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か
つ
て
、
「
解
釈
と
鑑
賞
」
に
発
表
し
た
「
宣
言
．
一
つ
」
論
（
註
一
）
は
、

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
収
録
さ
れ
て
い
る
有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生

活
』
（
大
十
一
・
九
）
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
宣
言
一
つ
」
を

抜
き
出
し
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
度
は
、
前
論
（
註
二
）
を
踏
ま
え

な
が
ら
輯
全
体
の
十
五
篇
の
エ
ッ
セ
イ
を
視
野
に
入
れ
つ
・
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
と

の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
、
有
島
の
「
詩
と
試
論
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置

づ
け
て
み
た
い
。

 
前
論
に
お
い
て
は
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
詩
篇
「
未
来
の

詩
人
た
ち
よ
」
の
意
味
を
よ
り
明
確
に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
詩
「
成
熟
し
た
詩
人
が
現
れ
た
と
き
」
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
有
島
の
き

た
る
べ
き
詩
人
へ
の
期
待
の
内
容
が
、
言
葉
に
生
命
を
与
え
、
人
当
関
係
を
可

能
な
ら
し
め
る
者
、
つ
ま
り
、
と
り
な
し
と
し
て
の
存
在
、
仲
保
者
と
し
て
の

そ
れ
で
あ
る
、
と
述
べ
た
が
、
し
か
ら
ば
、
こ
の
輯
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
五

編
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
状
況
を
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
、
よ
り
印
象
的
に

表
現
す
る
た
め
の
、
相
補
関
係
を
持
っ
た
エ
ッ
セ
イ
群
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
以
下
、
一
五
篇
の
エ
ブ
セ
イ
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か

に
し
て
み
よ
う
。
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有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

（一

j
 
「
芸
術
に
つ
い
て
思
ふ
こ
と
」
（
一
九
二
二
．
一
「
大
観
」
）
 
 
 
 
 
幻

（
二
）
 
「
芸
術
の
不
変
性
（
能
楽
文
芸
講
演
会
に
於
て
）
」
（
一
九
二
一
・
一
「
謡
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「
描
か
れ
た
花
」
（
一
九
二
二
・
七
「
改
造
」
）

「
生
命
に
劇
っ
て
書
か
れ
た
文
章
」
（
小
品
）
（
一
九
二
二
・
七

化
生
活
」
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ

「
心
に
沁
み
る
人
々
」
（
一
九
二
二
・
八
「
中
央
公
論
」
）

「
小
児
の
寝
顔
」
（
一
九
二
二
「
・
四
「
文
化
生
活
」
）

「
余
裕
と
文
化
」
（
一
九
二
一
・
六
「
文
化
生
活
」
）

「
筆
頭
語
」
（
一
九
二
一
・
八
「
新
文
学
」
）

「
互
ひ
の
立
場
を
認
め
よ
」
（
一
九
二
二
・
五
「
文
化
生
活
」
）

「
己
れ
を
主
と
す
る
も
の
」
（
一
九
二
二
・
六
「
文
化
生
活
」
）

「
生
活
と
い
ふ
こ
と
」
（
一
九
二
一
・
十
一
「
文
化
生
活
」
）

「
文
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こ
れ
ら
の
十
五
篇
の
エ
ッ
セ
イ
を
大
別
す
る
と
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
な
る
。

そ
の
ひ
と
つ
が
（
一
）
「
芸
術
に
つ
い
て
思
ふ
こ
と
」
か
ら
、
（
十
二
）
「
自
然

と
人
」
（
小
品
）
ま
で
の
．
十
二
篇
で
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
執

筆
年
月
日
順
で
は
な
い
が
、
内
、
容
的
に
「
宣
言
一
つ
」
以
前
を
形
成
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
次
が
「
官
三
＝
三
つ
」
、
三
番
目
が
（
十
四
）
「
片
信
」
、
（
十
五
）

「
想
片
」
で
あ
り
、
「
宣
言
一
つ
」
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
「
芸
術
に
つ
い
て
思
ふ
こ
と
」
に
お
い
て
、
有
島
は
芸
術
は
本
質
に
お
い
て

生
活
に
等
し
い
と
語
り
、
魂
論
、
反
逆
者
論
な
ど
か
ら
「
鑑
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」

を
通
し
て
辿
っ
て
き
た
有
島
の
芸
術
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
に
お
い
て
有
島
は
、

表
現
派
、
未
来
派
、
立
体
派
と
い
ふ
や
う
な
形
で
現
は
れ
出
た
芸
術
上
の

運
動
に
は
色
々
な
意
味
が
考
へ
ら
れ
る
と
私
は
思
ふ
。
そ
れ
に
つ
い
て
私

の
考
へ
て
る
る
所
を
述
べ
て
見
る
（
。
 
）

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
、
著
作
集
第
十
五
輯
の
序
論
的
位

置
に
あ
り
、
有
島
の
基
本
的
芸
術
論
（
文
学
論
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

 
有
島
は
、
こ
の
と
こ
ろ
で
、
．
〈
表
現
派
〉
が
、
〈
主
観
の
深
刻
な
る
徹
底
に
よ

っ
て
、
物
の
生
命
を
端
的
に
補
捉
し
ょ
う
と
勉
め
る
こ
と
に
於
て
は
互
に
符
号

し
た
共
通
点
を
持
っ
て
る
る
〉
各
く
流
派
V
の
な
か
で
も
、
表
現
派
こ
そ
〈
代

表
〉
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
〈
生
命
そ
の
も
の
の
物
を
通
し
て
の
直
接
の

表
現
で
あ
ら
う
と
す
る
V
も
の
で
あ
り
、

長
い
間
現
象
の
一
分
子
と
見
倣
さ
れ
て
る
た
個
性
が
、
独
立
し
た
存
在
と

し
て
、
一
個
の
有
機
的
な
統
合
の
中
に
現
存
し
得
る
こ
と
を
主
張
す
る
そ

の
叫
び
で
あ
る
。
個
性
に
君
臨
し
つ
・
あ
っ
た
軌
範
に
対
し
て
、
逆
に
個

性
が
君
臨
せ
ん
と
企
て
た
反
逆
で
あ
る
（
。
 
）

と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
、
有
島
の
魂
論
、
反
逆
者
論
の
総
括
だ
と
い
う
こ
と
 
