る
ま
で
の
ご
と
く

で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
し
か
し
︑
織
田
の
論
理
の
支
柱
と
な
っ
て
い

る
感
情
は
︑
熱
情
は
︑
東
京
に
対
す
る
大
阪
で
あ
り
︑
織
田
の
反

逆
で
な
し
に
︑
大
阪
の
反
逆
︑
根
柢
に
そ
う
い
う
対
立
の
感
情
的

な
低
さ
が
あ
る
︒

そ
れ
は
彼
の
﹁
可
能
性
の
大
阪
﹂︵
新
生
︶
の
大
阪
の
言
葉
に

お
い
て
歴
然
た
る
も
の
が
あ
っ
て
︑
こ
こ
で
彼
は
大
阪
の
言
葉
を
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可
能
性
に
お
い
て
で
な
し
に
︑
む
し
ろ
大
阪
弁
に
美
を
︑
オ
ル
ソ

ド
ッ
ク
ス
を
信
じ
て
い
る
か
ら
︒

芸
術
は
現
実
の
複
写
で
は
な
い
︑
作
る
べ
き
も
の
︑
紙
上
の
幻

影
︵
実
在
︶
だ
と
い
う
︑
こ
れ
は
鉄
則
で
は
な
い
か
︒
彼
が
︑
人
々

の
作
品
の
大
阪
弁
を
否
定
す
る
の
は
よ
ろ
し
い
が
︑
そ
の
オ
ル
ソ

ド
ッ
ク
ス
を
み
ず
か
ら
の
作
品
に
お
い
て
み
ず
か
ら
作
っ
た
大
阪

弁
に
お
い
て
主
張
せ
ず
︑
実
在
す
る
大
阪
弁
に
見
い
だ
し
主
張
し

て
い
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
︒

文
学
は
紙
上
以
外
に
実
体
を
も
と
め
る
必
要
は
な
い
も
の
だ
︒

谷
崎
が
藤
沢
が
お
の
お
の
の
大
阪
弁
を
つ
く
っ
て
よ
ろ
し
い
の
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で
︑
そ
れ
が
他
の
何
物
か
に
似
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
ど
う

で
も
い
い
︒

織
田
は
志
賀
直
哉
の
﹁
お
殺
し
﹂
と
い
う
言
葉
が
変
だ
と
い
う

が
︑
お
殺
し
が
変
で
は
な
く
︑
使
い
方
が
ヘ
タ
な
の
だ
ろ
う
︒
お

殺
し
な
ど
︑
愛
嬌
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
く
︑
私
は
変
だ
と
思
わ
な

い
し
︑
だ
い
た
い
作
中
人
物
の
言
葉
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
言
葉

自
体
に
イ
ノ
チ
が
あ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
が
そ
れ
を
使
用
す
る

人
物
の
性
格
生
活
と
結
び
つ
い
て
動
き
だ
す
人
間
像
の
一
つ
の
歯

車
と
し
て
︑
イ
ノ
チ
も
綾
も
美
も
色
気
も
こ
も
っ
て
い
る
︒
独
立

あ
や

し
た
言
葉
だ
け
の
美
な
ど
と
い
う
の
は
︑
実
は
作
文
の
領
域
で
︑
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文
学
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

織
田
が
二
流
文
学
と
い
う
と
き
に
は
︑
一
流
文
学
へ
の
ノ
ス
タ

ル
ジ
ヤ
が
あ
る
︒
二
流
な
ど
と
言
っ
て
は
い
か
ぬ
︒
一
流
か
無
流

か
︑
一
流
も
五
流
も
︑
あ
る
必
要
は
な
い
︒

そ
し
て
織
田
は
︑
日
本
の
在
来
文
学
の
歪
め
ら
れ
た
真
実
性
と

い
う
も
の
を
否
定
す
る
に
も
︑文
学
本
来
の
地
盤
か
ら
で
な
し
に
︑

東
京
に
対
す
る
大
阪
の
地
盤
か
ら
︑
そ
う
い
う
地
盤
的
理
性
︑
地

盤
的
感
情
︑
地
盤
的
情
熱
を
支
柱
と
し
て
論
理
を
展
開
し
て
し
ま

っ
た
︒

私
は
先
に
坂
田
八
段
の
端
歩
の
こ
と
を
言
っ
た
︒
こ
れ
は
い
か
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に
も
大
阪
的
だ
︒
し
か
し
︑
大
阪
の
良
さ
で
は
な
く
︑
大
阪
の
悪

さ
だ
︒
少
な
く
と
も
︑
こ
の
場
合
は
︑
大
阪
の
悪
さ
な
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑木
村
名
人
の
序
盤
に
位
負
け
し
て
は
勝
負
に
負
け
る
︑

