
生
前
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
死
後
声
価
が
高
ま
る
作
家
と
、

生
前
名
声
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
な
が
ら
死
後
そ
れ
が
落
ち
て
い
く
作
家
、

と
い
う
ふ
た
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
と
し
た
ら
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は

さ
し
ず
め
後
者
の
代
表
に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

な
ん
と
い
っ
て
も
二
〇
世
紀
前
半
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
流
れ
を
作
っ

た
立
役
者
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
文
学
批
評
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
独
立
さ
せ

る
き
っ
か
け
も
作
る
な
ど
、
生
前
は
文
学
界
内
外
か
ら
の
畏
敬
の
的
と

な
っ
た
。

だ
が
、
一
九
六
五
年
の
死
後
、
徐
々
に
名
声
は
色
あ
せ
は
じ
め
る
。
ま

ず
、
七
〇
年
代
に
「
非
個
性
の
詩
学
」
と
い
う
神
話
が
崩
れ
た
。
そ
し
て
、

八
〇
年
代
か
ら
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
つ
い
て
の
責
を
問
わ
れ
は
じ
め
る
。

九
〇
年
代
は
、
こ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
批
判
と
平
行
し
て
、
高
尚
文
化
の
旗

頭
と
し
て
の
エ
リ
オ
ッ
ト
が
、
実
は
大
衆
文
化
に
か
な
り
傾
倒
し
て
い
た

こ
と
を
批
評
家
が
語
り
だ
し
た
時
期
で
あ
る
。（
こ
う
い
っ
た
流
れ
に
は
、

『
荒
地
』
草
稿
や
書
簡
の
出
版
が
関
与
し
て
い
る
）。

そ
し
て
、
大
衆
文
化
へ
の
傾
倒
は
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
人
種
偏
見
」
と

も
か
ら
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
人
種
偏
見
に
続
い
て
、

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
へ
の
そ
れ
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
が
、
マ
イ
ケ

ル
・
ノ
ー
ス
の
『
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
方
言
』
で
あ
る
。
ノ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
パ

ウ
ン
ド
と
エ
リ
オ
ッ
ト
は
『
ア
ン
ク
ル
・
リ
ー
マ
ス
』
に
登
場
す
る
動
物
の

名
前
を
符
牒
と
し
て
使
い
合
っ
た
り
、
黒
人
英
語
で
手
紙
を
出
し
合
っ
た

り
し
て
い
た
。
ノ
ー
ス
は
そ
こ
に
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
を
目
の
当
た

り
に
し
た
白
人
ア
メ
リ
カ
人
全
般
の
引
き
裂
か
れ
た
心
情
に
似
た
も
の
を

見
出
す
。

一
方
で
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
は
、
き
わ
め
て
粗
野
な
た
め
に
、

シ
ン
コ
ペ
ー
ト
す
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

│
│
Ｔ
・
Ｓ
・エ
リ
オ
ッ
ト
の
初
期
詩
篇
に
お
け
る
「
黒
人
」
音
楽

飯

野

友

幸
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い
か
に
も
イ
ギ
リ
ス
風
と
い
う
感
じ
の
舞
台
に
い
ら
だ
つ
平
等
主
義

的
感
傷
の
は
け
口
と
な
っ
た
。
一
方
で
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
は
、

白
人
の
庶
民
な
ら
黒
人
の
庶
民
に
ま
さ
る
と
い
う
例
と
な
っ
た
…
…
。

（
八
一
）

野
心
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
わ
た
っ
た
若
い
ア
メ
リ
カ
詩
人
な
ら
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
、
た
だ
で
さ
え
言
語
的
排
他
性
の
強
か
っ
た
当
時
の
イ
ギ
リ

ス
で
、
エ
リ
オ
ッ
ト
は
根
無
し
草
の
自
分
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
ず
、
ハ
ー

バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
へ
の
手
紙
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
を
次
の
よ
う
に

客
観
的
に
描
出
し
て
み
せ
る
。

い
つ
の
日
か
、
ひ
と
り
の
ア
メ
リ
カ
人
の
立
場
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ

イ
を
書
い
て
み
た
い
。
そ
の
ア
メ
リ
カ
人
は
、
実
は
ア
メ
リ
カ
人
で

は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
南
部
に
生
ま
れ
、
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の
学
校
に
行
っ
た
か
ら
だ
し
、
少
年
時
代
は
黒
人
の
南
部
訛
り

（
ニ
ガ
ー
ド
ロ
ー
ル
）
を
喋
り
な
が
ら
も
南
部
人
で
も
な
か
っ
た
か

ら
―
―
家
族
は
南
部
と
北
部
の
境
の
州
に
住
む
北
部
人
で
、
南
部
人

の
す
べ
て
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
人
々
ま
で
さ
げ
す
ん
だ
か
ら
。
だ
か

ら
、
こ
の
人
間
は
ど
こ
の
誰
で
も
な
か
っ
た
。

（
一
五
）

そ
れ
ゆ
え
、
エ
リ
オ
ッ
ト
と
パ
ウ
ン
ド
流
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
基
層
は
、

「
黒
人
の
言
語
を
使
っ
て
閉
鎖
的
な
言
語
の
境
界
と
社
会
的
因
習
を
破
り

つ
つ
、
同
時
に
そ
の
境
界
を
失
う
こ
と
を
深
く
恐
れ
て
保
持
す
る
」（
八

三
）
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ィ
に
彩
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
現
代
世
界
の

も
た
ら
す
「
転
地
／
混
乱
（“dislocation”

）」
を
身
に
受
け
、
し
か
も
そ

こ
か
ら
身
を
守
る
た
め
、
彼
ら
は
黒
人
英
語
を
意
欲
的
に
作
品
に
取
り
こ

ん
だ
の
だ
と
ノ
ー
ス
は
結
論
づ
け
る
（
九
九
）。

そ
し
て
ノ
ー
ス
は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
黒
人
音
楽
を
含
む
大
衆
音
楽
へ
と
話

を
進
め
る
が
、
ノ
ー
ス
以
後
こ
の
方
向
性
で
書
く
批
評
家
は
あ
と
を
絶
た

ず
、
実
質
的
に
は
似
通
っ
た
論
考
ば
か
り
が
発
表
さ
れ
た
。
情
報
収
集
力

の
急
激
な
増
加
に
と
も
な
っ
て
珍
し
い
資
料
を
駆
使
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
今
の
世
の
中
、
あ
と
で
書
い
た
も
の
勝
ち
、
と
い
う
雰
囲
気
さ
え