 
勾

に
な
る
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
臼

 
有
島
は
さ
ら
に
筆
を
進
め
て
、
〈
表
現
主
義
の
勃
興
を
〉
可
能
に
す
る
者
が
、

〈
第
四
階
級
〉
者
で
あ
る
と
い
う
。

表
現
主
義
の
勃
興
を
私
は
更
ら
に
他
の
一
面
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る

や
う
に
思
ふ
。
そ
れ
は
新
興
階
級
（
私
は
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
所
謂
第
四

階
級
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
を
指
す
）
の
中
に
芽
生
ゆ
べ
き
芸
術
を
暗
示
す

る
も
の
と
し
て
眺
め
る
こ
と
だ
。

 
有
島
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
〈
表
現
主
義
の
芸
術
は
在
来
芸
術
か
ら
能
ふ
限

り
乖
離
し
よ
う
と
し
て
み
る
点
に
於
て
、
現
代
の
支
配
階
級
の
生
活
と
か
け
離

れ
た
芸
術
で
あ
〉
り
、
〈
表
現
派
の
芸
術
は
恐
ら
く
そ
れ
ら
（
既
成
の
価
値
、



歴
史
、
社
会
筆
者
註
）
の
人
々
に
取
っ
て
は
異
邦
の
所
産
で
あ
る
で
あ
ら
う
〉

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

 
つ
ま
り
有
島
に
と
っ
て
、
芸
術
、
あ
る
い
は
芸
術
家
と
は
、
〈
必
ず
其
内
の

生
命
と
云
ひ
ま
す
か
中
心
と
云
ひ
ま
す
か
、
其
内
部
に
働
い
て
居
る
所
の
一
の

力
を
、
そ
れ
を
衣
し
て
居
る
所
の
表
現
或
は
技
巧
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
〉
、
〈
内

部
的
の
生
命
と
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
衣
し
て
居
る
所
の
表
現
若
く
は
技
巧
と
い
ふ

も
の
は
、
私
共
の
仮
に
類
別
し
て
名
け
た
所
の
名
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
渾
然
と

し
て
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
〉
（
「
芸
術
の
不
変
性
」
）
も
の
で
、
そ
の

本
質
は
内
部
生
命
そ
の
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
芸
術
家
と
は
、

如
何
な
る
問
題
若
し
く
は
仕
事
に
対
し
て
も
、
自
己
内
部
の
本
然
的
な
力
を
以

っ
て
当
た
っ
て
行
く
人
で
、
そ
の
力
の
働
き
の
中
に
自
己
の
表
現
を
求
む
る
人
〉

（「

]
裕
と
文
化
」
）
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
、

第
四
階
級
者
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
、

一
個
の
人
間
な
り
社
会
な
り
を
本
当
に
尊
か
ら
し
む
る
も
の
は
、
そ
の
生

活
に
齎
ら
せ
ら
れ
る
余
裕
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
余
裕
の
中
に
働
く
所
の

力
如
何
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
若
し
こ
の
力
が
欠
け
て
み
た
な
ら
ば
、

如
何
に
人
類
の
外
部
状
態
が
改
善
せ
ら
れ
て
も
到
底
所
望
の
彼
岸
に
達
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
（
。
 
）

と
い
う
わ
け
で
、

で
あ
る
。

た
ん
な
る
形
式
論
で
は
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と

の
く
醇
化
さ
れ
た
表
現
〉
（
「
想
片
」
）
を
可
能
に
す
る
も
の
が
、
〈
本
能
的
生
活
〉

者
の
創
造
に
関
わ
る
基
本
的
営
み
の
説
明
で
あ
る
く
個
性
〉
が
、
〈
外
界
の
刺

激
に
よ
ら
ず
、
自
己
必
然
の
衝
動
に
よ
っ
て
自
分
の
生
活
を
開
始
す
る
。
私
は

こ
れ
を
本
能
的
生
活
（
巨
異
型
く
Φ
ま
Φ
）
と
仮
称
し
よ
う
〉
（
「
生
み
な
く
愛
は

奪
ふ
」
一
二
）
と
い
う
考
え
方
と
、
本
質
的
に
は
等
質
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ

は
ま
た
、
か
つ
て
有
島
が
述
べ
た
〈
反
逆
者
〉
、
〈
ロ
ー
フ
ァ
ー
〉
の
イ
メ
ー
ジ

に
も
通
じ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
に
、
『
芸
術
と
生
活
』
所
収
の
エ
ッ

セ
イ
が
、
有
島
の
理
想
と
す
る
人
間
像
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
、
本
能
的
生

活
者
を
現
実
生
活
の
な
か
で
具
現
化
し
た
も
の
の
提
示
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
そ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
問
う
な
ら
ば
、
有
島
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
答
え
る
の
で
あ
る
。

心
が
一
元
的
に
な
る
時
が
来
る
。
（
中
略
）
そ
れ
を
私
は
本
能
の
生
活
と

名
づ
け
る
の
だ
。
（
中
略
）
我
々
の
生
活
に
於
て
一
瞬
間
で
も
煮
つ
ま
っ

た
場
合
に
立
つ
た
経
験
の
あ
る
人
は
誰
で
も
知
っ
て
み
る
が
如
く
、
人
は

本
心
か
ら
動
い
て
か
・
る
時
に
は
、
そ
こ
に
は
も
う
努
力
の
必
要
な
ぞ
は

な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
。
（
中
略
）
然
し
な
が
ら
、
そ
の
人
の
生
活
は
た
し

か
に
暗
示
と
な
る
。
而
し
て
他
の
人
の
生
命
に
内
部
的
に
働
き
か
け
る
に

違
ひ
な
い
。
人
類
が
進
化
的
過
程
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
暗
示
と
な
っ
て

