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二
〇
年
前
に
は
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
よ

う
な
も
の
―
―
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
―
―
が
い
つ
の
ま
に
か
わ
た

し
た
ち
の
生
活
の
「
当
た
り
前
」
に
な
っ
て
い

る
。
一
方
で
、
一
九
世
紀
や
二
〇
世
紀
の
著
作

を
読
む
と
、
現
在
と
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
に
愕
然
と
す
る
こ
と
も
あ
る
―
―
た
と
え

ば
経
済
的
格
差
や
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
さ
れ
る

人
々
へ
の
差
別
な
ど
だ
。文
学
は
往
々
に
し
て
、

当
た
り
前
と
さ
れ
る
社
会
規
範
に
違
和
感
を
持

つ
人
々
や
、
多
様
性
を
求
め
る
人
々
の
苦
し
み

を
描
き
続
け
て
き
た
。
こ
の
苦
悩
は
い
つ
ま
で

描
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
福
田
有
佳
さ
ん
の

「『
全
性
愛
論
』」
は
、
社
会
に
お
け
る
異
性
愛

規
範
と
い
う
「
当
た
り
前
」
を
再
考
す
る
。
愛

と
は
な
に
か
。
愛
の
対
象
は
性
別
に
よ
っ
て
の

み
規
定
さ
れ
る
の
か
。
人
間
は
多
様
な
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
へ
の
理
解
を
求
め
る
本
論

で
は
、
荒
削
り
な
が
ら
も
力
強
い
議
論
が
展
開

さ
れ
、
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。
重
要
な
の
は
、

本
論
文
が
「
一
〇
〇
年
後
の
世
界
を
生
き
る
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

こ
の
先
百
年
の
間
に
わ
た
し
た
ち
は
異
性
愛
規

範
を
、
そ
し
て
社
会
を
変
え
て
い
け
る
の
か
、

本
論
は
問
い
か
け
て
い
る
。

格
差
の
問
題
を
階
層
間
の
流
動
性
と
と
も
に

論
じ
て
い
る
の
が
、
次
席
と
な
っ
た
澤
田
裕
翔

さ
ん
の
「
一
身
独
立
未
だ
な
ら
ず
、い
は
ん
や
」

で
あ
る
。「
福
澤
諭
吉
が
今
の
日
本
を
見
た
ら
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
執
筆
さ
れ
た
本
論
文
は
、
一

般
に
実
学
を
重
視
す
る
と
さ
れ
る
福
澤
諭
吉
の

教
え
は
、
決
し
て
「
コ
ス
パ
志
向
」
で
は
な
い

こ
と
を
論
じ
る
。
本
論
は
特
権
（privilege

）

を
持
つ
人
々
が
「
当
た
り
前
」
と
考
え
て
い
る

状
況
に
待
っ
た
を
か
け
る
。
福
澤
の
「
近
代
的

個
人
主
義
の
確
立
」の
意
義
を
論
じ
る
本
論
は
、

現
代
に
お
け
る
階
層
の
固
定
化
を
打
開
す
る
た

め
の
積ア

フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン

極
的
是
正
措
置
と
福
澤
の
教
え
を
接
合

さ
せ
た
力
作
で
あ
る
。

佳
作
と
な
っ
た
三
作
品
も
「
当
た
り
前
」
を

も
う
一
度
考
え
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
取

れ
る
。
森
春
太
朗
さ
ん
の
「
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

の
沈
黙
の
恍
惚
」
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
い
つ
の
ま

に
か
日
常
に
当
た
り
前
に
な
っ
た
透
明
の
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
を
、
視
覚
芸
術
や
哲
学
、
お
笑
い

と
い
っ
た
文
脈
に
置
き
直
す
こ
と
で
、
日
常
と

非
日
常
の
あ
わ
い
を
映
し
出
す
。
拡
散
す
る
論

点
が
最
後
に
美
し
く
ま
と
ま
っ
て
い
く
議
論
の

流
れ
も
読
み
応
え
が
あ
っ
た
。

廣
瀬
は
る
さ
ん
の
「
コ
ロ
ナ
禍
で
育
つ
乳
幼

児
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
」
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ス
タ
イ