た
だ
よ
う
。
今
の
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
注
目
に
値
す
る
の
は
二
〇
〇
三
年

に
出
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
チ
ニ
ッ
ツ
の
『
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
文
化
的

分
岐
』
で
、
そ
う
い
っ
た
論
調
を
一
括
し
て
み
せ
た
感
も
あ
る
。

チ
ニ
ッ
ツ
の
こ
の
書
は
き
わ
め
て
網
羅
的
だ
が
、
発
見
の
楽
し
み
を
こ

じ
つ
け
の
楽
し
み
に
変
え
て
い
く
よ
う
な
と
こ
ろ
も
ど
こ
か
見
う
け
ら
れ
、

そ
の
た
め
に
論
旨
が
恣
意
的
に
な
る
場
面
も
少
な
く
な
い
。
エ
リ
オ
ッ
ト

に
よ
る
音
楽
へ
の
言
及
す
べ
て
を
単
に
ジ
ャ
ズ
と
一
括
し
、
二
十
世
紀
初

頭
の
軽
快
／
軽
薄
な
風
俗
へ
と
還
元
し
よ
う
と
す
る
部
分
を
読
む
と
、
音

楽
そ
の
も
の
へ
の
よ
り
深
い
検
証
を
行
う
余
地
が
あ
る
と
思
わ
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
初
期
詩
篇
は
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
な
か
ん
ず

く
ラ
フ
ォ
ル
グ
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
チ

ニ
ッ
ツ
に
か
か
れ
ば
ジ
ャ
ズ
ほ
ど
の
影
響
で
は
な
い
と
決
め
つ
け
ら
れ
る

（
三
五
）。
し
か
も
、
最
終
的
に
は
現
代
と
過
去
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
比
較

と
い
う
こ
れ
ま
で
の
エ
リ
オ
ッ
ト
批
評
に
異
議
を
示
し
、
も
っ
と
さ
ま
ざ

シンコペートするシェイクスピア
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ま
な
読
み
の
可
能
性
へ
と
開
か
れ
て
い
る
と
し
つ
つ
も
、
具
体
的
な
判
断

を
下
そ
う
と
は
し
な
い
。

本
稿
で
は
、
こ
う
い
っ
た
批
評
の
流
れ
を
踏
ま
え
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル

シ
ョ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
黒
人
音
楽
、
そ
の
な
か
で
も
広
義
の
ラ
グ
タ
イ

ム
に
焦
点
を
あ
て
、
ど
の
よ
う
に
エ
リ
オ
ッ
ト
が
そ
れ
を
詩
の
な
か
で

使
っ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
の
黒
人
表
象
の
意
義

を
探
っ
て
い
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
大
衆
文
化
へ
の
言
及
、
と
り
わ
け

ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
詩
の
な
か
に
織
り
こ
ま
れ
る
の
は

エ
リ
オ
ッ
ト
の
場
合
初
期
の
詩
で
あ
り
、
そ
れ
を
対
象
と
す
る
。（
も
ち

ろ
ん
、
百
年
以
上
前
の
黒
人
音
楽
に
つ
い
て
の
考
察
と
は
、
歴
史
の
霧
の

な
か
に
漂
う
も
の
を
掴
も
う
と
す
る
こ
と
に
も
似
て
、
大
ま
か
な
流
れ
を

同
定
す
る
作
業
で
し
か
な
い
こ
と
は
わ
き
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
が
）。

ラ
グ
タ
イ
ム
が
二
十
世
紀
後
半
に
注
目
を
浴
び
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

ひ
と
え
に
、
一
九
七
三
年
の
映
画
『
ス
テ
ィ
ン
グ
』
の
な
か
で
ス
コ
ッ
ト
・

ジ
ョ
プ
リ
ン
の
「
ジ
・
エ
ン
タ
テ
イ
ナ
ー
」
が
効
果
的
に
挿
入
さ
れ
た
こ
と

に
よ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
映
画
は
三
〇
年
代
大
恐
慌
時
代
の
詐
欺

師
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
洒
落
て
陽
気
で
回
顧
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
だ

し
は
し
た
も
の
の
、
実
は
こ
の
頃
に
は
ラ
グ
タ
イ
ム
タ
イ
ム
そ
の
も
の
は

す
で
に
す
た
れ
て
い
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
一
般
に
ラ
グ
タ
イ
ム
と
い
う
と
こ
の
類
の
曲
を
思
い

浮
か
べ
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
こ
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
は
実
は
さ
ま
ざ
ま
な

変
種
を
と
も
な
う
。

ラ
グ
タ
イ
ム
の
発
展
を
「
黒
人
性
」
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
見

て
い
く
な
ら
、
起
源
と
し
て
は
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
に
行
き
当
た
る
。

十
九
世
紀
初
頭
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
南
部
を
中
心
に
人
気
を
博
す
こ
と

に
な
る
こ
の
演
芸
は
、
周
知
の
よ
う
に
白
人
が
顔
を
黒
く
塗
り
、
黒
人
を

戯
画
化
し
茶
化
し
た
こ
と
で
悪
名
高
い
（
黒
人
自
身
に
よ
る
自
虐
的

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
も
あ
っ
た
に
せ
よ
）。
歌
や
漫
談
や
寸
劇
や
ダ
ン
ス
か
ら

な
る
い
わ
ば
寄
席
芸
で
、
や
が
て
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
と
い
う
形
式
に
受
け

継
が
れ
て
い
く
が
、
た
と
え
顔
を
黒
く
塗
ら
な
く
な
っ
て
も
、
そ
こ
で
歌

わ
れ
る
歌
の
な
か
に
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
名

の
と
お
り
、
き
わ
め
て
黒
人
蔑
視
的
な
歌
詞
を
と
も
な
う
。

そ
の
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
が
や
が
て
ラ
グ
タ
イ
ム
へ
と
形
を
変
え
て
い
く

の
が
十
九
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
だ
が
、
か
な
り
形
の
異
な
る
ラ
グ
タ
イ
ム

も
こ
の
時
期
に
出
現
し
て
い
る
。
ピ
ア
ノ
独
奏
用
の
ラ
グ
タ
イ
ム
で
あ
る
。

音
楽
史
は
こ
の
あ
た
り
を
は
っ
き
り
書
き
分
け
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、

