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小
さ
な
こ
と
だ
が
、
初
出
時
に
は
「
聲
」
と
い
う
旧
字
が
使
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
文
庫
本
で
は
「
声
」
と
い

う
新
字
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
私
の
読
ん
だ
文
庫
本
に
倣
っ
て
お
く
。
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真
継
伸
彦
『
光
る
声
』
を
読
む

こ
の
小
説
は
一
九
五
六
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
直
後
の
時
期
の
日
本
の
大
学
を
主
な
舞
台
と
し
て
、
日

本
共
産
党
員
た
ち
が
繰
り
広
げ
た
複
雑
な
人
間
模
様
を
描
い
て
い
る
。
元
来
一
九
六
六
年
に
発
表
さ
れ
た

こ
の
作
品
の
こ
と
を
私
が
知
っ
た
の
は
、
刊
行
後
ま
も
な
い
一
九
六
〇
年
代
末
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、

あ
る
先
輩
は
「
生
々
し
す
ぎ
て
、
胸
が
苦
し
く
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
感
想
を
語
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
聞

い
た
私
は
、
お
そ
ら
く
気
軽
に
は
読
め
な
い
深
刻
な
本
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
つ
つ
、
い
つ
か
そ
の
う
ち
読

ま
な
く
て
は
と
感
じ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
と
な
く
手
が
出
な
い
ま
ま
に
時
間
が
経
ち
、

半
ば
忘
れ
か
け
て
い
る
う
ち
に
半
世
紀
も
の
年
月
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
今
頃
遅
れ
ば
せ
に
読
ん
で
ど
の

く
ら
い
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
頭
の
片
隅
に
引
っ
か
か
っ
て
い
た
の
で
、

た
ま
た
ま
時
間
的
余
裕
が
で
き
た
の
を
契
機
に
、
古
書
（
新
潮
文
庫
、
一
九
七
七
年
）
を
買
っ
て
読
ん
で

見
た*1

。
遅
す
ぎ
る
と
い
え
ば
遅
す
ぎ
る
が
、
長
い
時
間
を
経
る
間
に
ど
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

の
変
化
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
な
が
ら
読
ん
だ
。
そ
の
感
想
は
複
雑
で
あ
る
。

一

こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
一
九
六
六
年
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
か
ら
十
年
ほ
ど
経
っ
た
時
期
だ
が
、
「
十

年
」
と
い
う
距
離
を
長
い
と
み
る
べ
き
か
短
い
と
み
る
べ
き
か
は
微
妙
で
あ
る
。
「
つ
い
こ
の
間
の
こ
と

の
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
い
う
受
け
と
め
方
も
あ
れ
ば
、
「
ず
い
ぶ
ん
昔
の
話
で
、
現
在
と
は
あ
ま
り
つ

な
が
ら
な
い
」
と
い
う
感
じ
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
「
生
々
し
す
ぎ
る
」
と
い
う
感
想
を
私
に
洩
ら
し
た
先

輩
は
前
者
に
属
し
、
当
時
の
私
も
そ
う
い
う
発
想
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
者
の
観
点
か
ら
は
、

「
も
う
そ
ん
な
に
生
々
し
く
な
い
は
ず
な
の
に
、
何
を
深
刻
ぶ
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
批
評
が
向
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
小
説
の
作
者
が
主
題
と
の
間
に
ど
う
い
う
距
離
感
を
設
定
し
て

い
る
の
か
が
見
定
め
た
い
か
ら
で
あ
る
。
全
七
章
の
う
ち
、
は
じ
め
の
六
章
は
基
本
的
に
一
九
五
六
年
に

密
着
し
て
書
か
れ
て
い
る
―
―
部
分
的
に
は
、
過
去
に
遡
っ
て
戦
前
・
戦
中
の
共
産
主
義
運
動
お
よ
び
「
転

向
」
な
ど
の
問
題
に
も
触
れ
て
い
る
―
―
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
部
分
を
読
む
間
は
、
作
者
は
一
九
五
六
年

の
こ
と
を
「
つ
い
こ
の
間
の
こ
と
」
の
よ
う
に
受
け
と
め
つ
つ
、
そ
れ
に
内
在
し
て
物
語
を
構
築
し
て
い

る
よ
う
に
読
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
七
章
に
い
た
っ
て
、
こ
の
物
語
は
実
は
一
九
六
四
年
に
書
か
れ
た
の

だ
と
い
う
、
一
種
の
種
明
か
し
が
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
四
年
の
日
本
は
五
六
年
当
時
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
お
り
、
高
度
経
済
成
長
下
の
日
本
社
会
で
共
産
党
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
の
経
済
成
長
か

ら
取
り
残
さ
れ
た
弱
者
層
（
主
に
非
組
織
労
働
者
た
ち
）
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
登
場
し
た
公
明
党
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
て
、
共
産
党
の
出
る
幕
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
第
七
章
を
読
ん
で
い
る
と
、
第
一
‐
六
章
で
描
か
れ
た
一
連
の
出
来
事
は
「
遠
い
過
去
」
の

よ
う
な
印
象
が
生
じ
、
そ
こ
に
お
け
る
共
産
党
員
た
ち
の
苦
悩
は
「
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
悩
む
を
か
か
え

る
こ
と
自
体
が
時
代
遅
れ
だ
」
と
い
う
感
想
を
誘
発
す
る
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
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高
橋
和
巳
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
、
塩
川
伸
明
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
新
し
い
ノ
ー
ト
」
欄
に
掲
載
し
た
。
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登
場
人
物
の
大
半
は
颯
爽
た
る
ヒ
ー
ロ
ー
と
は
縁
遠
く
、
迷
っ
た
り
、
悩
ん
だ
り
、
苦
し
ん
だ
り
、
絶

望
し
た
り
、
右
往
左
往
し
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
悩
み
や
迷
い
は
、
そ
れ
に
密
着
し
た
観
点
か
ら