ル
が
変
革
す
る
中
、
乳
幼
児
の
発
達
に
ど
の
よ

う
な
影
響
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
丁
寧
に
論
じ

ら
れ
て
い
た
。

梅
山
昊
子
さ
ん
の
「『
大
丈
夫
。
あ
な
た
は

や
っ
て
い
け
る
。』
と
伝
え
る
こ
と
」
は
、
エ

ン
パ
シ
ー
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
で
あ
る
。
今

回
、
エ
ン
パ
シ
ー
に
関
す
る
論
考
が
多
く
投
稿

さ
れ
た
が
、
本
論
文
は
エ
ン
パ
シ
ー
と
演
劇
の

共
通
性
を
議
論
し
て
い
る
点
で
、
独
自
の
解
釈

が
で
き
て
い
た
。
こ
の
他
、
最
終
選
考
に
残
っ

た
作
品
も
力
作
揃
い
だ
っ
た
こ
と
に
も
ふ
れ
て

お
き
た
い
。

「
当
た
り
前
」
を
問
い
直
す
こ
と
。
そ
れ
は

決
し
て
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
日
々
の
流
れ

に
身
を
任
す
方
が
楽
な
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
で

も
考
え
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
今
回
受
賞

さ
れ
た
み
な
さ
ん
の
論
文
は
雄
弁
に
物
語
っ
て

い
る
。

「
当
た
り
前
」
を
問
い
直
す

大お
お

串ぐ
し

尚ひ
さ

代よ
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コ
ロ
ナ
禍
も
三
年
目
に
入
り
、
二
月
に
は
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
。
身
近
な
生

活
空
間
か
ら
世
界
情
勢
ま
で
、
決
し
て
安
定
的

と
は
い
え
な
い
な
か
、
高
校
生
の
目
に
は
、
今

の
世
界
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
世
界
が
、
ど
の

よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

入
選
作
品
は
こ
う
し
た
問
い
に
対
し
、
期
待

と
想
像
以
上
の
回
答
を
寄
せ
て
く
れ
た
。
百
年

後
の
世
界
に
、「
自
由
恋
愛
の
再
解
放
と
性
的

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
観
念
的
滅
絶
」
を
望
み
、
異

性
愛
を
所
与
の
も
の
と
し
て
認
知
さ
せ
て
き
た

社
会
の
欺
瞞
を
暴
露
し
、
自
己
の
確
立
と
相
互

尊
重
を
訴
え
た
福
田
論
文
に
は
、
そ
の
論
理
展

開
や
文
章
力
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
お
い
て
、
最

も
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
。
小
泉
賞
を
受

賞
し
た
所
以
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
現
代
世
界
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
。

福
澤
諭
吉
の
門
閥
制
度
批
判
、
実
学
の
奨
励
を

踏
ま
え
て
、
Ｚ
世
代
の
コ
ス
パ
志
向
や
格
差
問

題
を
論
じ
、
階
層
流
動
化
の
た
め
の
ア
フ
ァ
ー

マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
採
用
を
提
唱
し
た

の
が
、
次
席
の
澤
田
論
文
で
あ
る
。
例
年
、
福

澤
関
連
の
課
題
に
は
応
募
が
少
な
く
、
福
澤
研

究
者
と
し
て
寂
し
く
思
っ
て
い
た
が
、
本
論
文

は
福
澤
の
テ
キ
ス
ト
を
丁
寧
に
読
み
解
い
た
上

で
、
現
代
社
会
へ
の
処
方
箋
を
示
し
た
力
作
で

あ
っ
た
。

こ
の
三
年
間
、
高
校
生
を
包
み
込
ん
で
き
た

コ
ロ
ナ
禍
に
対
し
て
、
学
問
的
考
察
と
自
身
の

体
験
を
踏
ま
え
た
論
文
二
編
が
佳
作
に
選
ば
れ

た
。廣

瀬
論
文
は
、
マ
ス
ク
の
た
め
に
人
の
表
情

が
見
え
ず
、
リ
ア
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
減
少
し
た
こ
と
で
、
乳
幼
児
の
発
達
が
遅
れ

て
い
る
と
し
て
、
透
明
マ
ス
ク
の
導
入
や
、
乳

幼
児
と
触
れ
あ
う
機
会
の
創
出
、
乳
幼
児
へ
の

関
心
を
向
け
る
こ
と
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
。

電
車
の
車
内
で
ス
マ
ホ
を
持
た
な
か
っ
た
と

き
、
赤
ち
ゃ
ん
の
笑
顔
と
出
会
え
た
と
い
う
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
添
え
ら
れ
、
社
会
へ
の
問
題
提
起