同
時
発
生
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
八
九
〇
年
代
に
ラ
グ
タ
イ
ム
が
登
場
し
た
の
は
、
地
方
の
口
承
音

楽
が
南
部
・
中
西
部
の
旅
回
り
の
黒
人
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
よ
っ
て
展
開

さ
れ
、
シ
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
大
量
生
産
を
と
お
し
て
ア
メ
リ
カ

音
楽
の
主
流
に
入
り
こ
ん
だ
こ
と
に
よ
る
。
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
が

最
初
に
こ
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
聴
い
た
の
は
一
八
九
三
年
の
こ
と

で
、
そ
れ
は
全
米
を
巻
き
込
む
催
し
、
す
な
わ
ち
シ
カ
ゴ
の
ワ
ー
ル
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ズ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
ン
・
エ
ク
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
マ
ギ
ー

三
八
九
）

ピ
ア
ノ
独
奏
の
ラ
グ
タ
イ
ム
は
、
も
と
も
と
「
ジ
グ
・
ピ
ア
ノ
」
と
呼
ば
れ
、

奴
隷
制
時
代
に
フ
ィ
ド
ル
（
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
）
と
バ
ン
ジ
ョ
ー
が
メ
ロ

デ
ィ
を
弾
き
、
打
楽
器
と
し
て
は
音
楽
家
と
聴
衆
が
足
を
鳴
ら
す

（stom
p

）
と
い
う
編
成
を
、
ピ
ア
ノ
が
一
手
に
│
│
正
確
に
は
「
二
手

で
」
│
│
引
き
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
成
立
し
て
い
っ
た
（
サ
ザ
ン

三
一

五
）。
具
体
的
に
は
、
左
手
で
マ
ー
チ
の
二
拍
子
を
打
ち
、
右
手
が
ア
フ

リ
カ
起
源
の
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
を
多
用
し
た
メ
ロ

デ
ィ
を
奏
で
る
形
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
形
式
を
、
ア

フ
リ
カ
的
信
仰
と
実
践
と
い
う
豊
か
に
き
ら
め
く
基
盤
の
う
え
に
並
置
し

た
」（
フ
ロ
イ
ド

八
五
）
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
白
と
黒
の
混
合
が

こ
こ
ま
で
明
瞭
な
形
で
前
景
化
さ
れ
た
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
も
少
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
が
多
用
さ
れ
た
た
め
に
、
ラ
グ
タ
イ
ム
は
こ

こ
ま
で
人
気
が
出
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
と
い
う
。「
と
い
う
の
も
当
時

流
行
し
た
ポ
ッ
プ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
よ
り
は
る
か
に
複
雑
で
、
シ
ー
ト

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
供
給
先
で
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア
・
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
手
に
は

あ
ま
る
リ
ズ
ム
上
の
技
巧
を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」（
ジ
ェ
イ

ソ
ン
＆
テ
ィ
ッ
チ
ナ
ー
一
―
二
）。

シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
持
つ
リ
ズ
ム
感
覚
と
は
、
西
洋
の
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
そ
れ
と
は
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
黒
い
」
特
性
と
し

て
は
っ
き
り
と
感
知
さ
れ
た
。
起
源
を
た
ど
れ
ば
、「
古
く
か
ら
音
楽
的

装
置
と
し
て
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
は
黒
人
音
楽
と
の
関
係
が
深
く
、
最
初

の
ラ
グ
タ
イ
ム
の
楽
譜
が
出
版
さ
れ
た
一
八
九
七
年
に
は
す
で
に
ミ
ン
ス

ト
レ
ル
シ
ョ
ー
の
バ
ン
ジ
ョ
ー
演
奏
家
に
よ
っ
て
長
い
こ
と
利
用
さ
れ
て

い
た
」（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ
ナ
ー

四
―
五
）。（
ち
な
み
に
、
一
八
一

八
年
に
作
者
不
明
で
発
表
さ
れ
た
器
楽
曲
「
ボ
ン
ジ
ャ
・
ソ
ン
グ
」
│
│
ボ

ン
ジ
ャ
は
バ
ン
ジ
ョ
ー
を
指
す
│
│
に
は
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
例
が
ア

メ
リ
カ
音
楽
史
上
は
じ
め
て
記
録
さ
れ
て
い
る
（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ

ナ
ー

五
））。
し
か
し
、
ラ
グ
タ
イ
ム
ほ
ど
そ
れ
が
「
頻
繁
に
、
集
中
的

に
、
大
胆
に
」
使
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
（
マ
ギ
ー

三
九
〇
）。

ゆ
え
に
、「
不
自
然
で
、
極
端
で
、
狂
っ
た
」
も
の
と
評
さ
れ
、
ヴ
ィ
ク

ト
リ
ア
朝
的
価
値
観
へ
の
脅
威
と
さ
え
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
要

す
る
に
、
西
洋
の
耳
に
は
「
ニ
グ
ロ
特
有
の
原
始
的
道
徳
の
象
徴
」（
マ

ギ
ー

三
九
〇
）
と
響
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
お
か
げ
で
上
品
な
音
楽
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
な
く
、“ragtim

e”

す
な
わ
ち
「
襤
褸
の
拍
子
」
と
い
う
呼
称
を
授

か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
ラ
グ
」
と
か
「
ラ
グ
タ
イ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
、
音
楽
用
語
と
し

て
使
わ
れ
た
の
は
、
一
八
九
六
年
に
活
字
に
な
る
の
を
待
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
翌
年
、
出
版
社
が
タ
イ
ト
ル
に
「
ラ
グ
タ
イ

ム
」
と
入
っ
た
楽
曲
を
出
版
し
は
じ
め
た
。
そ
の
代
表
格
は
、

Ｗ
・
Ｈ
・
ク
レ
ー
ル
の
「
ミ
シ
シ
ッ
ピ
・
ラ
グ
タ
イ
ム
」（“M

ississippi

R
agtim

e”
）（
初
め
て
の
楽
譜
出
版
）
と
、
ト
ム
・
タ
ー
ピ
ン
の
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「
ハ
ー
レ
ム
・
ラ
グ
タ
イ
ム
」（“H

arlem
R
agtim

e”