す
れ
ば
、
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る
よ
う
な
痛
み
を
伴
う
深
刻
な
悲
劇
と
捉
え
ら
れ
る
―
―
冒
頭
に
紹
介
し
た
先
輩

の
感
想
は
そ
う
し
た
感
覚
を
物
語
る
―
―
の
に
対
し
、
距
離
を
お
い
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
時
代
錯
誤
な

思
い
込
み
に
取
り
憑
か
れ
た
人
た
ち
の
馬
鹿
馬
鹿
し
い
悲
喜
劇
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
で

は
、
こ
の
小
説
の
読
み
方
と
し
て
ど
ち
ら
が
当
た
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
、
共
産
主
義
運
動
と
い
う
主
題
の
持
つ
意
味
の
時
間
的
変
遷
と
も
関
係
す
る
。
あ
る
時
期

ま
で
の
日
本
の
知
識
人
・
学
生
の
間
で
は
、
共
産
主
義
運
動
―
―
と
い
っ
て
も
、
実
は
単
一
で
は
な
く
、

様
々
な
分
岐
を
は
ら
ん
で
い
た
の
だ
が
―
―
の
占
め
る
位
置
が
か
な
り
大
き
く
、
そ
れ
に
関
与
し
た
人
た

ち
の
試
行
錯
誤
や
悩
み
が
文
学
作
品
の
主
題
と
な
る
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
が
、
時
間
と
と
も
に
そ
の
比
重

は
次
第
に
低
下
し
た
。
そ
う
し
た
趨
勢
的
低
下
の
う
ち
の
ど
の
あ
た
り
に
視
点
を
お
い
て
考
え
る
か
に
よ

っ
て
、
こ
の
主
題
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
も
異
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
小
説
の
作
者
た
る
真
継
伸
彦
（
一

九
三
二
年
生
ま
れ
）
、
新
潮
文
庫
版
に
解
説
を
書
い
て
い
る
柴
田
翔
（
一
九
三
五
年
生
ま
れ
）
、
そ
し
て
も
う

一
人
の
例
と
し
て
高
橋
和
巳
（
一
九
三
一
年
生
ま
れ
）
と
い
う
ほ
ぼ
同
世
代
の
三
人
を
並
べ
る
な
ら
、
柴

田
の
『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
』
、
真
継
の
『
光
る
声
』
、
高
橋
の
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
は
、
ど
れ
も
革

命
運
動
に
関
与
し
た
経
験
を
持
つ
人
々
の
悲
劇
も
し
く
は
悲
喜
劇
を
描
い
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
も

っ
と
も
、
柴
田
は
そ
の
後
ド
イ
ツ
文
学
研
究
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
作
家
活
動
を
あ
ま
り
し
な
く

な
っ
た
し
、
真
継
は
こ
の
作
品
以
外
で
は
同
種
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
彼
ら
に

と
っ
て
こ
れ
は
必
ず
し
も
最
大
の
関
心
事
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
橋
の
場
合
、

力
作
た
る
『
邪
宗
門
』
は
、
共
産
党
で
は
な
く
大
本
教
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
が
、
特
異
な
観
念
に
憑
か

れ
た
人
間
集
団
を
主
題
と
す
る
と
い
う
点
で
は
革
命
運
動
と
の
共
通
性
が
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
へ
の
こ
だ

わ
り
が
深
い
よ
う
に
思
え
る*2

。
こ
れ
に
比
し
て
柴
田
や
真
継
に
と
っ
て
は
、
た
ま
た
ま
一
つ
の
作
品
で

と
り
あ
げ
た
だ
け
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
思
い
入
れ
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
柴
田
翔

は
文
庫
版
の
解
説
で
「
時
代
錯
誤
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
「
も
は
や
悲
劇
で
は
な
く
、
悲
喜
劇
で
し
か

あ
り
え
な
い
」
と
書
い
て
い
る
が
、
文
庫
版
が
出
た
一
九
七
七
年
に
は
、
小
説
が
書
か
れ
た
六
〇
年
代
半

ば
よ
り
も
も
っ
と
そ
う
い
う
感
覚
が
強
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
風
に
考
え
る
な
ら
、
こ
の
作
品

を
読
む
上
で
共
産
主
義
運
動
と
い
う
主
題
設
定
に
そ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
と
に
か
く
そ
れ
が
主
た
る
舞
台
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
り
、
私
が
最
初
に
関
心
を
い
だ
い
た

の
も
そ
の
契
機
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
問
題
に
即
し
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
、
但
し
そ

れ
だ
け
に
は
尽
き
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
も
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
感
想
を
ま
と
め
て
み

た
い
。

こ
こ
ま
で
で
既
に
前
置
き
が
大
分
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
私
が
読
ん
だ
の
が
元
来
の
発
表
か

ら
半
世
紀
以
上
を
隔
て
た
時
期
だ
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
そ
の
後
の
変
化
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お

き
た
い
。
一
九
五
六
年
事
件
の
舞
台
た
る
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、
ソ
連
の
軍
事
力
に
よ
っ
て

権
力
の
座
に
つ
け
ら
れ
た
カ
ー
ダ
ー
ル
は
、
暴
力
装
置
の
発
動
に
よ
っ
て
秩
序
を
回
復
し
た
後
、
国
民
と

の
「
和
解
」
に
乗
り
出
す
と
い
う
離
れ
業
を
演
じ
、
「
東
欧
諸
国
中
で
―
―
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
意
味

に
お
い
て
で
は
あ
る
が
―
―
最
も
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
評
判
を
得
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
敵
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で
な
い
者
は
味
方
だ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
重
視
さ
れ
、
五
六
年
事
件
は
単
純
な
「
反
革
命
」
に
は
と