働
き
か
け
る
力
は
強
く
、
そ
れ
を
吸
収
す
る
力
も
亦
強
い
に
違
ひ
な
い
。

そ
こ
に
人
生
の
可
能
性
が
成
立
す
る
。
（
「
筆
頭
語
」
）

（75）

こ
の
、
有
島
が
言
う
と
こ
ろ
の
芸
術
家
、
す
な
わ
ち
〈
個
性
の
内
的
衝
動
〉

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
「
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」
に
い
う
と
こ
ち
の
く
本

有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
を
読
む
（
二
）
1
「
宣
言
一
つ
」
を
中
心
と
し
て
ー



能
的
生
活
〉
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
論
理
を
越
え
た
、
一
種
の
神
秘
思
想
で

．
あ
る
。
（
註
三
）
こ
こ
に
は
、
そ
の
力
を
、
ど
こ
に
、
何
に
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
と
い
う
問
に
答
え
る
可
能
性
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
ら
、
〈
生

来
の
力
が
成
就
す
る
最
上
の
も
の
で
あ
り
た
い
〉
（
「
己
れ
を
主
と
す
る
も
の
」
）

と
願
い
、
〈
一
人
の
人
に
は
必
ず
一
人
だ
け
の
立
ち
場
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
よ

う
〉
、
と
願
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
一
種
の
机
上
の
空
論
の
響
き
を
消
す
こ
と

は
で
き
な
い
し
、
〈
生
活
は
即
ち
仕
事
で
あ
り
、
仕
事
は
即
ち
生
活
で
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
〉
（
「
生
活
と
い
ふ
こ
と
」
）
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
根
幹

が
曖
昧
で
あ
る
限
り
、
満
足
の
い
く
芸
術
は
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
生
活
改
善
が
必
須
の
こ
と
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
も
な
る

の
で
あ
り
、
〈
今
の
や
う
な
生
活
か
ら
本
当
に
よ
い
仕
事
が
出
る
余
地
が
あ
る

か
と
い
う
声
〉
に
脅
か
さ
れ
る
有
島
が
そ
こ
に
は
見
え
て
く
る
。

 
 
 
 
 
＊

 
問
題
は
、
こ
の
有
島
の
理
想
的
人
間
像
が
、
な
ぜ
直
接
的
に
第
四
階
級
者
で

あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
島
に
と
っ
て
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
状
況
を

す
べ
て
兼
ね
備
え
て
い
る
存
在
で
あ
り
、
い
ま
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
そ
の
可

能
性
が
外
部
的
抑
圧
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
存
在
が
、
第
四
階
級
者
だ
と

い
う
の
だ
が
、
本
当
に
そ
う
か
、
と
い
う
基
本
的
な
問
は
、
な
お
、
残
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
外
部
的
制
約
が
す
べ
て
取
り
払
わ
れ
た
と
き
、

そ
の
存
在
の
本
質
に
お
い
て
カ
イ
ン
の
末
喬
で
あ
る
者
は
、
い
か
に
し
て
本
能

的
生
活
者
、
あ
る
い
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
い
う
ロ
ー
フ
ァ
ー
で
あ
り
得
る
の
か
、

と
い
う
問
に
対
し
て
、
有
島
は
答
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
問
も
当
然
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
有
島
も
ま
た
、
自
ら
が
告
白
を
し
た
よ
う
に
、
カ
イ
ン
の
末
喬
で

は
な
か
っ
た
の
か
、
と
。
い
つ
、
そ
の
カ
イ
ン
の
末
商
で
あ
る
こ
と
に
彼
我
の

差
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
。

 
有
島
に
と
っ
て
、
第
四
階
級
と
は
、
「
か
ん
か
ん
虫
」
（
明
四
十
三
・
十
）
に

お
け
る
〈
虫
〉
的
存
在
に
端
を
発
し
、
「
カ
イ
ン
の
末
窩
」
（
大
七
・
三
）
に
お

い
て
広
岡
仁
右
衛
門
に
よ
っ
て
顕
現
化
さ
れ
、
徹
底
的
に
否
定
的
存
在
で
あ
る

こ
と
を
嘆
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
者
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼

等
が
真
の
人
間
と
し
て
復
権
す
る
た
め
に
は
、
〈
お
お
君
ら
世
の
嫌
わ
れ
者
た

ち
よ
、
少
な
く
と
も
ぼ
く
だ
け
は
君
ら
を
嫌
う
こ
と
な
く
、
／
直
ち
に
君
ら
の

群
の
ま
ん
中
に
入
り
こ
ん
で
、
君
ら
を
歌
う
詩
人
と
な
ろ
う
〉
（
註
四
）
と
い

う
取
り
な
し
の
存
在
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
（
註
五
）

 
あ
る
い
は
、
〈
私
は
あ
り
の
ま
ま
に
存
在
す
る
一
そ
れ
で
沢
山
だ
〉
（
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
「
自
己
を
歌
ふ
」
）
と
、
い
っ
さ
い
の
否
定
性
を
一
挙
に
肯
定
へ
と
転

換
せ
し
め
る
飛
躍
の
可
能
性
を
そ
の
背
後
に
持
つ
ご
と
な
く
し
て
は
成
り
立
た

な
い
論
理
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
註
六
）

 
 
 
 
 
＊
 
 
η

 
第
十
三
番
目
に
位
置
し
て
い
る
「
宣
言
一
つ
」
論
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

磯
田
光
一
氏
の
「
宣
言
一
つ
」
論
（
五
七
）
の
冒
頭
部
に
記
さ
れ
て
い
る
一
文
、

〈『

骭
ｾ
一
つ
』
を
有
島
武
郎
の
思
想
的
展
開
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
安
川
定
男
、
山
田
昭
夫
、
渡
辺
凱
一
氏
ら
に
秀
れ
た
研
究

業
績
が
あ
り
、
『
宣
言
一
つ
』
の
特
徴
と
そ
の
思
想
の
功
罪
に
関
し
て
も
論
じ

つ
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
論
考
の
拠
っ
て
立
つ
基
盤
に
私

自
身
も
立
つ
と
し
た
ら
、
私
に
は
つ
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
皆
無
に
近
い
〉
が
、