）（
黒
人
作
曲
家

の
手
に
な
る
初
の
楽
譜
出
版
）
で
あ
っ
た
。

（
マ
ギ
ー

三
八
九
）

も
ち
ろ
ん
、
最
初
に
ラ
グ
タ
イ
ム
と
い
う
言
葉
が
い
つ
使
わ
れ
た
か
は
、

お
そ
ら
く
永
遠
に
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
だ
ろ
う
し
、
こ
こ
で
の
議
論
に
は
さ

一

ほ
ど
重
要
で
も
な
い
。

む
し
ろ
考
え
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
楽
譜
出
版
が
こ
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル

に
と
っ
て
大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ラ

グ
タ
イ
ム
・
ピ
ア
ノ
の
代
名
詞
で
あ
る
、
ジ
ョ
プ
リ
ン
作
の
「
メ
イ
プ
ル
・

リ
ー
フ
・
ラ
グ
」（“M

aple
L
eaf

R
ag”

）
は
、
一
八
九
九
年
に
楽
譜
が
売

ら
れ
て
以
来
、
七
年
間
で
五
十
万
枚
を
売
り
切
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
、

上
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
プ
ロ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
が
弾
く
ラ
グ
タ
イ
ム
は

ア
マ
チ
ュ
ア
に
は
複
雑
す
ぎ
た
の
で
、「
生
で
聴
か
れ
た
多
く
の
ラ
グ
タ

イ
ム
・
ピ
ア
ノ
が
記
譜
さ
れ
た
形
で
捕
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
疑
う
余

地
は
あ
ま
り
な
い
」（
バ
ー
リ
ン

七
六
）。
そ
の
一
方
で
、
中
流
家
庭
に

お
け
る
ピ
ア
ノ
の
爆
発
的
な
普
及
、
そ
し
て
楽
譜
出
版
の
流
行
に
よ
っ
て
、

ラ
グ
タ
イ
ム
が
短
時
日
の
う
ち
に
広
が
り
、
定
着
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
か

ら
、
そ
の
形
態
が
一
方
で
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
リ
ズ
ム
の
点
で
難
し

く
な
い
ラ
グ
タ
イ
ム
が
次
第
に
で
き
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
く
わ
え
て
、
楽
譜
出
版
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
的
要
素
が

次
第
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
要
素
に
侵
食
さ
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
│
│
口

承
と
即
興
を
主
要
素
と
し
、
多
く
の
非
西
洋
的
揺
ら
ぎ
を
包
含
し
て
い
た

音
楽
が
、
西
洋
的
十
二
音
階
に
よ
っ
て
譜
面
化
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
た
か

二

ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
か
ら
ま
り
つ
つ
繋
が
っ
て
い
る
幾
重
も
の
糸
の
よ
う
な
ラ

グ
タ
イ
ム
の
発
展
と
は
、「
白
の
侵
食
」
が
着
実
に
進
ん
で
い
く
過
程
で

も
あ
り
、
複
雑
な
色
合
い
を
呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
ず
、「
メ
イ
プ
ル
・

リ
ー
フ
・
ラ
グ
」
の
商
業
的
成
功
は
、
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
に
よ
る
ラ

グ
タ
イ
ム
の
大
量
生
産
に
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ

イ
と
い
う
名
称
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
楽
譜
出
版
業
界
が
集
中
し
た
小
路

（
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
二
八
丁
目
、
五
番
街
と
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
間
）
を

指
し
、
何
台
も
の
ピ
ア
ノ
が
一
斉
に
鳴
っ
て
い
る
様
子
に
由
来
す
る
が
、

同
時
に
、
一
八
八
五
年
頃
か
ら
流
行
し
は
じ
め
、
一
九
二
〇
年
代
ま
で
を

席
捲
し
た
音
楽
の
ス
タ
イ
ル
で
も
あ
る
。
こ
の
隆
盛
の
裏
に
は
、
上
述
の

よ
う
な
中
流
化
の
進
行
、
そ
れ
に
伴
う
ピ
ア
ノ
の
普
及
と
楽
譜
の
需
要
、

く
わ
え
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
の
音
楽
産
業
の
中
心
の
移
行
、
と
い
う
社
会

状
況
の
変
化
が
あ
る
。
そ
の
上
で
、
綿
密
な
市
場
調
査
に
も
と
づ
い
て
曲

が
製
作
な
か
ん
ず
く
大
量
生
産
さ
れ
は
じ
め
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

楽
譜
は
今
日
で
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
売
れ
て
、
数
百
万
枚
単
位
と

い
う
の
も
め
ず
ら
し
く
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
新
た
に
出
現
し
た
ヴ
ォ
ー

ド
ヴ
ィ
ル
の
た
め
の
楽
曲
提
供
と
い
う
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
テ
ィ

ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
の
隆
盛
に
一
役
買
っ
た
よ
う
だ
。

何
よ
り
、
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
の
直
系
と
し
て
「
歌
も
の
ラ
グ
タ
イ
ム
」
で

あ
り
、
し
か
も
「
作
曲
者
も
出
版
社
も
気
が
つ
い
た
の
は
、
で
き
る
だ
け

多
く
の
聴
衆
に
手
を
広
げ
る
た
め
に
ラ
グ
タ
イ
ム
の
歌
か
ら
そ
の
野
卑
な

言
語
と
黒
人
へ
の
連
想
を
は
ぎ
と
る
こ
と
だ
っ
た
」（
マ
ギ
ー

三
九
三
）
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が
ゆ
え
に
、
歌
詞
そ
の
も
の
に
は
黒
人
も
出
て
こ
な
け
れ
ば
、
黒
人
英
語

も
使
わ
れ
な
く
な
る
。
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
の
代
表
的
な
作
曲
家
で
あ

る
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
バ
ー
リ
ン
│
│
「
メ
イ
プ
ル
・
リ
ー
フ
・
ラ
グ
」
を
は
る

か
に
凌
ぐ
規
模
で
ラ
グ
タ
イ
ム
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
を
幅
広
く
流
通
さ

せ
る
に
至
っ
た
楽
曲
「
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
ズ
・
ラ
グ
タ
イ
ム
・
バ
ン
ド
」

（“A
lexander’s

R
agtim

e
B
and”

）
の
作
者
│
│
の
楽
曲
を
例
に
取
る
な
ら
、

一
九
一
一
年
の
「
ザ
ッ
ト
・
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
・
ラ
グ
」（“T

hatM
ysterious

R
ag”