ど
ま
ら
な
い
「
国
民
的
悲
劇
」
で
も
あ
る
と
い
う
微
妙
な
評
価
を
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

約
三
〇
年
を
経
た
一
九
八
九
年
初
頭
に
は
、
五
六
年
事
件
は
「
ス
タ
ー
リ
ン
体
制
に
抗
議
す
る
人
民
蜂
起
」

だ
っ
た
と
い
う
新
し
い
評
価
が
優
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
て
処
刑
さ
れ
た
ナ
ジ
ー
元
首
相
の
名

誉
回
復
が
行
な
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
頃
ま
で
に
高
齢
化
し
て
い
た
カ
ー
ダ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
新
し

い
動
き
に
つ
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
「
保
守
化
」
し
て
い
る
と
い
う
風
評
が
広
ま
っ
て
い
た
が
、
ナ
ジ

ー
改
葬
式
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
死
去
し
た
。
こ
れ
は
同
年
秋
の
東
欧
激
動
の
前
夜
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
序

曲
を
な
し
た
。
こ
の
よ
う
な
変
動
を
経
た
後
の
今
日
で
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
を
「
自
由
を
求
め
る
市
民

の
運
動
」
と
見
な
す
一
方
、
そ
れ
を
圧
殺
し
た
ソ
連
当
局
は
悪
の
権
化
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
当
化
し
た
各

国
共
産
党
指
導
部
は
度
し
が
た
い
教
条
主
義
者
だ
と
い
う
見
方
が
広
く
常
識
化
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

見
地
に
立
つ
な
ら
、
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
共
産
党
員
た
ち
は
、
馬
鹿
馬
鹿
し
い
時
代
錯
誤
の
悲
喜

劇
を
演
じ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
か
し
く
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
小
説
が
書
か
れ
、
あ
る
範
囲
の
学
生
た
ち
に
熱
心
に
読
ま
れ
た
一
九
六
〇

年
代
末
で
も
、
「
新
左
翼
」
系
学
生
た
ち
の
間
で
は
、
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
革
命
を
圧
殺
し
た
ソ
連
ス
タ
ー
リ

ニ
ス
ト
官
僚
お
よ
び
そ
れ
に
追
随
す
る
日
本
共
産
党
＝
ス
タ
ー
リ
ニ
ス
ト
」
と
い
う
図
式
に
立
つ
理
解
が

広
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
図
式
は
「
革
命
」
と
か
「
ス
タ
ー
リ
ニ
ス
ト
官
僚
」
と
い
っ
た
言
葉
遣
い
に
あ

る
種
の
特
殊
性
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
点
を
さ
て
お
く
な
ら
、
今
日
一
般
的
な
「
自
由
を
求
め

る
市
民
の
運
動

vs

そ
れ
を
圧
殺
す
る
強
権
的
国
家
権
力
」
と
い
う
図
式
―
―
一
九
五
六
年
ハ
ン
ガ
リ
ー

の
事
例
に
限
ら
ず
、
今
日
に
ま
で
至
る
世
界
各
地
の
例
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
る
―
―
と
似
通
っ

た
も
の
と
言
え
な
く
も
な
い
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
民
衆
運
動
を
「
革
命
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
「
自
由
を
求
め
る

市
民
の
運
動
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
そ
れ
を
支
持
し
、
ソ
連
お
よ
び
各
国
共
産
党
指
導
部
を
批
判
す
る
見
方

は
、
今
と
な
っ
て
は
常
識
的
で
あ
り
、
と
り
た
て
て
異
論
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

そ
れ
が
全
て
な
ら
、
話
は
単
純
至
極
で
あ
り
、
人
間
の
深
淵
に
迫
ろ
う
と
す
る
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値

に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
残
る
。

も
っ
と
も
、
共
産
主
義
運
動
よ
り
も
広
く
、
何
ら
か
の
組
織
に
属
し
て
い
る
人
々
が
そ
の
組
織
の
建
前

や
公
的
目
標
と
自
己
の
内
心
の
間
で
種
々
の
動
揺
や
迷
い
を
か
か
え
る
こ
と
に
伴
う
悲
劇
と
い
う
風
に
考

え
る
な
ら
、
よ
り
広
い
含
意
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
般
に
組
織
と
い
う
も
の
は
、
外
観

的
に
は
「
一
枚
岩
」
的
な
団
結
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
に
し
て
も
、
実
際
に
は
様
々
な
亀
裂
や
揺
れ
を
か
か

え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
組
織
の
構
成
員
は
、
そ
の
表
向
き
の
目
標
を
共
有
し
、
団
結
の
外
観
を
保
持
す

る
が
、
実
際
に
は
、
内
部
で
の
亀
裂
や
動
揺
を
か
か
え
、
複
雑
で
悲
劇
的
な
人
間
模
様
を
織
り
な
す
こ
と

が
珍
し
く
な
い
。
指
導
部
の
方
針
に
疑
念
を
持
つ
人
た
ち
が
判
断
に
迷
っ
て
右
往
左
往
し
た
り
、「
仲
間
」

で
あ
る
は
ず
の
人
た
ち
の
間
で
傷
つ
け
合
っ
た
り
、
罵
り
合
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ
る
。
そ

う
し
た
揺
れ
や
悩
み
は
、
そ
の
組
織
か
ら
遠
く
に
位
置
し
て
い
る
人
に
は
な
か
な
か
窺
い
知
れ
な
い
も
の

だ
が
、
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
た
小
説
は
、
そ
の
組
織
の
こ
と
を
あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
い
人
に
も
訴

え
る
迫
力
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
高
橋
和
己
の
場
合
、『
憂
鬱
な
る
党
派
』
で
は
（
元
）

共
産
党
員
た
ち
、
『
邪
宗
門
』
で
は
大
本
教
を
思
わ
せ
る
宗
教
集
団
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
関
与
し
た