よ
く
そ
の
実
情
を
伝
え
て
い
る
。
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こ
の
磯
田
氏
の
論
に
、
歴
史
的
経
過
に
伴
う
増
補
を
試
み
る
な
ら
ば
、
菊
地

弘
説
、
江
頭
太
助
説
、
江
種
満
子
説
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
註
八
）

 
今
そ
の
す
べ
て
を
参
照
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
概
観
す
る
と

き
に
、
こ
の
宣
言
が
、
敗
北
の
宣
言
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
積
極
的
な
意
味

を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
問
う
こ
と
が
、
共
通
の
話
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

取
り
な
し
の
存
在
を
想
定
し
う
る
有
島
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
内
部

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
を
確
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
有
島
で
あ
る
の
か
を
問
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
、
磯
田
氏
の
論
は
、
特
色
あ
る
「
宣
言

 
一
つ
」
論
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
な
か
で
も
最
後
に
提
出
さ
れ
て
い
る
問

題
提
起
の
部
分
は
、
新
し
い
「
宣
言
一
つ
」
論
考
察
の
た
め
の
ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ

プ
と
し
て
大
切
な
発
言
な
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
＊

 
磯
田
氏
の
「
宣
言
一
つ
」
の
読
み
方
は
、
基
本
的
に
は
敗
北
の
宣
言
で
は
な

く
、
積
極
的
な
主
張
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
氏
の
、
〈
『
宣
言
一
つ
』
の
有
島
は
、
自
分
の
使
命
を
「
第

幽
四
階
級
以
外
の
人
々
に
訴
へ
る
」
こ
と
に
局
限
し
て
い
る
〉
（
三
）
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
、
有
島
の
「
広
津
氏
に
答
ふ
」
（
大
八
・
一
・

十
八
一
二
十
一
 
「
朝
日
新
聞
」
）
に
お
け
る
芸
術
家
に
対
す
る
基
本
的
な
評
論
、

た
と
え
ば
、
泉
鏡
花
の
よ
う
な
純
粋
な
芸
術
家
を
第
一
の
タ
イ
プ
と
し
て
無
条

件
的
に
肯
定
し
、
自
ら
が
属
し
て
い
る
第
二
の
タ
イ
プ
と
し
て
の
く
そ
う
な
り

き
れ
な
い
ま
よ
い
の
持
ち
主
〉
の
存
在
の
意
味
を
問
う
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
表

れ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
む
し
ろ
第
一
の
タ
イ
プ
に
な
り
き
れ
な
い
迷
い
が
、
第

三
の
タ
イ
プ
（
〈
時
代
に
便
乗
す
る
傾
向
の
あ
る
知
識
人
〉
）
を
批
判
す
る
方
向

に
幽
い
そ
い
る
と
み
ら
れ
、
有
島
に
前
向
き
の
希
求
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
第

二
の
立
場
を
ど
う
積
極
的
に
転
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
〉
（
二
）
と

い
う
指
摘
は
、
「
宣
言
一
つ
」
が
、
た
ん
な
る
〈
絶
望
の
宣
言
〉
だ
け
で
は
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
本
質
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

 
こ
れ
に
続
い
て
、
〈
じ
つ
は
『
宣
言
一
つ
』
を
め
ぐ
る
評
価
の
歴
史
は
、
第

二
の
立
場
の
積
極
的
な
も
の
へ
の
転
化
と
い
う
立
場
に
終
始
し
て
い
る
〉
（
二
）

と
い
う
研
究
史
の
成
果
を
踏
ま
え
た
発
言
が
な
さ
れ
て
お
り
、
「
宣
言
一
つ
」

の
積
極
的
な
評
価
の
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
以
下
の

よ
う
な
興
味
深
い
問
題
提
起
へ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
宣
言
一
つ
』
の
思
想
が
有
島
の
意
に
反
し
た
形
で
現
実
の
政

治
過
程
で
実
現
し
て
い
っ
た
と
き
、
彼
は
ど
こ
へ
帰
っ
て
い
っ
た
と
想
定

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
広
津
和
郎
に
答
え
た
文
中
で
、

純
粋
な
芸
術
家
タ
イ
プ
を
有
島
が
全
面
肯
定
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と

き
、
彼
は
い
く
ば
く
か
の
挫
折
感
を
い
だ
き
な
が
ら
、
現
実
に
負
い
目
を

も
つ
こ
と
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
文
学
固
有
の
場
に
帰
っ
て
い
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
（
三
）

 
 
 
 
 
＊

 
「
宣
言
一
つ
」
の
次
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
片
信
」
「
巻
首
」
は
、

集
の
総
括
の
位
置
あ
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

こ
の
著
作

「
半
信
」
に
お
い
て
、
「
宣
言
一
つ
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
も
う
一
度
確
認

有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
を
読
む
（
二
）
1
「
宣
言
一
つ
」
を
中
心
と
し
て
一
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さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
歴
史
的
あ
る
い
は
社
会
的
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
「
文
化
の
末
路
」
（
大
十
二
・
一
）
、
「
行
き
詰
ま
れ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」

（
大
十
二
・
七
）
と
、
同
工
異
曲
の
感
を
免
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
本
質

勺
こ
ま
、

・
口
］
o
｝

る
。

 
 
 
 
＊

有
島
は
「
想
片
」
の
中
で
、

あ
の
宣
言
た
る
も
の
は
僕
一
個
の
芸
術
家
と
し
て
の
立
場
を
決
め
る
た
め

の
宣
言
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
凡
て
の
他
の
人
に
ま
で
あ
て
は
め
て
云
は
う

と
し
て
る
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
は
、
生
活
即
芸
術
と
い
う
考

え
を
持
つ
有
島
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
芸
術
論
は
生
活
論
で
も
あ
る
が
、
現