）
以
来
、「
ラ
グ
タ
イ
ム
の
根
っ
子
を
断
ち
切
り
、
ア
フ
リ
カ
ン
・

ア
メ
リ
カ
ン
の
音
楽
的
特
性
を
誰
で
も
し
ゃ
べ
れ
る
も
の
へ
と
変
容
さ
せ

る
」
こ
と
で
、「
ラ
グ
タ
イ
ム
は
人
種
的
に
多
様
な
国
民
を
ひ
と
つ
に
し
、

ア
メ
リ
カ
化
し
、
現
代
化
す
る
媒
体
と
な
っ
た
」（
マ
ギ
ー

三
九
四
）。

“G
od
B
less

A
m
erica”

を
作
曲
す
る
な
ど
国
粋
主
義
的
傾
向
の
強
か
っ
た

バ
ー
リ
ン
な
ら
で
は
の
こ
と
だ
。
リ
ズ
ム
の
面
に
話
を
戻
す
な
ら
、
シ
ン

コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
が
さ
し
て
強
烈
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

三

も
な
い
。

結
果
的
に
、
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
と
ラ
グ
タ
イ
ム
・
ピ
ア
ノ
の
違
い

は
決
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
者
を
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
・
ラ
グ
タ
イ
ム
」

な
い
し
は
「
真
の
ラ
グ
タ
イ
ム
」
と
呼
ぶ
向
き
も
あ
る
（
マ
ギ
ー

三
九

五
）。
そ
も
そ
も
、「
ラ
グ
タ
イ
ム
の
�
メ
ロ
デ
ィ
�
は
あ
ま
り
に
抽
象
的

で
ピ
ア
ノ
的
だ
っ
た
た
め
に
歌
う
ど
こ
ろ
か
ハ
ミ
ン
グ
す
る
こ
と
も
か
な

わ
ず
、
そ
の
�
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
�
は
あ
ま
り
に
も
凝
っ
て
い
て
ダ
ン

ス
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
…
…
」（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ

四

ナ
ー

四
）
の
で
あ
る
。

ラ
グ
タ
イ
ム
は
そ
れ
ま
で
楽
譜
化
さ
れ
た
音
楽
…
…
の
領
域
で
は
ど

こ
に
も
見
ら
れ
な
い
、
ユ
ニ
ー
ク
な
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
や
り
方

を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
リ
ズ
ム
の
き
っ
ち
り
と
し
た
歌
に
シ
ン
コ

ペ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
て
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
シ
ン
コ

ペ
ー
シ
ョ
ン
の
つ
い
た
メ
ロ
デ
ィ
を
「
考
案
す
る
」
と
い
う
音
楽

だ
っ
た
。
ラ
グ
タ
イ
ム
と
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
的
要
素
を
含
む
他

の
音
楽
ス
タ
イ
ル
と
の
違
い
は
、
量
的
で
は
な
く
質
的
な
の
だ
。

（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ
ナ
ー

五
）

そ
れ
に
対
し
て
、「
既
成
の
メ
ロ
デ
ィ
に
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
跳
ね
を

つ
け
さ
え
す
れ
ば
ラ
グ
タ
イ
ム
の
曲
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
考
え
方
は
、

テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
の
編
曲
用
の
か
ら
く
り
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
も
、
は
じ
め
て
ラ
グ
タ
イ
ム
の
楽
譜
が
出
版
さ
れ
た
一
八
九
七
年
よ

り
も
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
」と
い
う（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ
ナ
ー

八
）。

結
局
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
規
定
し
た
と
き
、
ラ
グ
タ
イ
ム
は
広
範
囲
に

わ
た
る
│
│
「
一
、
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
、
二
、
器
楽
グ
ル
ー
プ
の
演
奏
用

に
編
曲
さ
れ
た
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
（
マ
ー
チ
・
バ
ン
ド
、
ダ
ン
ス
・
バ
ン
ド

等
々
）、
三
、
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
目
立
つ
ダ
ン
ス
音
楽
や
マ
ー
チ
、

四
、
ピ
ア
ノ
・
ラ
グ
タ
イ
ム
」（
サ
ザ
ン

三
一
九
）│
│
と
考
え
ら
れ
る
も

の
の
、
見
事
な
ま
で
に
白
と
黒
と
が
混
在
し
て
い
た
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
・
ラ

グ
タ
イ
ム
」
か
ら
「
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
風
ラ
グ
タ
イ
ム
」
へ
と
移
る

途
上
で
、
黒
い
要
素
は
か
な
り
払
拭
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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エ
リ
オ
ッ
ト
初
期
詩
篇
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
ラ
グ
タ
イ
ム
は
、（
歌

詞
で
あ
る
が
ゆ
え
に
当
然
な
が
ら
）
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
型
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
九
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
初
期
草
稿
『
三
月
兎
の
発
明
』
の

な
か
に
、“Sw

eetC
low

nesque”

と
い
う
連
作
が
あ
る
。
一
九
一
〇
年
に

書
か
れ
た
も
の
で
、
道
化
と
し
て
の
語
り
手
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
た
ち

現
れ
て
は
、
軽
薄
な
言
葉
を
ま
き
ち
ら
す
作
品
だ
が
、
そ
の
な
か
に
テ
ィ

ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
風
の
ラ
グ
タ
イ
ム
を
模
し
た
歌
詞
が
あ
る
。

If
you’re

w
alking

dow
n
the

avenue,

Five
o’clock

in
the

afternoon,

I
m
ay
m
eetyou

V
ery

likely
greetyou

Show
you

thatI
know

you.

If
you’re

w
alking

up
B
roadw

ay

U
nder

the
lightof

the
silvery

m
oon,

Y
ou
m
ay
find

m
e

A
llthe

girls
behind

m
e,...

H
ere

leta
clow

nesque
be
sounded

on
the

sandboard
and

bones....