人
々
の
内
面
を
リ
ア
ル
に
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
読
む
読
者
は
、
共
産
党
な
り
大
本
教
な
り
に
共

感
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
描
写
の
迫
力
に
感
銘
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
『
光
る
雨
』
の
場

合
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
し
た
迫
力
が
あ
る
か
に
見
え
る
側
面
と
、
あ
ま
り
そ
う
で
は
な
い
と
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
の
両
面
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
評
価
を
難
し
い
も
の
と
し
て
い
る
。
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二

前
置
き
が
ず
い
ぶ
ん
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
に
か
く
、
こ
の
小
説
の
主
要
登
場
人
物
た
ち
―
―
大

学
教
師
た
ち
が
主
だ
が
、
学
生
運
動
活
動
家
た
ち
を
含
む
―
―
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
ソ
連
軍
の
振

る
舞
い
に
憤
激
し
つ
つ
も
、
介
入
を
正
当
化
す
る
日
本
共
産
党
指
導
部
の
方
針
を
簡
単
に
は
否
定
し
き
れ

な
い
と
い
う
葛
藤
を
か
か
え
て
い
る
。
最
も
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
中
川
教
授
お
よ
び
そ
の
弟
子
た
る

松
本
講
師
の
二
人
の
場
合
、
そ
う
し
た
一
般
論
に
加
え
て
、
個
人
と
し
て
深
い
闇
を
か
か
え
て
お
り
、
ニ

ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
を
い
だ
き
な
が
ら
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
師
弟
の
間
に
は
相
互

に
愛
憎
入
り
交
じ
っ
た
複
雑
な
感
情
が
流
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
人
間
模
様
が
「
深
刻
な

悲
劇
」
な
の
か
「
時
代
錯
誤
的
な
悲
喜
劇
」
な
の
か
、
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

全
体
の
中
で
異
例
な
位
置
を
占
め
る
第
七
章
に
つ
い
て
は
後
回
し
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
部
分
の
特
徴

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
大
半
の
章
は
三
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
ご

と
に
特
定
の
登
場
人
物
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
、
そ
の
人
の
内
面
を
描
く
よ
う
な
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
第

一
章
で
は
松
本
、
第
二
章
で
は
中
川
が
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
と
な
る
よ
う
な
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
第
三
章

は
や
や
焦
点
が
拡
散
し
て
い
る
が
、
第
四
章
は
再
び
中
川
を
主
人
公
と
し
て
お
り
、
第
五
章
は
高
木
頼
子

と
い
う
女
性
が
松
本
に
宛
て
た
長
文
の
手
紙
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
六
章
で
は
中
川
と
松
本
が
対

峙
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
心
人
物
が
章
ご
と
に
転
換
し
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
遠
い
過

去
に
も
遡
り
つ
つ
基
本
的
に
は
一
九
五
六
年
に
照
準
す
る
と
い
う
語
り
方
は
、
な
か
な
か
興
味
深
い
も
の

と
感
じ
ら
れ
る
。

一
九
五
六
年
に
密
着
し
つ
つ
、
と
き
お
り
そ
れ
以
前
に
も
遡
る
と
い
う
書
き
方
は
、
共
産
主
義
運
動
の

お
か
れ
た
位
置
の
歴
史
的
変
遷
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
意
味
を
持
つ
。
先
ず
、
戦
前

・
戦
中
の
日
本
は
強
圧
的
な
軍
国
主
義
の
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
支
配
へ
の
必
死
の
反
抗

は
、
多
大
の
困
難
を
伴
い
つ
つ
も
―
―
あ
る
い
は
む
し
ろ
多
大
の
困
難
を
伴
う
か
ら
こ
そ
―
―
人
々
の
共

感
や
敬
意
を
誘
う
も
の
た
り
え
た
。
共
産
主
義
運
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
時
期
ま
で
は
か
な
り
多
く
の
人

々
に
よ
っ
て
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
今
で
は
想
像
す
る
の
も
難
し
い
こ
と

だ
が
、
戦
前
・
戦
中
期
に
関
す
る
叙
述
は
そ
の
こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
し
て
戦
後
初
期
に

は
、
大
多
数
の
日
本
人
が
軍
国
主
義
に
抵
抗
し
て
い
な
か
っ
た
中
で
「
獄
中
一
八
年
」
を
貫
い
た
共
産
党

の
威
信
が
高
ま
り
、
敗
戦
直
後
の
経
済
社
会
的
混
乱
も
あ
い
ま
っ
て
、
共
産
党
へ
の
支
持
は
一
挙
に
高
ま

っ
た
。
選
挙
で
も
そ
れ
な
り
の
票
を
集
め
た
し
、
か
な
り
多
く
の
人
が
共
産
党
に
加
盟
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
状
況
が
長
く
続
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
も
な
く
変
化
が
訪
れ
る
。

一
九
五
〇
年
代
前
半
の
共
産
党
は
武
装
闘
争
方
針
を
と
っ
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
戦
争
進
行
中
と
い
う
情

勢
の
中
で
米
軍
基
地
の
置
か
れ
た
日
本
で
の
後
方
攪
乱
工
作
と
し
て
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
暴
力
革
命
成
功
の
可
能
性
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
非
合
法
武
装
闘
争
に
参
加
し
た
共
産
党
員
た

ち
は
無
意
味
な
犠
牲
を
払
っ
て
か
ら
「
将
棋
の
駒
」
の
よ
う
に
使
い
捨
て
ら
れ
た
。
一
九
五
五
年
の
第
六

回
日
本
共
産
党
全
国
協
議
会
（
六
全
協
）
は
こ
の
暴
力
革
命
論
を
放
棄
す
る
と
い
う
急
転
回
を
も
た
ら
し
、

翌
年
に
は
、
ソ
連
共
産
党
第
二
〇
回
大
会
に
お
け
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
（
一
九
五
六
年
二
月
）
の
報
が
届