に
自
身
の
決
意
表
明
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
登
場
し
た
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に

つ
い
て
論
じ
た
の
が
、
森
論
文
で
あ
る
。
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
受
け
る
視
覚
的
印
象
に
つ
い

て
、
絵
画
や
映
画
に
お
け
る
ガ
ラ
ス
の
透
過
性

と
反
射
性
に
着
目
し
て
考
察
を
加
え
た
上
で
、

そ
こ
に
生
ま
れ
る
曖
昧
な
隔
た
り
は
、
ス
マ
ホ

を
介
し
た
世
界
と
の
つ
な
が
り
と
同
様
の
も
の

と
さ
れ
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
共
同
身
体
性
を
得

る
経
験
を
減
少
さ
せ
て
き
た
、
と
す
る
。
語
彙

が
豊
か
で
詩
的
表
現
に
満
ち
、
読
者
の
興
味
を

誘
う
好
論
文
で
あ
る
。

エ
ン
パ
シ
ー（em

pathy

）を
考
察
し
た
多
数

の
応
募
作
の
な
か
で
、高
い
評
価
を
得
た
の
が
、

梅
山
論
文
で
あ
っ
た
。「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」

の
舞
台
を
き
っ
か
け
に
、
エ
ン
パ
シ
ー
と
シ
ン

パ
シ
ー
の
違
い
、「
共
感
」
と
い
う
日
本
語
訳

が
形
成
さ
れ
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
前
者
に
は
後

者
に
は
な
い
「
想
像
」
す
る
行
動
が
含
ま
れ
て

い
る
と
説
き
、
そ
の
実
践
例
と
し
て
、
演
劇
や

舞
台
の
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
。「
大
丈
夫
。

あ
な
た
は
や
っ
て
い
け
る
」
と
い
う
舞
台
か
ら

得
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、執
筆
の
動
機
に
な
っ
た
。

二
〇
二
二
年
の
現
在
で
し
か
聞
け
な
い
、
高

校
生
の
声
。
何
年
も
何
十
年
も
、
や
が
て
百
年

の
後
に
な
っ
て
も
、
振
り
返
っ
て
顧
み
ら
れ
る

べ
き
声
。
そ
れ
を
記
録
に
と
ど
め
る
審
査
に
参

加
で
き
た
こ
と
を
、
光
栄
に
思
う
。
入
選
者
の

皆
さ
ん
に
は
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
自
分
に

し
か
出
せ
な
い
声
を
、
発
信
し
続
け
て
い
っ
て

ほ
し
い
。

高
校
生
の
み
た
現
代
、
未
来

小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち

（
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毎
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
三
月
に
審
査
員
で

課
題
を
決
め
る
時
は
、
五
つ
の
課
題
に
高
校
生

が
ど
の
よ
う
に
応
え
て
く
る
の
か
を
想
像
す

る
。今
年
は
例
年
に
な
く
、私
た
ち
が
思
っ
て
い

な
か
っ
た
角
度
か
ら
打
ち
返
し
て
く
れ
て
い
た
。

五
つ
の
課
題
で
、
応
募
者
総
数
が
二
八
・
五

％
と
最
も
多
か
っ
た
の
は
「
エ
ン
パ
シ
ー

（em
pathy

）」
で
あ
っ
た
。
こ
の
課
題
か
ら
、

ひ
と
つ
の
佳
作
、
梅
山
昊
子
さ
ん
の
論
文
が
選

ば
れ
た
。「
千
と
千
尋
の
神
隠
し
」
の
観
劇
か

ら
始
ま
り
、em

pathy

と
い
う
言
葉
が
知
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か
こ
氏
の

小
説
の
話
を
経
て
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル
「『
大

丈
夫
。
あ
な
た
は
や
っ
て
い
け
る
。』
と
伝
え

る
こ
と
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
論
の
展
開
が
評

価
さ
れ
て
の
受
賞
で
あ
っ
た
。

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
関
連
の
課
題
は
、
今
年
は
二

年
目
に
な
る
。
応
募
者
総
数
の
中
の
こ
の
課
題

選
択
率
は
二
〇
二
一
年
は
三
二
・
六
％
、
今
年

二
〇
二
二
年
も
一
四
・
六
％
と
少
な
く
は
な
っ

た
。し
か
し
、日
本
を
含
め
て
世
界
的
に
は
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
の
経
験
は
三
年
目
に
入
っ
て
お
り
、