序
盤
に
位
勝
ち
す
る
こ
と
自
体
が
力
量
の
優
位
な
の
だ
か
ら
︑
と

い
う
オ
ル
ソ
ド
ッ
ク
ス
の
前
で
は
当
然
敗
北
す
べ
き
素
朴
な
ハ
ッ

タ
リ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
︒
木
村
名
人
の
こ
の
心
構
え
は
︑
東

京
の
地
盤
と
は
関
係
が
な
い
︒
こ
れ
は
万
国
万
民
に
遍
在
す
る
た

だ
真
理
の
地
盤
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
︒

私
は
い
わ
ゆ
る
ハ
ッ
タ
リ
と
称
す
る
も
の
を
愛
し
て
い
る
︒
織

田
が
暗
闇
の
壇
上
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
浮
き
あ
が
っ
て
一
席
弁
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じ
た
り
︑
座
談
会
の
速
記
に
た
だ
人
を
お
も
し
ろ
が
ら
せ
る
文
句

を
書
き
こ
ん
だ
り
︑
そ
う
い
う
魂
胆
を
愛
し
て
い
る
︒
だ
が
そ
れ

は
︑
あ
く
ま
で
文
学
本
来
の
生
命
を
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
広
く
深
く

高
め
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
の
発
散
の
効
果
に
よ

っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
文
学
本
来
の
イ
ノ
チ
を
そ
れ
に
よ
っ
て

む
し
ろ
限
定
し
低
く
す
る
な
ら
意
味
が
な
い
︒
坂
田
八
段
の
端
歩

は
︑
ま
さ
し
く
ハ
ッ
タ
リ
に
よ
っ
て
芸
術
自
体
を
限
定
し
低
め
て

し
ま
っ
た
バ
カ
バ
カ
し
い
例
で
あ
り
︑
大
阪
の
長
所
は
こ
こ
に
お

い
て
逆
転
し
︑
最
大
の
悪
さ
と
な
つ
て
い
る
︒
そ
れ
は
大
阪
と
い

う
も
の
の
文
化
的
自
覚
が
︑
真
理
の
場
に
お
い
て
自
立
し
た
も
の
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で
は
な
く
︑
東
京
と
の
対
立
に
お
い
て
自
立
自
覚
せ
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
︑
そ
こ
に
大
阪
の
自
覚
の
ぬ
け
が
た
い
二
流
性
が
存
し
て

い
る
︒
か
か
る
対
立
に
よ
っ
て
自
立
せ
ら
れ
る
も
の
は
︑
対
立
の

対
象
が
一
流
で
あ
れ
何
流
で
あ
れ
︑
本
人
自
体
は
亜
流
の
低
さ
か

ら
︑
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

今
日
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
大
阪
の
反
逆
な
ど
と
い
う
の
は
馬
鹿

げ
て
い
る
︒
反
逆
は
大
阪
の
性
格
︑
大
阪
の
伝
統
の
ご
と
き
も
の

に
よ
っ
て
︑
な
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒
文
学
は
文
学
本
来
の

立
場
に
よ
っ
て
の
み
反
逆
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

織
田
は
悲
し
い
男
で
あ
っ
た
︒
彼
は
あ
ま
り
に
も
︑
ふ
る
さ
と
︑
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大
阪
を
意
識
し
す
ぎ
た
の
で
あ
る
︒
あ
り
あ
ま
る
才
能
を
持
ち
な

が
ら
︑
大
阪
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
彼
は
坂
田
八
段
の
端
歩

を
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

だ
が
我
々
は
織
田
か
ら
学
ぶ
べ
き
大
き
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い

る
︒
そ
れ
は
彼
の
戯
作
者
根
性
と
い
う
こ
と
だ
︒
読
者
を
お
も
し

ろ
が
ら
せ
よ
う
と
い
う
こ
の
徹
底
し
た
根
性
は
︑
日
本
文
学
に
こ

れ
ほ
ど
重
大
な
暗
示
で
あ
っ
た
も
の
は
近
ご
ろ
例
が
な
い
の
だ

が
︑
壇
上
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
織
田
作
は
神
聖
な
る
俗
物
ば
ら

か
ら
嘲
笑
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒

ま
さ
し
く
日
本
文
学
に
と
っ
て
は
︑
大
阪
の
商
人
気
質
︑
実
質
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主
義
の
オ
ッ
チ
ョ
コ
チ
ョ
イ
が
必
要
な
の
だ
︒
文
学
本
来
の
本
質