い
た
（
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
秘
密
報
告
は
ア
メ
リ
カ
国
務
省
に
よ
り
六
月
に
公
表
さ
れ
た
）
。
こ
う
し
た
推
移

の
中
で
、
共
産
党
の
方
針
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
そ
の
都
度
、
中
央
の
方
針
に
疑
念
を
い
だ
く
部
分

の
動
揺
が
生
じ
た
ば
か
り
か
、
分
裂
騒
動
や
、
党
内
で
の
「
ス
パ
イ
」
狩
り
―
―
「
査
問
」
と
い
う
名
の
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リ
ン
チ
を
伴
う
―
―
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
起
き
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
民
衆
運
動
に
対

す
る
ソ
連
軍
の
血
の
弾
圧
（
同
年
一
〇
‐
一
一
月
）
は
、
共
産
党
員
お
よ
び
左
翼
的
知
識
人
た
ち
に
強
烈

な
衝
撃
を
与
え
た
。
多
く
の
党
員
や
同
調
者
た
ち
は
、
ソ
連
の
軍
事
介
入
を
正
当
化
す
る
共
産
党
中
央
の

方
針
に
疑
念
を
い
だ
き
な
が
ら
も
、
正
面
か
ら
そ
う
公
言
す
る
こ
と
に
は
な
か
な
か
踏
み
切
れ
ず
、
混
乱

と
動
揺
を
重
ね
た
。
こ
れ
は
遠
く
隔
た
っ
た
地
点
か
ら
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
と
映
る
だ
ろ
う
が
、
戦
前

か
ら
戦
争
直
後
あ
た
り
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
共
産
党
の
威
信
の
高
さ
を
想
起
す
る
な
ら
、
当
時
に
お
い

て
は
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
が
、
作
品
の
前
半
で
は
か
な
り
詳
し
く

描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
れ
な
り
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

三

主
要
登
場
人
物
は
た
だ
単
に
政
治
方
針
に
関
し
て
確
信
を
持
て
ず
に
混
迷
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

個
人
と
し
て
の
弱
さ
と
暗
さ
を
か
か
え
た
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
中
川
の
場
合
、
敗
戦
ま
で
の
彼

は
確
固
た
る
共
産
党
員
で
は
な
く
、
動
揺
を
か
か
え
た
シ
ン
パ
（
同
調
者
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
そ

れ
で
も
激
し
い
弾
圧
に
遭
い
、
転
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
彼
の
人
間
的
な
弱
さ
は
、
単
に
官
憲
の
弾
圧

に
耐
え
き
れ
ず
に
転
向
し
た
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
自
己
崩
壊
的
な
感
覚
に
と
り
つ
か
れ
た
中
川

は
、
家
族
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
を
放
擲
し
て
自
殺
を
図
る
が
、
そ
れ
も
遂
行
し
き
れ
ず
に
生
き

残
っ
て
し
ま
う
。
戦
後
に
な
っ
て
共
産
党
に
入
党
し
た
中
川
は
、
党
の
方
針
の
不
断
の
動
揺
に
振
り
回
さ

れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
も
、
な
す
す
べ
を
見
出
せ
ず
に
い
る
。
こ
う
し
て
、
戦
前
・
戦
中
と
戦
後
と
で

は
状
況
が
か
な
り
異
な
る
が
、
中
川
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
迷
い
続
け
る
弱
い
人
間
と
い
う
印
象
を
与
え

る
。
強
烈
な
革
命
的
情
熱
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
彼
が
戦
後
に
入
党
し
た
の
は
、
戦
時
中
に
「
弱
虫
だ
っ

た
か
ら
生
き
延
び
ら
れ
た
」
こ
と
へ
の
「
せ
め
て
も
の
贖
罪
の
気
持
ち
」
に
由
来
し
て
い
る
（
新
潮
文
庫
、

三
七
頁
）
。
政
治
と
の
関
わ
り
で
弱
さ
を
自
覚
す
る
彼
は
、
身
近
な
人
々
と
の
関
係
で
も
弱
さ
を
さ
ら
け

出
す
。
重
病
で
死
に
か
け
て
い
る
女
性
と
会
っ
た
と
き
も
、
彼
は
か
け
る
べ
き
言
葉
を
何
も
見
出
す
こ
と

が
で
き
ず
、
沈
黙
す
る
の
み
で
あ
る
。

他
方
、
中
川
の
弟
子
に
当
た
る
松
本
は
、
戦
時
中
に
は
陸
軍
士
官
学
校
生
で
、
熱
烈
な
天
皇
賛
美
者
だ

っ
た
。
一
九
四
六
年
初
頭
に
発
せ
ら
れ
た
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
は
、
一
八
歳
の
松
本
に
と
っ
て
強
烈
な

シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
裏
切
り
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
代
え
て
仕
え
よ
う
と
し
た
共
産
党
は
、
や
は

り
理
想
を
裏
切
る
存
在
だ
っ
た
。
し
か
し
、
松
本
は
そ
の
よ
う
な
共
産
党
に
不
平
を
言
う
ま
い
と
し
て
い

る
。
路
線
転
換
に
翻
弄
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
「
ス
パ
イ
」
の
疑
惑
を
か
け
ら
れ
て
リ
ン
チ
さ
れ
る
と
い
う

経
験
さ
え
持
ち
な
が
ら
、
党
へ
の
忠
誠
を
揺
る
が
せ
よ
う
と
は
し
な
い
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
に
関
し
て
も
、

ソ
連
軍
の
暴
行
は
許
し
が
た
い
と
い
う
認
識
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
ソ
連
を
正
当
化
す
る
党
中
央
の
方

針
に
異
議
申
し
立
て
を
し
な
い
。
そ
れ
は
単
純
な
弱
さ
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
の
感
情
が
自
然
に
流
露
す