（
三
五
）

型
に
は
ま
っ
た
言
い
回
し
、
軽
佻
浮
薄
な
内
容
、
そ
し
て
そ
の
内
容
と
呼

応
す
る
か
の
よ
う
に
軽
快
す
ぎ
る
ほ
ど
の
韻
、
さ
ら
に
は
極
端
な
ま
で
の

ア
メ
リ
カ
語
の
使
用
、
そ
し
て
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
と
い
う
言
葉
そ
の
も

の
…
…
ま
さ
に
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
風
の
歌
詞
を
思
わ
せ
ず
に
は
い
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
引
用
の
最
後
に
は
、“sandboard

and

bones”

と
い
う
表
現
が
あ
り
、「
骨
」
の
み
な
ら
ず
「
サ
ン
ド
ボ
ー
ド
」
と

い
う
言
葉
か
ら
も
洗
濯
板
に
似
た
打
楽
器
を
連
想
す
る
な
ら
ば
、
ラ
グ
タ

イ
ム
の
淵
源
た
る
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
の
こ
と
も
読
者
の
頭
に
は
浮
か

ぶ
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
の
パ
ロ
デ
ィ
（
あ
る
い
は
パ
ス
テ
ィ
シ
ュ
）
め

い
た
言
葉
遣
い
は
、
チ
ニ
ッ
ツ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
エ
リ
オ
ッ
ト
の
他
の

初
期
詩
篇
の
軽
妙
な
詩
行
に
も
散
見
さ
れ
な
い
で
も
な
い
（
三
七－

三

八
）。
一
方
、
実
際
の
歌
詞
を
引
用
し
て
い
く
の
は
、『
荒
地
』
以
後
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
お
び
た
だ
し
い
数
の
引
用
が
コ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
い
る
こ

の
長
編
詩
で
、
広
義
の
ラ
グ
タ
イ
ム
で
い
え
ば
、
ま
ず
パ
ウ
ン
ド
が
削
除

し
た
も
の
の
な
か
に
は“B

y
the

W
aterm

eloln
V
ine”

や“M
y
E
valine”

や“T
he
C
ubanola

G
lide”

な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
何
と
い
っ
て
も
代

表
的
な
の
は
第
二
部
「
チ
ェ
ス
の
ゲ
ー
ム
」
に
使
わ
れ
る
楽
曲
で
あ
る
。

裕
福
そ
う
な
女
性
の
居
間
で
奇
妙
に
す
れ
ち
が
う
会
話
が
続
く
な
か
、
相

手
の
男
が
「
か
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
風
ラ
グ
」（“T

hatShakespearean

R
ag”

）
の
一
節
を
突
如
歌
い
だ
す
。

O
O
O
O
thatShakespeherian

R
ag−
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It’s
so
elegant

So
intelligent

（
六
七
）

こ
れ
は
、
一
九
一
二
年
に
、（
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
に
似
た
大
衆
芸
能
で
あ

る
）
レ
ヴ
ュ
ー
、『
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
リ
ー
ズ
』
に
用
い
ら
れ
た
歌

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
に
使
わ
れ
た
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ

イ
風
ラ
グ
タ
イ
ム
と
同
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

食
い
違
う
ば
か
り
の
会
話
も
含
め
、
こ
こ
に
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
並
置

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
こ
の
直
前
で
男
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
へ
の
言
及
を
や
は
り
唐
突
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
、
こ
の
歌
詞
の
断
片
で
は
西
洋
文
学
の
正
典
た
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

と
ア
フ
リ
カ
起
源
の
大
衆
的
な
音
楽
で
あ
る
ラ
グ
タ
イ
ム
が
共
存
・
混
在

さ
せ
ら
れ
て
い
て
、
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
「
過
去
と
現
在
の
対
比
」
と
い
う

図
式
の
一
部
を
も
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
上
の
引
用
の
ご
と

く
最
初
に
「
オ
ー
」
を
四
回
も
つ
け
加
え
、
さ
ら
に
元
の“Shakespear-

ean”

を
お
ど
け
て“Shakespeherian”

と
変
え
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
シ

ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
た
か
の
よ
う
な
「
野
卑
な
オ
フ
ビ
ー
ト
（
後
打

ち
）」
に
乗
せ
て
こ
こ
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
何
人
か
の
批
評
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
荒
地
』
に
は

ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
な
構
成
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
時

空
間
を
軽
々
と
飛
ぶ
か
の
よ
う
に
古
今
東
西
の
文
献
を
断
片
的
に
積
み
重

ね
る
構
成
は
、
実
は
、
様
々
な
出
し
物
が
出
て
は
消
え
て
い
く
「
寄
席

芸
」
を
連
想
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
か
ら
、
笑
劇
風
の
『
闘

士
ス
ウ
ィ
ー
ニ
ー
』
へ
と
い
う
流
れ
は
、
だ
か
ら
ま
っ
た
く
自
然
だ
。
し

か
も
、
こ
れ
は
『
荒
地
』
出
版
の
翌
年
に
は
原
稿
が
仕
上
が
っ
て
い
た
と

い
う
。
と
り
わ
け
そ
の
第
二
部
「
闘
技
の
断
片
」
に
は
、
副
題
に
あ
る
と

お
り
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
風
の
ギ
リ
シ
ャ
喜
劇
を
土
台
に
し
て
、
そ
の
上

に
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
か
ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル
を
思
わ
せ
る
構
造
を
乗
っ

け
る
と
い
う
得
意
の
重
層
的
な
方
法
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、『
荒

地
』
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
歌
詞
は
ボ

ブ
・
コ
ー
ル
、
ロ
ザ
モ
ン
ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
共
作
に
な
る
「
竹
の
木
の
下
で
」（“U

nder
the

B
am
boo

T
ree”

一
九
〇
二
）
の
一
部
で
あ
る
（
若
干
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
）。

U
nder

the
bam

boo

B
am
boo

bam
boo

U
nder

the
bam

boo
tree

Tw
o
live

as
one

O
ne
live

as
tw
o

Tw
o
live

as
three

U
nder

the
bam

U
nder

the
boo

U
nder

the
bam

boo
tree.