実
的
な
役
割
認
識
と
し
て
の
く
労
働
者
の
労
働
運
動
は
労
働
者
の
手
に
委
ね
て
、

僕
は
自
分
の
運
動
の
範
囲
を
中
流
階
級
に
向
け
、
そ
こ
に
全
力
を
尽
さ
う
と
す

る
だ
ら
う
と
い
ふ
ま
で
だ
V
と
い
う
と
き
に
、
有
島
の
い
う
、
本
質
的
な
意
味

で
の
人
間
と
し
て
の
否
定
性
、
つ
ま
り
カ
イ
ン
の
一
瞬
性
は
、
雲
散
霧
消
の
可

能
性
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
四
階
級
者
と
比
較

し
て
、
〈
僕
が
即
今
あ
ら
ん
限
り
の
物
を
拠
っ
て
、
無
一
文
の
無
産
者
た
る
境

遇
に
身
を
置
い
た
と
し
て
も
、
な
ほ
僕
に
は
非
常
に
有
利
な
環
境
の
も
と
に
永

年
か
・
つ
て
植
ゑ
込
ま
れ
た
知
識
と
思
想
が
あ
る
。
〉
と
い
う
有
島
に
と
っ
て
、

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
経
済
生
活
上
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
で
し
か
な
く
、
〈
第

四
階
級
を
い
ふ
な
ら
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
私
生
児
で
な
い
第
四
階
級
に

重
心
を
お
い
て
考
へ
な
け
れ
ば
間
違
ふ
〉
と
い
う
自
覚
は
、
本
来
、
人
間
存
在

の
否
定
を
表
現
し
て
い
る
は
ず
の
カ
イ
ン
の
末
商
性
と
は
無
関
係
の
こ
と
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
の
印
象
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
言
い
だ
か
ら
で
あ

従
来
の
言
説
に
お
い
て
は
、
私
は
個
性
の
内
的
衝
動
に
殆
ん
ど
凡
て
の
重

点
を
お
い
て
物
を
い
っ
て
み
た
。
各
自
が
自
己
を
こ
の
上
な
く
愛
し
、
そ

れ
を
真
の
自
由
と
尊
貴
と
に
導
き
行
く
べ
き
道
に
よ
っ
て
、
突
き
進
ん
で

行
く
外
に
、
人
間
の
正
し
い
生
活
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
私
自
身

を
発
表
し
て
来
た
。
今
で
も
私
は
こ
の
立
場
を
柳
か
も
柾
げ
て
は
み
る
も

の
で
は
な
い
。
人
間
に
は
誰
に
も
こ
の
本
能
が
大
事
に
心
の
中
に
隠
さ
れ

て
み
る
と
私
は
信
じ
て
み
る
（
。
 
）

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
〈
こ
の
本
能
が
環
境
の
不
調
和
に

よ
っ
て
伸
び
切
ら
な
い
時
、
即
ち
こ
の
本
能
の
欲
求
が
物
質
的
換
算
法
に
よ
っ

て
取
扱
は
れ
よ
う
と
す
る
時
〉
、
〈
所
謂
社
会
問
題
な
る
も
の
が
生
じ
て
来
る
の

だ
〉
と
説
い
て
い
る
。
〈
環
境
の
不
調
和
〉
あ
る
い
は
〈
物
質
的
換
算
法
〉
に
よ
っ

て
疎
外
さ
れ
て
い
る
者
が
、
第
四
階
級
者
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
荷
担
し
て
い
る
の
が
第
三
階
級
者
で
あ
り
、
有
島
が
そ

の
階
級
に
属
し
て
い
る
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
痛
み
を
覚
え
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

〈
衝
動
の
醇
化
さ
れ
た
表
現
が
芸
術
だ
〉
と
有
島
は
言
う
。
そ
し
て
基
本
的
に

は
〈
凡
て
の
人
は
こ
の
衝
動
を
持
っ
て
る
る
が
故
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
か
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
か
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
芸
術
は
存
在
す
べ
き
〉
も
の
で
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あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
有
島
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
そ
の
衝
動
の
醇
化
が

実
現
さ
れ
た
場
合
の
み
が
芸
術
の
萌
芽
と
な
り
得
る
〉
の
で
あ
る
が
、
有
島
の

属
し
て
い
る
〈
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
教
養
〉
を
も
っ
て
し
て
は
、
と
う
て
い
〈
衝

動
の
醇
化
〉
な
ど
は
望
む
べ
く
も
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

 
〈
一
人
の
芸
術
家
が
芸
術
品
を
作
り
ま
す
と
き
に
は
、
其
芸
術
家
の
生
活
が

そ
の
中
心
の
力
と
な
っ
て
居
〉
る
が
、
そ
の
表
現
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
く
著
物
〉

は
く
其
時
代
に
待
つ
外
に
は
な
い
、
〉
〈
其
芸
術
家
が
自
分
の
衷
心
を
表
現
す
る

時
分
に
は
、
矢
張
時
代
幌
延
に
依
て
支
配
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
禁
じ
え
な
い
。

之
は
御
記
憶
を
願
ひ
た
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
芸
術
作
品
は
、
如
何
な
る
芸
術
的

作
品
で
あ
っ
て
も
多
少
時
代
と
い
う
も
の
が
反
映
し
て
居
り
ま
す
。
〉
（
「
芸
術

の
不
変
性
」
）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
宣
言
一
つ
」
は
た
し
か
に
く
第
四
階

級
〉
論
で
も
あ
る
。
ど
ち
ら
が
主
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
有
島
が
非
第
四
階
級

者
で
あ
る
こ
と
の
宣
言
で
あ
み
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
く
自
分
が
属

す
る
と
こ
ろ
の
階
級
の
可
能
性
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
〉
（
「
想
片
」
）
者
の
、

た
だ
ひ
と
つ
、
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
と
し
て
の
く
自
己
の
階
級
に
対
し
て