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
も
た
ら
し
た
客
観
的
影
響
が

把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う

し
た
中
で
、
二
つ
の
佳
作
が
選
ば
れ
た
。
廣
瀬

は
る
さ
ん
と
森
春
太
朗
さ
ん
の
論
文
で
あ
る
。

廣
瀬
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
半
ば
以
降
に
生

ま
れ
た
乳
幼
児
の
言
語
能
力
、
認
知
能
力
が
低

下
し
て
い
る
研
究
を
目
に
す
る
。
そ
こ
で
、「
コ

ロ
ナ
禍
で
育
つ
乳
幼
児
の
た
め
に
で
き
る
こ

と
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
に
、
自
ら
が
貢
献
で

き
る
方
法
を
考
え
て
い
っ
た
力
作
で
あ
る
。

森
さ
ん
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
振
り
返
り
、

彼
の
心
に
絡
ん
だ
と
い
う
「
飛
沫
防
止
の
透
明

な
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
意
表
を
突
く
モ

チ
ー
フ
を
起
点
と
し
て
、
古
今
東
西
の
文
献
を

縦
横
無
尽
に
紡
ぎ
な
が
ら
思
考
を
巡
ら
し
て
論

文
「
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
沈
黙
の
恍
惚
―
そ
れ

は
世
界
を
語
れ
る
か
―
」
を
ま
と
め
て
い
く
。

そ
の
才
覚
を
、
是
非
原
稿
に
目
を
通
し
て
確
か

め
て
も
ら
い
た
い
。

小
泉
賞
の
中
で
は
、
福
澤
諭
吉
関
連
の
課
題

は
毎
年
出
さ
れ
る
。
今
年
は
、「
福
澤
諭
吉
が

今
の
日
本
を
見
た
ら
」
と
い
う
、
今
の
日
本
に

お
い
て
、
福
澤
が
何
を
見
る
の
か
、
そ
の
具
体

的
な
内
容
は
、
論
者
に
委
ね
る
課
題
が
出
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
問
い
か
け
に
見
事
に
答
え
て
く

れ
た
の
が
、
次
席
に
選
ば
れ
た
澤
田
裕
翔
さ
ん

の
論
文
で
あ
る
。
福
澤
の
精
神
を
彼
自
身
が
体

現
で
き
る
ほ
ど
に
読
み
こ
な
し
、
福
澤
の
視
点

と
、
Ｚ
世
代
で
あ
る
論
者
自
身
の
視
点
を
比
較

し
な
が
ら
、
現
代
日
本
論
を
構
築
し
て
い
く
。

そ
し
て
た
ど
り
着
く
の
は
、
論
文
の
タ
イ
ト
ル

「（
今
の
日
本
）
一
身
独
立
未
だ
な
ら
ず
、
い
は

ん
や
」
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
そ
う
し
た
結
論
に

た
ど
り
着
い
た
の
か
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
多
く

の
人
に
堪
能
し
て
も
ら
い
た
い
。

「
一
〇
〇
年
後
の
世
界
を
生
き
る
」
の
課
題

が
決
ま
る
時
、
高
校
生
と
い
え
ど
も
一
〇
〇
年

後
を
生
き
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
わ
け

で
、
果
た
し
て
応
募
者
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
と

若
干
の
心
配
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
杞
憂

に
終
わ
り
、
課
題
選
択
率
は
二
一
・
九
％
も
あ

っ
た
。
そ
の
中
で
、
小
泉
信
三
賞
に
選
ば
れ
た

の
が
、
福
田
有
佳
さ
ん
の
「『
全
性
愛
論
』
～

自
由
恋
愛
と
異
性
愛
規
範
を
見
つ
め
直
し
て

～
」
で
あ
る
。「
元
来
存
在
し
て
い
た
多
様
性

を
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
、
Ｌ
Ｇ

Ｂ
Ｔ
Ｑ+

と
名
付
け
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
枠

組
み
に
押
し
込
も
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
事
実

こ
そ
が
、リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
多
様
性
を
否
定
し
、

自
由
で
あ
っ
た
は
ず
の
恋
愛
を
束
縛
し
て
い

る
」。
続
い
て
、
一
〇
〇
年
後
に
望
む
べ
き
世

界
の
あ
り
方
が
描
か
れ
て
い
く
。

権け
ん

丈
じ
ょ
う

善よ
し

一か
ず

（
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
）

Ｚ
世
代
が
創
る
こ
れ
か
ら
の

未
来
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私
は
今
回
初
め
て
、
小
泉
信
三
賞
の
審
査
員