る
の
を
抑
え
込
も
う
と
す
る
性
向
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
高
木
頼
子
が
彼
の
子
供
を
は
ら

ん
だ
と
き
、
彼
は
彼
女
に
妊
娠
中
絶
を
強
要
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
に
対
し
て
も
他
人
に
対
し
て
も

冷
酷
に
振
る
舞
う
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
う
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
分
に
無
理
矢
理
言
い
聞
か

せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
う
し
て
、
中
川
と
松
本
は
異
な
っ
た
形
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
暗
さ
と
弱
さ
を
か
か
え

て
お
り
、
ま
た
互
い
に
愛
憎
と
も
深
い
関
係
に
あ
る
。
こ
の
関
係
が
第
六
章
に
い
た
っ
て
大
き
な
新
展
開

を
遂
げ
る
。
こ
の
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
煮
え
切
ら
な
か
っ
た
中
川
教
授
が
思
い
き
っ
て
日
本
共
産
党
指
導
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こ
の
中
川
教
授
の
モ
デ
ル
は
経
済
学
者
の
雪
山
慶
正
だ
と
い
う
（
彼
は
専
修
大
学
教
授
を
つ
と
め
て
い
た
の
で
、

こ
の
小
説
の
舞
台
も
専
修
大
学
と
想
定
さ
れ
る
）
。
も
っ
と
も
、
作
中
の
中
川
は
こ
の
出
来
事
の
後
ま
も
な
い
一
九

五
八
年
に
死
去
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
在
の
雪
山
は
一
九
七
四
年
ま
で
生
き
て
い
た
の
で
、
小
説
と
現
実

が
ぴ
っ
た
り
対
応
す
る
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
雪
山
に
関
し
て
は
、
『
悲
劇
の
目
撃
者
―
―
雪
山
慶
正
・
そ

の
人
間
と
時
代
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
五
年
）
と
い
う
本
―
―
本
人
の
遺
稿
と
知
人
た
ち
の
寄
稿
か
ら
な
る
追

悼
論
集
―
―
が
あ
り
、
真
継
も
「
『
光
る
聲
』
の
背
景
」
と
い
う
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。
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部
に
ソ
連
を
非
難
す
る
よ
う
要
請
す
る
決
議
案
を
党
細
胞
会
議
に
提
出
す
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
動
揺

を
振
り
払
い
、
遂
に
本
来
の
信
念
を
率
直
に
ぶ
つ
け
た
と
い
う
点
で
、
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
描
き
方
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る*3

。
他
の
共
産
党
員
教
授
た
ち
も
、
そ
の
率
直
さ
に
打
た
れ
、
す
ぐ
に
は
同
調

で
き
な
い
に
し
て
も
、
や
が
て
次
々
と
脱
党
し
て
い
き
、
つ
い
に
は
細
胞
自
体
が
崩
壊
す
る
。
こ
の
点
に

着
目
す
る
な
ら
、
そ
れ
ま
で
は
多
く
の
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
に
悩
ん
だ
り
迷
っ
た
り
苦
し
ん
だ
り
し
て

い
た
の
が
、
一
挙
に
《
動
揺
を
振
り
捨
て
た
ヒ
ー
ロ
ー

vs

ま
だ
動
揺
し
続
け
て
い
る
他
の
人
た
ち
》
と

い
う
、
や
や
明
快
す
ぎ
る
図
式
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ソ
連
軍
を
非
難
す
る
の
は
当
然

至
極
の
こ
と
な
の
に
、
そ
れ
を
た
め
ら
っ
て
い
た
党
員
た
ち
は
怯
懦
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
最
初
に
怯
懦
さ

を
振
り
捨
て
た
中
川
は
ヒ
ー
ロ
ー
＝
善
玉
だ
と
い
う
「
善
玉
・
悪
玉
」
図
式
が
前
面
に
立
ち
現
わ
れ
た
よ

う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
話
を
複
雑
に
す
る
の
は
、
主
要
登
場
人
物
の
う
ち
最
大
の
主
人
公
は
中
川
で
は
な
く
松
本
だ

と
い
う
事
情
で
あ
る
。
言
葉
遊
び
め
く
が
、
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
に
行
動
す
る
中
川
は
小
説
の
主
人
公
と
い
う
意

味
で
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
く
、
そ
の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
受
け
入
れ
な
い
松
本
の
方
が
主
人
公
＝
ヒ
ー
ロ
ー
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
で
の
松
本
は
、
中
川
の
主
張
に
理
が
あ

る
と
考
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
拒
む
。
そ
の
主
張
は
十
分
な
根
拠
付
け
を
伴
っ
て
い
る
よ
う

に
は
見
え
な
い
が
、
と
に
か
く
中
川
的
な
正
論
を
受
け
入
れ
ま
い
と
す
る
決
意
の
よ
う
な
も
の
が
表
出
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
受
け
取
る
べ
き
か
が
問
題
だ
が
、
私
が
読
ん
だ
限
り
で
は
あ

ま
り
は
っ
き
り
せ
ず
、
一
つ
の
謎
と
し
て
残
る
。

四

さ
て
、
第
七
章
で
は
時
間
が
数
年
経
ち
、
一
九
六
四
年
頃
の
日
本
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
来

る
と
共
産
党
の
衰
退
は
明
白
に
な
っ
て
お
り
、
新
興
の
公
明
党
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
時
代
状
況
だ

と
い
う
こ
と
は
前
述
し
た
。
も
っ
と
も
、
創
価
学
会
と
公
明
党
が
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
章
の
語
り
手
で
あ
る
松
本
は
創
価
学
会
の
教
え
は
迷
信
に
基
づ
い
た
も
の
だ
と
い
う
否
定
的

評
価
を
い
だ
き
な
が
ら
、
し
か
し
そ
う
し
た
迷
信
に
基
づ
く
宗
教
運
動
が
大
衆
の
組
織
化
に
成
功
し
て
い

て
、
共
産
党
を
凌
駕
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
苦
い
認
識
を
も
っ
て
い
る
。