（
一
三
一－

一
三
二
）

こ
れ
は
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
、
白
人
の
間
で
は
「
美

し
い
ク
ー
ン
・
バ
ラ
ー
ド
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
が
、
当
の
ジ
ョ

シンコペートするシェイクスピア
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ン
ソ
ン
│
│
皮
肉
に
も
ハ
ー
レ
ム
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
一
員
と
し
て
あ
え
て

標
準
英
語
を
使
う
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
│
│
は
、
当
時
の
侮
蔑
的
ク
ー

ン
・
ソ
ン
グ
の
伝
統
か
ら
の
逸
脱
を
目
指
し
て
作
っ
た
の
で
あ
り
（
ノ
ー

ス

八
八
）、
実
際
に
こ
の
楽
曲
は
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
か
ら
ラ
グ
タ
イ
ム
へ

移
る
過
渡
期
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。

二
十
世
紀
に
入
っ
て
数
年
し
た
の
ち
、
臭
う
ほ
ど
に
侮
蔑
的
な
歌
詞

は
脇
に
置
か
れ
、
広
く
ア
メ
リ
カ
大
衆
に
受
け
入
れ
や
す
い
テ
ク
ス

ト
で
置
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ジ
ェ
イ
ム

ズ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
遺

産
の
価
値
あ
る
部
分
と
し
て
方
言
に
よ
る
歌
詞
を
好
み
は
し
た
も
の

の
、
荒
っ
ぽ
く
剃
刀
で
切
り
つ
け
て
い
じ
め
る
よ
う
な
卑
し
い
決
ま

り
文
句
を
歌
詞
の
な
か
で
使
う
の
は
避
け
た
。
そ
の
代
わ
り
に
描
い

た
状
況
や
人
物
と
い
え
ば
、
白
人
聴
衆
で
も
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に

心
動
か
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

（
バ
ー
リ
ン

三
六
）

そ
し
て
、
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
「
竹
の
木
の
下
で
」
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
同
様
の
作
曲
態
度
な
の
だ
。

（
も
っ
と
も
、
そ
れ
以
後
書
か
れ
た
「
無
難
な
」
歌
詞
は
、
た
と
え
ば
ジ
ョ

プ
リ
ン
に
と
っ
て
は
「
野
卑
」（vulgar

）
だ
と
思
わ
れ
た
一
方
、
他
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
野
卑
と
映
っ
て
も
、
そ
れ
が
大
衆
受
け
す
る

と
い
う
意
味
で
必
ず
し
も
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
（
バ
ー
リ
ン

三
六－

三
七
））。

さ
ら
に
、
こ
の
歌
詞
は
「『
浅
黒
い
メ
イ
ド
』
と
ズ
ー
ル
ー
の
王
と
の
ロ

マ
ン
ス
を
語
る
繊
細
な
恋
歌
で
あ
る
」
し
、「『
マ
タ
ブ
ー
ル
ー
』
の
国
を

舞
台
に
、
登
場
人
物
を
遠
い
異
国
の
場
所
に
置
き
、
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
に

通
常
使
わ
れ
る
語
句
と
は
別
の
架
空
の
ア
フ
リ
カ
方
言
を
使
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
ク
ー
ン
・
ソ
ン
グ
に
な
じ
み
の
土
台
を
避
け
る
」（
マ
ギ
ー

三

九
三
）
こ
と
が
で
き
た
。
音
楽
的
に
も
、「
こ
の
歌
詞
に
当
て
は
め
ら
れ

た
の
は
、
揺
れ
る
よ
う
な
ハ
バ
ネ
ラ
の
リ
ズ
ム
で
、
こ
の
歌
を
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
グ
タ
イ
ム
の
領
域
か
ら
い
っ
そ
う
引
き
離
す
」（
マ

ギ
ー

三
九
三
）
の
で
あ
る
。

だ
が
、
ノ
ー
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
闘
技
の
断
片
」
に
お
い
て
は
、
こ

れ
が
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
的
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
な
か
に
置
か
れ
る
。
つ
ま
り
、

シ
ョ
ー
の
「
両
端
の
ふ
た
り
」
で
あ
る
ミ
ス
タ
ー
・
ボ
ー
ン
ズ
役
と
ミ
ス

タ
ー
・
タ
ン
ボ
役
の
ふ
た
り
に
歌
わ
せ
る
こ
と
で
、「
道
化
師
組
曲
」
と
同

じ
よ
う
に
、
ミ
ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
的
枠
組
み
の
な
か
に
嵌
め
よ
う
と
し

た
試
み
と
取
る
な
ら
、
黒
人
音
楽
の
歴
史
を
遡
る
こ
と
で
背
後
の
黒
人
性

を
す
か
し
て
見
せ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
引
用
し
つ
つ
散
り
ば
め
た
ラ
グ
タ
イ
ム

は
、
い
ず
れ
も
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
流
ラ
グ
タ
イ
ム
で
あ
り
、
黒
人
性

は
も
は
や
希
薄
に
な
り
果
て
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
か
な
り
強
引
に
ミ

ン
ス
ト
レ
ル
シ
ョ
ー
的
な
雰
囲
気
を
加
味
す
る
こ
と
で
、
黒
人
音
楽
史
に

お
け
る
ラ
グ
タ
イ
ム
の
流
れ
を
読
者
に
通
観
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
る
。
た

だ
し
、
作
品
全
体
か
ら
見
た
と
き
、
そ
こ
に
人
種
に
対
す
る
詩
人
の
偏
見
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が
滲
み
出
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
劇
的
に
変
化
す
る
な
か
で
古
い
も
の

と
新
し
い
も
の
が
混
在
す
る
同
時
代
の
さ
ま
を
ラ
グ
タ
イ
ム
の
響
き
を
借

り
て
表
わ
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と

い
っ
て
も
、
ラ
グ
タ
イ
ム
は
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
に
は
格
好
の
材
料

で
あ
っ
た
の
だ
。

ラ
グ
タ
イ
ム
の
激
し
い
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
こ
そ
が
、
暗
い
バ
ラ
ッ

ド
や
『
肌
の
黒
い
連
中
』
を
下
卑
た
形
で
描
く
手
の
感
傷
的
な
音
楽

で
適
当
に
す
ま
し
て
い
た
大
衆
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
っ
た
。
ラ
グ

タ
イ
ム
は
世
紀
の
変
わ
り
目
の
聴
衆
を
完
璧
に
陶
酔
さ
せ
た
の
で
、

�
ラ
グ
タ
イ
ム
�
と
い
う
言
葉
は
比
喩
的
に
明
る
く
生
き
生
き
と
し

た
と
い
う
意
味
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ
ナ
ー

三
）

も
ち
ろ
ん
、「
明
る
く
生
き
生
き
」
の
裏
を
か
え
せ
ば
軽
佻
浮
薄
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
陽
気
な
九
〇
年
代
」

か
ら
「
ジ
ャ
ズ
エ
イ
ジ
」
に
至
る
時
代
を
席
捲
し
た
音
楽
こ
そ
、
シ
ン
コ

ペ
ー
シ
ョ
ン
が
た
と
え
激
し
く
な
く
て
も
、
そ
の
時
代
を
映
し
出
す
の
に

は
最
適
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

セ
ン
ト
ル
イ
ス
は
ジ
ョ
プ
リ
ン
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

ラ
グ
タ
イ
ム
の
メ
ッ
カ
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
こ
に
育
っ
た
エ
リ
オ
ッ