自
ら
挽
歌
を
歌
〉
い
、
〈
私
が
何
等
か
の
意
味
で
第
三
階
級
の
崩
壊
を
助
け
て

い
る
と
す
れ
ば
．
そ
れ
は
取
り
も
な
ほ
さ
ず
、
第
四
階
級
に
何
者
か
を
与
へ
て

る
る
の
で
は
な
い
か
〉
（
「
同
前
」
）
と
い
う
思
い
の
表
出
は
、
〈
従
来
の
言
説
に

於
て
は
私
は
個
性
の
内
的
衝
動
に
殆
ん
ど
凡
て
の
重
点
を
お
い
て
物
を
い
っ
て

み
た
〉
有
島
で
あ
り
、
〈
こ
の
衝
動
の
醇
化
さ
れ
た
表
現
が
芸
術
だ
と
〉
言
い
、

そ
の
衝
動
の
醇
化
の
可
能
性
は
、
も
は
や
〈
知
識
階
級
の
人
が
長
く
養
は
れ
た

ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
教
養
を
以
て
そ
の
境
界
に
到
達
す
る
こ
と
〉
は
不
可
能
で
あ

る
と
し
て
い
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
有
島
の
哀
し
い
敗
北
宣
言
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、若

し
私
の
理
解
が
誤
っ
て
み
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
唯
物
史
観
の
背
後

に
は
、
力
強
い
精
神
的
要
求
が
潜
ん
で
み
た
や
う
に
見
え
る
（
。
 
）
（
「
同

前
」
）

と
い
う
よ
う
に
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
い
う
も
の
も
、
精
神
性
の
発
露
の
ひ
と
つ

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
〈
物
的
環
境
は
単
な
る
物
で
は
な
く
、
実
に
生
命
の

一
要
素
で
あ
る
〉
と
い
う
発
想
は
、
〈
物
的
環
境
が
正
し
く
調
節
さ
れ
る
こ
と
は
、

生
命
が
正
し
く
成
長
す
る
こ
と
で
あ
る
〉
と
い
ふ
論
理
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
ま
す
ま
す
そ
の
度
合
い
を
増
し
加
え
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に

は
、
〈
生
活
革
命
の
後
ろ
に
〉
へ
期
待
し
た
〉
も
の
が
、
〈
人
間
の
文
化
の
再
建
〉
、

〈
人
々
問
の
精
神
的
交
渉
の
復
活
〉
、
〈
最
後
の
期
待
は
、
唯
物
の
栓
楷
か
ら
人

間
性
へ
の
解
放
で
あ
る
〉
と
主
張
す
る
に
及
ん
で
、
有
島
の
〈
自
己
衝
動
の
考

え
方
と
何
等
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
生
活
か
ら
環
境
に
働
き
か
け
て
行
く

場
合
、
凡
て
の
人
は
意
識
的
で
あ
る
と
、
無
意
識
で
あ
る
と
を
問
は
な
か
っ
た

ら
、
悉
く
こ
の
衝
動
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
み
る
と
感
ず
る
も
の
で
あ
る
〉
と

い
う
、
人
間
の
根
源
的
な
衝
動
に
、
行
動
の
原
理
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
よ
う
な
、
歴
史
的
、
社
会
的
現
実
を
越
え
た
、
本
質
的
人
間
論
へ
と
還

元
さ
れ
て
行
く
可
能
性
を
も
内
包
し
て
い
る
論
理
と
し
て
展
開
し
て
行
く
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
お
そ
ら
く
論
理
は
こ
こ
で
一
巡
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
は
、
第
三
階
級

と
第
四
階
級
と
の
宿
命
論
め
い
た
断
絶
の
論
理
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、
そ
の
意

味
で
は
不
毛
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
有
島
の

有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
を
読
む
（
二
）
一
「
宣
言
一
つ
」
を
中
心
と
し
て
一

（79）



基
本
的
な
人
間
観
の
表
現
で
あ
る
、
我
、
他
人
と
も
に
カ
イ
ン
の
末
喬
な
ら
ざ

る
は
な
し
と
い
う
認
識
は
、
本
質
的
に
は
階
級
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ

か
ら
、
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
＊

 
と
こ
ろ
で
、
磯
田
氏
の
、
先
の
問
題
提
起
、
文
学
固
有
の
場
へ
の
回
帰
論
に

あ
わ
せ
て
な
さ
れ
て
い
る
〈
『
宣
言
一
つ
』
の
「
第
四
階
級
」
の
う
ち
に
『
カ

イ
ン
の
末
喬
』
の
余
韻
を
読
ん
だ
ら
行
き
す
ぎ
に
な
る
（
が
）
〉
（
三
）
と
い
う

指
摘
は
、
消
極
的
な
文
脈
の
な
か
で
述
．
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
有
島
の
精
神
史

に
あ
っ
て
は
、
大
変
重
要
な
指
摘
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
な
ぜ
な
ら
ば
、
有
島
は
、
我
、
他
人
と
も
に
カ
イ
ン
の
末
喬
な
ら
ざ
る
は
な

し
、
と
観
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
カ
イ
ン
の
末
喬

の
復
権
を
願
う
者
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
存
在
が
あ
る
よ

う
に
、
と
切
望
し
て
い
た
こ
と
は
、
有
島
が
編
集
し
た
著
作
集
に
エ
ピ
グ
ラ
フ

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
だ
か
ら
あ
る
。
（
註
九
）

 
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
有
島
に
と
っ
て
の
く
カ
イ
ン
の
末
喬
〉
意
識
と

は
、
「
か
ん
か
ん
虫
」
の
く
虫
〉
と
し
て
の
人
間
か
ら
、
「
カ
イ
ン
の
精
霊
」
を

経
て
、
予
測
と
し
て
は
「
独
断
者
の
会
話
」
（
大
十
二
・
六
）
に
至
る
ま
で
の

す
べ
て
の
作
品
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
な
否

定
的
人
間
観
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
や
時
代
の
異

端
者
、
傍
流
者
で
あ
っ
た
者
が
、
い
ま
や
カ
イ
ン
の
魚
商
で
あ
る
こ
と
の
、
人

間
と
し
て
の
正
統
的
存
在
性
の
回
復
を
切
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
を
内
包
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
〈
あ
な
た
〉
と
呼
び
か
け
て
く
れ
る
存
在
で

あ
る
こ
と
は
、
著
作
集
第
一
輯
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
以
来
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も