第
七
章
が
特
異
な
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
章
と
の
時
間
の
隔
た
り
や
社
会
状
況
の
変
化
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
章
の
冒
頭
に
、
「
こ
の
物
語
の
書
き
手
は
、
私
、
松
本
清
次
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
部
分

全
体
が
、
実
は
松
本
に
よ
っ
て
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
書
か
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
読
ん
で
い
て
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
る
話
で
あ
り
、
作
品
の
全
体
的
性
格
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
感
じ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
第
一
‐
六
章
を
読
む
間
は
、
こ
の
小
説
は
基
本
的
に
一
九
五
六
年
に
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密
着
し
て
書
か
れ
、
ま
た
各
章
ご
と
に
異
な
る
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の

だ
が
、
実
は
、
一
九
六
四
年
時
点
の
松
本
が
五
六
年
時
点
の
あ
れ
こ
れ
の
人
物
の
内
面
を
本
人
に
代
わ
っ

て
描
き
だ
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
様
々
な
人
々
の
苦
悩
や
模
索
が
、
そ
の

後
の
経
過
を
見
届
け
た
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
、
裁
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
前
の
方
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
登
場
人
物
た
ち
の
認
識
や
主
張
が
、
や
や

割
り
切
れ
す
ぎ
た
形
で
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。
第
一
‐
六
章
を
読
ん
で

い
る
間
は
、
当
事
者
た
ち
の
迷
い
や
悩
み
の
描
写
に
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
第
七
章
を
読
ん
で
か

ら
前
の
方
を
再
読
し
て
み
る
と
、
実
は
そ
の
迷
い
や
悩
み
は
あ
ま
り
深
く
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
感
想
が
浮
か
ん
で
く
る
。
た
と
え
ば
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
事
態
に
関
す
る
登
場
人
物
た
ち
の

発
言
は
、
何
が
起
き
た
か
の
認
識
に
関
し
て
あ
ま
り
迷
う
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
遠
い
外
国
で
つ
い
最
近
起
き
た
ば
か
り
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
詳
し
い
実
態
は
よ
く
分

か
ら
な
く
て
当
然
だ
し
、
冷
戦
渦
中
の
情
報
戦
の
中
で
、
相
互
に
矛
盾
す
る
各
種
情
報
が
乱
れ
飛
ん
で
い

て
何
が
事
実
な
の
か
判
断
し
あ
ぐ
ね
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
お
か
し
く
な
い
が
、
そ
う
し
た
点
で
の
迷

い
は
あ
ま
り
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ソ
連
の
軍
事
介
入
の
不
当
性
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
が
、

た
だ
そ
れ
を
公
言
す
る
べ
き
か
否
か
で
だ
け
迷
っ
て
い
る
と
い
っ
た
書
き
方
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
共
産

党
が
ソ
連
正
当
化
の
方
針
を
押
し
通
す
に
当
た
っ
て
は
、
表
沙
汰
に
は
さ
れ
な
い
な
が
ら
も
水
面
下
で
党

内
論
争
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
非
公
開
の
論
争
が
下
部
党
員
を
も
巻
き
込
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ

う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
示
唆
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
党
員
た
ち
が
い
だ
い
た
悩
み
や
困
惑
は
も

っ
と
多
様
な
形
を
と
っ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の
点
が
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
お
け
る
叙
述
が
一
九
五
六
年
に
密
着
し
た
も
の
で
は
な
く
「
後
知
恵
」
に
基

づ
く
裁
断
だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
と
、
最
初
の
う
ち
、
深
刻
な
問
題
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
だ
深
み
を

持
つ
文
学
作
品
と
思
え
た
小
説
が
、
実
は
、
む
し
ろ
通
俗
的
な
面
白
さ
を
狙
っ
た
小
説
で
は
な
い
か
と
い

う
気
も
し
て
く
る
。
そ
の
こ
と
が
特
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
第
七
章
だ
が
、
第
六
章
に
お
け
る
中
川
の

言
動
も
、
そ
れ
ま
で
ひ
た
す
ら
弱
い
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
彼
が
突
然
勇
気
を
奮
い
起
こ
し
て
ヒ
ロ

イ
ッ
ク
に
振
る
舞
う
と
い
う
の
は
唐
突
で
あ
り
、
劇
画
調
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
く
る
。

ま
た
第
七
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
各
章
に
出
て
き
た
多
く
の
登
場
人
物
が
、
か
つ
て
と
は
大
き
く
異
な

っ
た
生
き
方
を
し
て
い
る
人
物
と
し
て
再
登
場
す
る
（
中
川
の
娘
の
正
子
は
松
本
と
結
婚
し
、
か
つ
て
松

本
の
恋
人
だ
っ
た
頼
子
は
、
学
生
活
動
家
だ
っ
た
糸
魚
川
と
結
婚
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
つ
て
松
本
を

「
ス
パ
イ
」
と
決
め
つ
け
て
査
問
の
先
頭
に
立
っ
た
竹
中
は
共
産
党
か
ら
公
明
党
に
転
身
し
て
い
る
）
。

十
年
近
い
年
月
を
経
る
な
ら
人
は
み
な
変
わ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
は
不
自
然
で
は
な
い
。
不
自
然
な

の
は
、
過
去
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
、
様
相
を
新
た
に
し
て
再
登
場
す
る
点

に
あ
る
。
単
純
に
消
え
て
し
ま
っ
た
り
、
全
く
新
し
い
人
物
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
主
要
登

場
人
物
は
い
く
ら
生
き
方
が
変
わ
っ
て
も
同
じ
顔
ぶ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
話
の
つ
く