を
担
当
さ
せ
て
頂
い
た
。
私
は
、
数
理
的
な
モ

デ
ル
と
統
計
デ
ー
タ
を
用
い
て
経
済
学
的
な
仮

説
を
検
証
す
る
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
小
論
文
と
い
う
全
く
畑
違
い
の
審
査

が
果
た
し
て
私
に
務
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う

の
が
、
審
査
員
の
お
話
を
頂
い
た
時
に
抱
い
た

正
直
な
感
想
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、（
経
済
学
に
お
け
る
）
良
い
研
究
論

文
と
良
い
小
論
文
に
は
幾
つ
か
の
類
似
点
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
視
点
や
主
張
の
斬
新
さ
・
面
白

さ
、
論
理
性
と
客
観
性
、
そ
し
て
何
よ
り
、
読

み
手
を
飽
き
さ
せ
な
い
書
き
方
で
あ
る
。
応
募

さ
れ
た
作
品
に
は
、
エ
ッ
セ
イ
、
私
小
説
、
写

実
的
描
写
、
論
述
形
式
な
ど
実
に
様
々
な
小
論

文
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
審
査
員
の
方
々
が
推

薦
さ
れ
た
小
論
文
は
、
共
通
し
て
書
き
方
が
抜

群
に
優
れ
て
い
た
。

良
い
文
章
を
書
く
の
は
難
し
い
。
頭
に
浮
か

ん
だ
言
葉
や
文
章
を
そ
の
ま
ま
書
け
ば
良
い
文

章
に
な
る
訳
で
は
な
い
が
、
頭
に
あ
る
イ
メ
ー

ジ
が
十
分
な
具
体
性
と
鮮
明
さ
を
持
っ
て
い
な

け
れ
ば
良
い
文
章
は
書
け
な
い
。
書
こ
う
と
す

る
テ
ー
マ
に
対
し
て
十
分
な
知
識
を
持
っ
て
い

な
け
れ
ば
良
い
文
章
は
書
け
な
い
が
、
か
と
言

っ
て
、
知
識
に
拘
泥
す
る
だ
け
で
、
自
ら
の
体

験
や
考
え
と
重
ね
合
わ
せ
「
自
分
の
言
葉
」
に

で
き
な
け
れ
ば
良
い
文
章
に
は
な
ら
な
い
。
今

回
の
受
賞
者
は
、
い
ず
れ
も
「
自
分
の
言
葉
」

を
持
っ
た
優
れ
た
書
き
手
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

小
泉
信
三
賞
を
受
賞
し
た
福
田
有
佳
さ
ん

は
、
一
〇
〇
年
後
の
世
界
を
テ
ー
マ
に
性
的
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
た
。
愛
の
種
類
と