ま
た
す
で
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
（
二
一
〇
）
し
、
と
く
に
第
三
輯
『
カ
イ
ン

の
末
位
』
の
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
詩
に
よ
る
エ
ピ
グ
ラ
フ
、
〈
お
お
君
ら
の
世
の
嫌

わ
れ
者
た
ち
よ
、
少
な
く
と
も
ぼ
く
だ
け
は
君
ら
を
嫌
う
こ
と
な
く
、
直
ち
に

君
ら
の
ま
ん
中
に
入
り
こ
ん
で
、
君
ら
を
歌
う
詩
人
と
な
ろ
う
、
／
他
の
誰
に

対
し
て
よ
り
も
ま
ず
君
ら
に
こ
そ
愛
を
そ
そ
ご
う
〉
は
象
徴
的
な
の
で
あ
る
。
．

 
問
題
は
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
カ
イ
ン
讃
歌
を
歌
う
詩
人
へ
の
期
待
が
示
さ
れ

て
い
る
と
同
時
に
「
有
島
も
ま
た
そ
の
ひ
と
り
で
あ
ろ
う
と
す
る
希
望
を
持
っ

た
者
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
『
生
れ
出
る
悩
み
』
（
大

七
・
九
）
の
広
告
文
、
〈
私
は
『
生
れ
出
る
悩
み
』
に
於
い
て
凡
て
、
誕
生
を

待
つ
よ
き
魂
に
対
す
る
謙
遜
な
讃
歌
を
唱
へ
よ
う
と
し
た
。
自
然
は
大
き
な
産

褥
だ
。
私
は
そ
の
産
褥
の
一
隅
に
つ
・
ま
し
く
坐
っ
て
華
や
か
な
誕
生
を
祝
す

る
歌
手
で
あ
り
た
い
〉
、
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
繰
り
返
し
て
問
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
本
来
な
ら
ば
、
我
、
他
人
と
も
に

カ
イ
ン
の
末
商
な
ら
ざ
る
は
な
し
、
と
観
じ
た
有
島
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
に

自
分
だ
け
が
第
四
階
級
者
と
の
問
に
あ
る
く
異
邦
人
性
〉
を
述
べ
て
、
敗
北
者

宣
言
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
非
第
四
階
級
者
宣
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
我
、
他
人
と
も
に
人
間
で
あ
る
が
ゆ
え
の
、
カ
イ
ン
の
末
癌

性
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
階
級
を
越
え
て
そ
の
存
在
の
本
質
に
お
い
て
カ
イ
ン

の
末
商
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
つ
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
、
有
島
だ

け
．
が
、
つ
い
に
復
権
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
カ
イ
ン
の
末
喬
と
し
て
、
永
遠
に

さ
ま
よ
い
歩
き
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
〈
盲
目
の
群
〉
（
「
大
洪
水
の
前
」
大

八
・
十
）
で
し
か
な
い
者
と
し
て
の
自
己
認
識
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

（80］



 
 
 
 
 
＊

 
じ
つ
は
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
〈
ひ
っ
そ
り
と
文
学
固
有
の
場
に
帰
っ
て
い
〉

こ
う
と
し
て
い
る
有
島
発
見
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
そ
の
意
味
で
は
、
有
島
の
期
待
す
る
〈
文
学
個
有
の
場
〉
と
は
、
著
作
第
十

五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ホ
イ
ッ
ト
マ

ン
詩
「
未
来
の
詩
人
た
ち
よ
」
の
一
節
、

す
っ
か
り
立
ち
ど
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
放
浪
を
つ
づ
け
、
行
き
ず
り

に
あ
な
た
方
を
眺
め
も
す
る
が
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
顔
を
そ
む
け
、
／
そ
の

視
線
の
意
味
を
証
明
し
た
り
定
義
し
た
り
す
る
こ
と
は
あ
な
た
方
に
ま
か

せ
て
、
／
か
ん
じ
ん
の
大
仕
事
は
あ
な
た
方
に
果
た
し
て
も
ら
え
る
と
期

待
を
か
け
て
い
る
わ
た
し
（
。
 
）

に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
、
詩
も
し
く
は
詩
人
性
の
成
立
す
る
場
の
こ
と

だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
詩
篇
の
後
半
の
部
分
で
あ
る

が
、
全
体
を
通
し
て
読
む
と
き
に
、
〈
未
来
の
詩
人
た
ち
〉
・
が
、
〈
わ
た
し
の
真

価
を
認
め
て
く
れ
る
〉
存
在
で
あ
り
、
新
し
い
可
能
性
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る

と
同
時
に
、
〈
闇
の
な
か
に
〉
消
え
て
行
く
べ
き
者
が
、
最
後
の
望
み
を
託
す

る
こ
と
の
で
き
る
存
在
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

 
有
島
の
、
非
第
四
階
級
者
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
の
背
後
に
は
、
時
代
と

社
会
に
彩
り
さ
れ
た
衣
を
着
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
る
こ
と
の
自
己
認
識

が
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
、
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
の
本
能
的
生
活
者
に
は
ま
だ

ほ
ど
遠
い
存
在
で
あ
る
こ
と
の
認
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

状
況
に
あ
る
有
島
に
と
っ
て
、
〈
詩
人
〉
と
は
、
そ
の
時
々
に
そ
の
時
代
の
衣

を
着
せ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
、
有
島
の
理
想
像
に
対
す
る
ひ

と
つ
の
表
現
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
の
で
き
る
存
在

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
（
註
一
こ

 
「
心
に
沁
み
る
人
々
」
に
お
い
て
、
〈
た
だ
一
つ
の
活
路
を
詩
に
求
め
た
〉
〈
A
＞

で
あ
り
な
が
ら
、
〈
A
に
あ
っ
て
は
詩
も
ま
た
重
す
ぎ
た
〉
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
有
島
の
苦
悩
に
満
ち
た
魂
の
軌
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
と
こ
ろ
に
、
非
第
四
階
級
者
、
つ
ま
り
、
非
ロ
ー
フ
ァ
ー