り
す
ぎ
で
あ
り
、
演
出
過
剰
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
唯
一
の
例
外
は
、
一
九
五
六
年
の
直
後
に
死
ん
だ
中
川
で
あ
る
。
第
七
章
は
松
本
が

亡
き
恩
師
と
心
の
中
で
対
話
す
る
と
い
う
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
注
３
で
触
れ
た
よ
う
に
、

中
川
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
雪
山
慶
正
は
こ
の
後
も
長
く
生
き
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
雪
山
は
「
反
ス

タ
ー
リ
ン
主
義
」
を
掲
げ
、
「
新
左
翼
」
的
な
見
地
に
立
つ
著
作
活
動
―
―
ト
ロ
ツ
キ
ー
や
そ
の
流
れ
を
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再
び
高
橋
和
己
の
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
を
思
い
起
こ
す
な
ら
、
そ
の
中
に
は
、
共
産
党
か
ら
離
れ
て
「
新
左
翼
」

的
な
立
場
に
立
と
う
と
す
る
人
物
も
出
て
く
る
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
も
新
し
い
展
望
を
切
り
拓
く
こ
と
が
で
き
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
閉
塞
を
か
か
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
真
継
も
似
た
感
覚
を
い
だ
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
作
品
か
ら
は
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
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く
む
人
た
ち
の
書
物
の
翻
訳
を
含
む
―
―
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
六
〇
年
代
の
雪
山
は
こ
の
小

説
に
は
登
場
せ
ず
、
彼
を
モ
デ
ル
と
し
た
中
川
は
、
一
九
五
八
年
に
死
ん
だ
時
点
で
止
ま
っ
た
存
在
と
し

て
だ
け
描
か
れ
て
い
る
。
雪
山
追
悼
論
集
へ
の
真
継
の
寄
稿
（
前
注
３
）
に
よ
れ
ば
、
真
継
は
雪
山
と
か

な
り
密
接
な
交
流
を
持
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、
そ
の
後
の
雪
山
の
言
動
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
た
は
ず

だ
が
、
そ
れ
を
小
説
に
取
り
込
む
こ
と
を
意
識
的
に
排
除
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
分
か
ら
な
い

と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い*4

。

や
や
一
面
的
で
、
辛
す
ぎ
る
評
価
を
書
い
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
小
説
の
末
尾
の
部
分
に
は
、

そ
れ
ま
で
と
は
や
や
異
質
で
あ
る
か
に
見
え
る
叙
述
が
あ
る
。
書
き
手
の
松
本
は
過
去
を
振
り
返
っ
て
、

自
分
も
中
川
も
「
現
実
の
卑
小
な
共
産
主
義
運
動
の
な
か
で
、
共
産
主
義
運
動
を
見
失
っ
て
い
た
の
で
あ

る
」
と
記
し
、
人
間
は
自
発
的
に
自
己
の
受
難
に
耐
え
る
存
在
だ
と
い
う
認
識
に
賭
け
よ
う
と
す
る
決
意

の
よ
う
な
も
の
を
示
し
て
い
る
（
新
潮
文
庫
、
二
七
六
‐
二
七
七
頁
）
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
具
体

的
な
政
治
運
動
を
超
え
て
、
一
種
宗
教
的
な
救
済
―
―
共
産
党
と
も
公
明
党
と
も
異
な
る
、
「
受
難
に
耐

え
る
決
意
」
に
基
礎
を
お
く
も
の
―
―
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
柴
田
翔
の

解
説
は
そ
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
る
）
。
も
っ
と
も
、
こ
の
個
所
は
ご
く
短
く
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た

真
意
を
確
定
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。

五

小
説
の
主
要
登
場
人
物
は
み
な
男
性
ば
か
り
で
あ
り
、
女
性
た
ち
は
一
種
の
「
添
え
物
」
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
は
み
出
す
か
に
見
え
る
要
素
も
な
い
で
は
な
い
。

多
く
の
女
性
は
初
め
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夫
な
い
し
恋
人
か
ら
対
等
の
人
間
と
見
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

単
な
る
性
欲
の
対
象
と
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
夫
や
恋
人
が
自
信
を
失
っ
て
人
格
崩
壊
的

な
様
相
を
呈
す
る
と
、
女
性
は
ど
っ
し
り
と
し
た
存
在
感
を
発
揮
し
、
パ
ー
ト
ナ
ー
に
精
神
的
安
定
を
与

え
る
と
い
う
よ
う
な
場
面
が
あ
ち
こ
ち
に
出
て
く
る
。

頼
り
な
い
男
性
を
女
性
が
立
ち
直
ら
せ
る
と
い
う
図
式
は
、
単
純
な
「
男
尊
女
卑
」
と
は
異
な
る
と
い

え
ば
異
な
る
。
し
か
し
、「
弱
り
切
っ
た
男
性
を
大
き
く
包
み
込
ん
で
救
う
慈
母
」
と
い
う
女
性
像
自
体
、

伝
統
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
一
種
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
作
品
は
伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

観
念
を
は
み
出
す
も
の
と
は
言
え
そ
う
に
な
い
。

ま
た
、
あ
ち
こ
ち
で
男
性
の
側
か
ら
の
性
的
欲
望
の
か
な
り
露
骨
な
描
写
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
男
性
読

者
の
ポ
ル
ノ
的
な
視
線
に
媚
び
る
描
写
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。

読
む
前
の
―
―
ま
た
、
は
じ
め
の
方
を
読
ん
だ
段
階
で
の
―
―
期
待
が
大
き
す
ぎ
た
せ
い
か
、
読
み
終

え
て
か
ら
の
感
想
は
相
当
辛
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
も
か
く
も
一
九
五
〇
‐
六
〇
年
代
の
日
本

に
お
け
る
左
翼
的
知
識
人
た
ち
の
人
間
模
様
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
一
つ
の
材
料
と
は

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（
二
〇
二
一
年
三
‐
四
月
）