性
質
（
異
性
愛
、
同
性
愛
、
両
性
愛
、
無
性
愛
）

と
そ
の
由
来
（
本
能
か
、学
習
か
、社
会
的
規
範
か
）

に
つ
い
て
、
自
身
の
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
な
が

ら
理
知
的
に
論
じ
つ
つ
、
一
〇
〇
年
後
の
世
界

に
お
い
て
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
自
然
に
生
き

ら
れ
る
世
界
を
展
望
し
て
い
る
。
そ
ん
な
世
界

へ
の
筆
者
の
熱
望
が
、
文
章
に
力
強
さ
と
鮮
烈

さ
を
与
え
て
い
る
。

次
席
を
受
賞
し
た
澤
田
裕
翔
さ
ん
は
、
福
澤

諭
吉
の
目
を
通
し
て
階
層
化
し
た
現
代
社
会
を

観
察
す
る
。
生
ま
れ
持
っ
た
身
分
で
は
な
く
、

経
済
格
差
と
社
会
的
地
位
（
人
種
・
性
別
・
境
遇
）

に
よ
っ
て
不
平
等
が
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
う
現

代
社
会
を
、「
今
」
の
福
澤
諭
吉
が
批
判
的
に

評
価
す
る
。
や
や
知
識
に
引
き
ず
ら
れ
引
用
が

多
く
な
り
が
ち
で
あ
る
も
の
の
、
豊
富
な
文
献

知
識
に
支
え
ら
れ
た
書
き
様
が
、
現
代
社
会
に

憤
慨
す
る
福
澤
諭
吉
の
姿
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
。佳

作
に
選
ば
れ
た
の
は
、「
千
と
千
尋
の
神

隠
し
」
か
ら
着
想
し
、
日
本
人
に
も
分
か
り
易

い
形
で
「
エ
ン
パ
シ
ー
」「
シ
ン
パ
シ
ー
」「
共

感
」
を
論
じ
た
梅
山
昊
子
さ
ん
、
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
乳
幼
児
の
発
育
へ
の
影
響
と
我
々
が
採

り
う
る
方
策
に
つ
い
て
、
客
観
的
な
デ
ー
タ
や

科
学
的
な
研
究
を
引
用
し
な
が
ら
丁
寧
に
論
じ

た
廣
瀬
は
る
さ
ん
、
飛
沫
感
染
を
避
け
る
た
め

に
登
場
し
た
「
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
（
透
明
の
ア

ク
リ
ル
板
）」
を
モ
チ
ー
フ
に
巧
妙
な
語
り
口
で

コ
ロ
ナ
禍
の
経
験
を
語
っ
た
森
春
太
朗
さ
ん
で

あ
る
。
い
ず
れ
も
「
今
」
と
い
う
時
代
の
日
本

社
会
を
色
濃
く
反
映
さ
せ
た
良
作
で
あ
る
。

一
〇
〇
年
後
の
世
界
に
生
き
る
誰
か
が
こ
れ

ら
の
受
賞
作
品
を
読
ん
だ
な
ら
、「
今
」
と
い

う
時
代
を
生
き
る
高
校
生
が
何
を
体
験
し
、
何

を
感
じ
、
何
を
考
え
た
か
、
そ
の
息
遣
い
ま
で

伝
わ
る
書
き
ぶ
り
に
感
じ
入
っ
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
今
」
を
書
く

小こ

西に
し

祥よ
し

文ふ
み

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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「
黒
澤
監
督
に
『
天
国
と
地
獄＊

１

』
の
よ
う
な

社
会
派
ミ
ス
テ
リ
を
推
薦
し
て
欲
し
い
」
と
日

本
映
画
界
の
あ
る
大
物
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
に
頼

ま
れ
た
の
は
、監
督
が
『
デ
ル
ス
・
ウ
ザ
ー
ラ＊

２

』

を
撮
り
終
え
た
直
後
だ
っ
た
。
三
日
三
晩
、
世

界
の
〝
ク
ロ
サ
ワ
〟
に
六
〇
本
程
の
作
品
を
勧

め
た
。
そ
の
時
、
監
督
が
ふ
と
私
に
漏
ら
し
た

言
葉
が
今
も
脳
裏
に
浮
か
ぶ
。

「
良
い
映
画
を
作
る
に
は
脚
本
が
し
っ
か
り

書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俳
優
と
違

っ
て
お
金
を
か
け
れ
ば
良
い
脚ほ

ん本
が
で
き
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
か
ら
」

脚
本
と
論
文
で
は
目
的
と
形
式
が
違
う
が
、

書
き
手
が
他
人
を
納
得
、
そ
し
て
感
動
さ
せ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。