の
滅
亡
を
語
る
「
文
化
の
末
路
」
（
大
十
二
・
一
）
に
逢
着
し
な
く
て
は
な
ら

な
か
っ
た
有
島
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
、
な
れ
ば
こ
そ
、
論
理
を
越
 
 
η

え
て
一
気
に
、
〈
長
い
間
憬
れ
〉
て
い
た
詩
の
世
界
に
、
あ
え
て
自
分
を
〈
鋳
 
 
B

込
ま
う
と
す
る
に
至
っ
た
〉
（
「
詩
へ
の
逸
脱
」
大
十
二
・
四
）
有
島
で
も
あ
っ

た
こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
な
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
が
、
有
島
に
と
っ
て
結
果
と
し
て
い
か
に
有
効
で
あ
っ
た
か
は
別
問
題

で
あ
る
が
、
磯
田
氏
の
言
う
〈
文
学
固
有
の
場
〉
へ
の
回
帰
の
可
能
性
の
指
摘

に
は
、
詩
人
で
は
あ
り
得
な
い
有
島
が
、
真
の
詩
人
の
到
来
に
期
待
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
切
な
る
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
ご
と
に
言
い
当
て
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
詩
、
も
し
く
は
詩
人
性
へ
の
回
帰
願
望
を
、
「
宣
言
一
つ
」
を
中

心
と
す
る
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
と
い
う
ひ
と
ま
と
ま
り
の
エ
ッ

セ
イ
群
を
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
の
関
連
に
お
い
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
を
読
む
（
二
）
一
「
宣
言
一
つ
」
を
中
心
と
し
て
ー



註註＿
ニー註
  一

二
三

智
覚

註
旧

註
六

註
旧

註
八

註
九

「『

骭
ｾ
一
つ
』
試
論
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
平
元
・
二
）

「
有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
を
読
む
（
一
）
ー
エ

ピ
グ
ラ
フ
解
釈
を
中
心
に
し
て
 
 
」
（
梅
光
女
学
院
大
学
「
日
本
文

学
研
究
」
第
三
十
一
号
 
平
八
・
こ

拙
論
「
有
島
武
郎
の
神
秘
思
想
」
（
有
島
武
郎
研
究
叢
書
第
七
集
『
有

島
武
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
』
一
九
九
五
・
八
 
右
文
書
院
）

「
天
然
に
帰
る
瞬
間
よ
」
（
杉
本
喬
、
鍋
島
能
弘
、
酒
本
雅
之
訳
 
ホ
イ
ッ

ト
マ
ン
詩
集
『
草
の
葉
』
昭
四
十
四
・
五
 
岩
波
文
庫
）

「
有
島
武
郎
研
究
一
「
詩
へ
の
逸
脱
を
め
ぐ
っ
て
（
三
）
1
」
（
梅

光
女
学
院
大
学
「
日
本
文
学
研
究
」
第
十
三
号
 
昭
五
十
二
・
十
こ

「
有
島
武
郎
著
作
集
第
十
一
輯
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
を
読
む
（
こ

ー
エ
ピ
グ
ラ
フ
解
釈
・
自
註
分
析
を
中
心
に
一
（
梅
光
女
学
院
大

学
「
日
本
文
学
研
究
」
第
二
十
三
号
昭
六
十
二
・
十
一
）

「『

骭
ｾ
一
つ
』
l
i
半
世
紀
後
の
帰
結
か
ら
 
 
」
（
安
川
定
男
、
上

杉
省
和
編
『
作
品
論
有
島
武
郎
』
昭
五
十
六
・
六
 
双
文
社
出
版
）

菊
地
 
弘
「
『
宣
言
一
つ
』
と
農
地
解
放
」
（
『
有
島
武
郎
』
昭
六
十
一
・

十
 
審
美
社
）

江
頭
太
助
「
『
宣
言
一
つ
』
の
成
立
へ
の
道
程
」
、
「
『
宣
言
一
つ
』
の
文

脈
」
（
『
有
島
武
郎
の
研
究
』
一
九
九
二
・
六
 
朝
文
社
）

江
種
満
子
「
有
島
武
郎
著
作
集
第
十
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』
を
め
ぐ
る

ノ
ー
ト
ー
芸
術
家
、
労
働
者
、
．
女
性
 
 
」
（
有
島
武
郎
研
究
叢
書

第
四
集
『
有
島
武
郎
の
評
論
』
一
九
九
六
・
六
 
右
文
書
院
）

註
四
に
同
じ
。

註
一
〇

二
一

「
有
島
武
郎
研
究
一
「
詩
へ
の
逸
脱
を
め
ぐ
っ
て
（
二
）
1
」
（
梅

光
女
学
院
大
学
「
日
本
文
学
研
究
」
第
十
二
号
 
昭
五
十
一
・
十
こ

註
二
に
同
じ
。

【
付
記
】

 
有
島
の
カ
イ
ン
の
末
輩
意
識
の
特
色
や
、
詩
に
対
す
る
関
心
、
あ
る
い
は
エ

ピ
グ
ラ
フ
と
の
関
連
に
お
い
て
有
島
武
郎
著
作
集
を
読
む
こ
と
の
意
味
な
ど
に

つ
い
て
は
、
註
に
掲
げ
た
拙
論
の
他
に
、
「
有
島
武
郎
の
詩
と
試
論
」
に
関
す

る
拙
論
（
「
有
島
武
郎
研
究
-
『
詩
へ
の
逸
脱
』
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）
」
～
「
有

島
武
郎
著
作
三
主
十
四
輯
『
星
座
』
を
読
む
（
二
）
」
（
梅
光
女
学
院
大
学
「
日

本
文
学
研
究
」
第
十
一
号
～
第
三
十
号
 
昭
五
十
・
十
一
～
平
七
・
一
）
に
お

い
て
論
究
し
て
き
た
一
連
の
論
考
が
あ
る
。

 
な
お
、
註
一
の
論
の
骨
子
は
、
本
論
に
お
い
て
生
か
し
て
い
る
。

（82）