ト
だ
け
に
黒
人
音
楽
と
黒
人
英
語
に
日
々
さ
ら
さ
れ
、
興
味
を
喚
起
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
娯
楽
の
種
類
の
か
ぎ
ら
れ
て
い
た

当
時
、
エ
リ
オ
ッ
ト
だ
け
が
ラ
グ
タ
イ
ム
好
き
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い

だ
ろ
う
し
、
大
衆
音
楽
と
い
う
観
点
か
ら
「
黒
人
表
象
」
を
エ
リ
オ
ッ
ト

の
初
期
詩
篇
に
見
て
い
く
か
ぎ
り
、
注
意
を
向
け
る
べ
き
点
は
、
黒
人
音

楽
史
を
通
観
さ
せ
る
こ
と
（
通
時
性
）
よ
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
ラ
グ

タ
イ
ム
も
重
層
的
に
テ
ク
ス
ト
に
溶
け
こ
ま
せ
る
こ
と
（
共
時
性
）
に
あ

五

る
と
思
わ
れ
る
。

注一

も
っ
と
も
、
ブ
ル
ー
ス
に
せ
よ
ジ
ャ
ズ
に
せ
よ
、
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
の

名
称
と
は
、
ど
こ
か
に
本
質
の
一
端
を
宿
し
て
い
よ
う
と
も
偶
然
と
誤

解
の
産
物
で
し
か
な
い
。
こ
こ
で
名
称
の
起
源
に
つ
い
て
あ
ま
り
こ
だ

わ
ら
な
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
見
方
が
妥
当
に
響
く
か
ら
だ
│
│
「
音

楽
的
に
冷
た
い
評
価
を
受
け
、
そ
も
そ
も
ラ
グ
タ
イ
ム
の
歴
史
的
な
始

ま
り
が
い
つ
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
の
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
み
が

真
剣
な
研
究
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
代
に
そ
れ
が
発
展
し
た

か
ら
で
あ
る
」（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ
ナ
ー

三
）。

ち
な
み
に
、
ラ
グ
タ
イ
ム
が
下
品
な
音
楽
と
い
う
評
価
を
下
さ
れ
た

も
う
ひ
と
つ
の
理
由
と
し
て
は
、
演
奏
会
場
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
│
│
「
十
九
世
紀
の
サ
ル
ー
ン
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
ピ
ア
ノ
を
備
え
て
い
た
の
で
、
当
時
の
男
性
ば
か
り
の
サ
ル
ー
ン

の
聴
衆
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
る
放
浪
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
を
そ
の
場

で
採
用
し
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
サ
ル
ー
ン
こ
そ
が
ラ
グ
タ
イ
ム
初
期
の

シンコペートするシェイクスピア
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演
奏
会
場
と
な
っ
た
」（
ジ
ェ
イ
ソ
ン
＆
テ
ィ
チ
ナ
ー

二
）

二

そ
れ
以
外
に
も
、「
ダ
ン
ス
の
た
め
の
機
能
的
音
楽
が
聴
取
の
た
め

の
演
奏
会
用
音
楽
に
な
り
、
そ
し
て
民
衆
の
音
楽
が
個
性
を
刻
印
す
る

こ
と
の
で
き
る
個
人
作
曲
家
の
も
の
に
な
っ
た
」（
サ
ザ
ン

三
二
〇
）

と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

三

昨
今
の
音
楽
研
究
に
よ
れ
ば
、
黒
人
性
を
特
権
的
に
強
調
す
る
本
質

主
義
へ
の
批
判
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
構
成
主

義
に
対
す
る
見
直
し
の
傾
向
も
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
ギ
ル
ロ
イ
の
『
ブ
ラ
ッ

ク
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
』
が
そ
の
好
例
で
あ
り
、
ギ
ル
ロ
イ
は
六
〇
年

代
初
頭
か
ら
か
な
り
強
力
な
黒
人
分
離
主
義
を
唱
え
た
ア
ミ
リ
・
バ
ラ

カ
を
擁
護
さ
え
し
て
い
る
。
バ
ラ
カ
は
、
た
と
え
ば
『
ブ
ル
ー
ス
・
ピ
ー

プ
ル
』
な
ど
で
、「
変
わ
り
つ
つ
不
変
の
も
の
」（“the

changing

sam
e”

）
な
る
概
念
を
措
定
し
、
ア
フ
リ
カ
起
源
の
音
楽
が
年
月
を
へ

て
形
を
変
え
よ
う
と
も
い
わ
ば
軸
が
ぶ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
こ
と

を
示
し
、
ギ
ル
ロ
イ
は
改
め
て
こ
れ
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

バ
ラ
カ
に
か
か
れ
ば
ス
ウ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
ズ
は
白
人
が
主
導
し
た
ゆ
え
に

ジ
ャ
ズ
の
堕
落
し
た
形
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
軸
が
ぶ
れ
た
も
の
と
見

な
さ
れ
て
し
ま
う
。
バ
ラ
カ
は
ラ
グ
タ
イ
ム
に
関
し
て
は
言
及
し
な
い

も
の
の
、
テ
ィ
ン
・
パ
ン
・
ア
レ
イ
流
の
ラ
グ
タ
イ
ム
に
は
黒
人
性
を
見

る
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
。

四

安
酒
場
で
演
奏
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
す
れ
ば
、
ダ
ン
ス
の
伴
奏
で

も
あ
り
え
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
歌
の
伴
奏
に

は
な
り
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

五

ノ
ー
ス
自
身
の
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
た
し
か
に
文
化
的
・
言
語
的

に
自
意
識
過
剰
に
な
っ
た
ゆ
え
の
言
語
遊
戯
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
使

わ
れ
た
言
葉
は
黒
人
の
方
言
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。む
し
ろ
、

な
ぜ
エ
リ
オ
ッ
ト
が
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
を
た
と
え
ば
『
荒
地
』の
な
か
に

│
│
そ
し
て
パ
ウ
ン
ド
がH

ugh
Selw

yn
M
auberley

の
な
か
に
│
│

憑
か
れ
た
よ
う
に
撒
き
散
ら
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
の
方
を
ノ
ー
ス
の

論
は
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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