さ
て
、
今
年
の
論
文
は
優
秀
な
作
品
が
揃
っ

て
い
た
の
で
、
例
年
以
上
に
議
論
を
呼
ん
だ
選

考
会
と
な
っ
た
。

ま
ず
佳
作
入
選
の
一
作
目
は
梅
山
さ
ん
の

「『
大
丈
夫
。
あ
な
た
は
や
っ
て
い
け
る
。』
と

伝
え
る
こ
と
」。
エ
ン
パ
シ
ー
と
シ
ン
パ
シ
ー

の
違
い
を
、
辞
書
の
定
義
や
ブ
レ
イ
デ
ィ
み
か

こ
の
著
書
を
引
き
つ
つ
も
、
筆
者
の
観
劇
体
験

を
軸
に
し
て
論
考
を
進
め
て
い
く
姿
勢
が
良

い
。
借
り
物
の
言
葉
で
は
な
く
、
苦
し
い
体
験

か
ら
生
ま
れ
た
自
分
の
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る

の
で
説
得
力
が
あ
り
好
感
が
持
て
た
。

同
じ
く
佳
作
、
森
さ
ん
の
「
パ
ー
テ
ー
シ
ョ

ン
の
沈
黙
の
恍
惚
―
そ
れ
は
世
界
を
語
れ
る
か

―
」
は
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
、
我
々
の
日
常
に
登

場
し
た
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
透
過
性
／
反
射

性
、
内
部
／
外
部
と
い
う
両
義
性
に
着
目
し
、

現
代
社
会
と
の
関
係
を
考
察
す
る
論
文
。
特
に

絵
画
、美
術
、映
画
論
な
ど
を
引
用
し
た
前
半
は

立
派
な
芸
術
論
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
後
の

社
会
に
い
か
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う

展
望
が
あ
れ
ば
よ
り
高
い
評
価
を
得
ら
れ
た
。

廣
瀬
さ
ん
の
「
コ
ロ
ナ
禍
で
育
つ
乳
幼
児
の

た
め
に
で
き
る
こ
と
」
は
、
乳
幼
児
が
ど
の
よ

う
な
発
育
過
程
を
た
ど
る
か
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ

る
影
響
、
改
善
策
の
提
案
と
、
論
の
骨
子
が
明

確
で
、
い
ず
れ
も
根
拠
と
な
る
文
献
に
基
づ
き

な
が
ら
丁
寧
に
ま
と
め
て
い
る
。
文
章
も
読
み

易
い
。
結
論
に
独
自
性
が
出
せ
れ
ば
一
層
よ
く

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

次
席
の
澤
田
さ
ん
の
「
一
身
独
立
未
だ
な
ら

ず
、
い
は
ん
や
」
は
、
コ
ス
パ
志
向
が
強
い
と

い
わ
れ
る
Ｚ
世
代
の
若
者
が
福
澤
諭
吉
の
目
に

ど
う
映
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
皮

切
り
に
、『
学
問
の
す
ゝ
め
』
を
引
き
つ
つ
、

現
代
社
会
を
考
察
し
て
い
る
。
ル
ソ
ー
や
ロ
ー

ル
ズ
な
ど
の
引
用
も
適
切
で
、
筋
が
通
っ
て
い

る
。
バ
ラ
ン
ス
と
志
が
大
切
、
と
締
め
く
く
る

結
論
も
若
者
ら
し
い
溌
溂
さ
を
感
じ
た
。

そ
し
て
、
栄は

え
あ
る
小
泉
信
三
賞
の
福
田
さ

ん
の
「『
全
性
愛
論
』
～
自
由
恋
愛
と
異
性
愛

規
範
を
見
つ
め
直
し
て
～
」
は
、
異
性
愛
が
当

然
と
す
る
考
え
方
は
本
当
な
の
か
、
と
い
う
大

き
な
疑
問
を
最
初
に
投
げ
か
け
、そ
の
後
、「
愛
」

や
「
性
欲
」
と
い
っ
た
鍵
と
な
る
概
念
に
つ
い

て
、
定
義
を
一
つ
ひ
と
つ
確
認
し
な
が
ら
論
を

進
め
て
い
く
。
歴
史
、
思
想
史
、
脳
科
学
、
生

態
学
な
ど
幅
広
い
分
野
の
学
説
を
身
に
付
け
て

い
る
。
十
六
歳
で
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
発
表

し
た
三
島
由
紀
夫
を
彷
彿
さ
せ
る
才
能
を
垣
間

見
る
よ
う
な
気
持
ち
で
読
み
終
え
た
。

来
年
も
ま
た
今
年
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
論

文
が
読
め
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
高

校
生
皆
さ
ん
の
ご
健
筆
を
祈
り
ま
す
。

＊
１　

一
九
六
三
年
日
本
公
開
、
東
宝
配
給
。
原
作

『
キ
ン
グ
の
身
代
金
』
エ
ド
・
マ
ク
ベ
イ
ン

＊
２　

一
九
七
五
年
日
本
公
開
、日
本
ヘ
ラ
ル
ド
配
給

書
く
は
値
千
金早は

や

川か
わ

浩
ひ
ろ
し

（
株
式
会
社
早
川
書
房
代
表
取
締
役

社
長
・
慶
應
義
塾
理
事
・
評
議
員
）