た
る
厳
た
る
思
想
性
の
自
覚
と
同
時
に
︑
徹
底
的
に
オ
ッ
チ
ョ
コ

チ
ョ
イ
な
戯
作
者
根
性
が
必
要
な
の
だ
︒
か
か
る
戯
作
者
根
性
が

日
本
文
学
に
許
容
せ
ら
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
が
︑
思
想
性
の

稀
薄
自
体
に
あ
り
︑
思
想
に
対
す
る
自
覚
自
信
の
欠
如
︑
す
な
わ

ち
そ
の
無
思
想
性
に
よ
っ
て
︑
戯
作
者
の
許
容
を
拒
否
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
︒
鼻
唄
を
う
た
い
な
が
ら
文
学
を
書
い
て
は
い
け
な

く
︑
シ
カ
メ
ッ
面
を
し
て
シ
カ
メ
ッ
面
を
し
か
書
く
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

我
々
が
日
常
諸
方
に
人
々
か
ら
同
じ
こ
と
を
や
ら
れ
て
ウ
ン
ザ
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リ
す
る
の
は
︑﹁
私
の
身
の
上
話
は
小
説
に
な
り
ま
せ
ん
か
﹂﹁
私

の
身
の
上
話
を
き
い
て
下
さ
い
﹂
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
う
い
う
身

の
上
話
は
し
か
し
陳
腐
で
︑
あ
り
ふ
れ
て
い
て
︑
き
き
ば
え
の
あ

る
話
な
ど
は
︑
ま
ず
︑
な
い
も
の
だ
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
笑
う
わ

け
に
は
行
か
ぬ
︒
我
々
が
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
︑
身
の
上
話

の
つ
ま
ら
な
さ
で
は
な
く
︑
身
の
上
話
を
語
り
た
が
る
人
の
心
の

切
な
さ
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
人
が
そ
の
人
な
り
に
生
き
て
い
る
お

の
お
の
の
切
な
さ
と
︑
そ
の
切
な
さ
が
我
々
の
読
者
と
な
っ
た
と

き
︑
我
々
の
小
説
の
中
に
彼
ら
が
そ
の
お
の
お
の
の
影
を
追
う
こ

と
の
素
朴
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
純
文
学
の
純
の
字
は
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そ
う
い
う
素
朴
な
魂
を
拒
否
せ
よ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︒た
だ
︑

い
か
に
生
く
べ
き
か
︑
思
想
と
い
う
も
の
が
存
し
て
い
る
︑
そ
の

意
味
で
あ
り
︑
そ
れ
に
並
存
し
て
︑
な
る
べ
く
多
く
の
魂
に
つ
な

が
り
た
い
と
い
う
戯
作
者
が
い
る
︒
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
お
の
お
の

の
い
の
ち
に
対
す
る
敬
愛
と
尊
重
と
い
た
わ
り
は
戯
作
者
根
性
の

根
柢
で
あ
り
︑
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
を
狙
う
こ
と
自
体
︑
作
者
の

大
い
な
る
人
間
愛
︑
思
想
の
深
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ

と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

孤
高
の
文
学
と
い
う
︒
し
か
し
︑
真
実
の
孤
高
の
文
学
ほ
ど
万

人
を
愛
し
万
人
の
愛
を
求
め
愛
に
飢
え
て
い
る
も
の
は
な
い
の
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だ
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
︑
余
の
小
説
は
五
十
年
後
に
理
解
せ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
と
︑
た
し
か
に
彼
は
そ
う
書
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
だ
け
が
彼
の
心
で
は
な
い
︒
彼
は
た
だ
ち
ょ
っ
と
口
惜
し
ま

く

や

ぎ
れ
に
︑
シ
ャ
レ
て
み
た
だ
け
だ
︒
五
十
年
後
の
万
人
に
理
解
せ

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︑
と
︒
五
十
年
後
で
な
く
た
っ
て
︑
構
わ
な
い

に
き
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒

日
本
文
学
は
貧
困
す
ぎ
る
︒
小
説
家
は
ロ
マ
ン
を
書
く
こ
と
を

考
え
る
べ
き
も
の
だ
︒
多
く
の
人
物
︑
そ
の
関
係
︑
そ
の
関
係
を

ひ
ろ
げ
て
行
く
複
雑
な
筋
︑
そ
う
い
う
大
き
な
構
成
の
中
に
お
の

ず
と
自
己
を
見
い
だ
し
︑
思
想
の
全
部
を
語
る
べ
き
も
の
だ
︒
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小
説
は
︑
た
か
が
商
品
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
商
品
に
徹
し

た
魂
の
み
が
︑
ま
た
︑
小
説
は
商
品
で
は
な
い
と
言
い
き
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
あ
る
︒
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