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論
文
概
要
書 

「
井
伏
鱒
二
作
品
に
お
け
る
言
語
的
モ
チ
ー
フ
の
研
究
―
―
翻
訳
・
ナ
ン
セ
ン
ス
・
日
本
語
―
―
」 

塩
野 

加
織 



- 2 - 

作
家
井
伏
鱒
二
（
一
八
九
八
～
一
九
九
三
）
の
文
筆
活
動
は
、
小
説
「
幽
閉
」

（
『
世
紀
』
一
九
二
三
年
七
月
）
を
始
点
、『
黒
い
雨
』（
新
潮
社
、
一
九
六
六
年

一
〇
月
）
を
終
点
と
し
、
そ
こ
に
至
る
成
熟
の
過
程
を
軸
に
記
述
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。
作
家
の
こ
う
し
た
文
学
的
道
程
は
、
現
在
に
至
る
井
伏
鱒
二
研
究
を

牽
引
し
、
そ
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
半
ば
自
明
視
さ
れ
定
説
化
す
る
こ
と
で
、
検
証
が
立
ち
遅
れ
て
き
た
事

象
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
井
伏
作
品
に
頻
出
す
る
言
語
的
モ
チ
ー
フ
の
あ
り

よ
う
と
そ
の
機
能
で
あ
る
。
本
論
文
は
こ
れ
を
、
井
伏
文
学
の
な
か
に
新
た
に

位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
作
家
の
デ
ビ
ュ
ー
前

後
に
遡
っ
て
探
査
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
以
下
に
挙
げ
る
井
伏
鱒
二
の
小
説
・

評
論
・
エ
ッ
セ
イ
・
翻
訳
を
同
時
代
言
説
と
と
も
に
読
み
解
く
こ
と
を
通
し
て
、

井
伏
作
品
の
言
語
的
モ
チ
ー
フ
の
特
徴
と
機
能
、
そ
の
持
続
性
や
変
容
を
析
出

し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
分
析
に
基
づ
き
な
が
ら
、
井
伏
文
学
に
お
け
る
言

語
的
モ
チ
ー
フ
の
働
き
を
示
し
、
そ
こ
に
論
理
的
展
開
を
見
出
し
た
。 

 

序
章 

本
研
究
の
目
的
と
方
法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
章
で
は
、
本
研
究
の
背
景
と
な
る
問
題
意
識
お
よ
び
先
行
研
究
の
課
題

点
を
示
し
、
論
の
目
的
と
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
。 

井
伏
作
品
に
は
、
音
や
語
の
微
細
な
差
異
か
ら
物
語
が
起
ち
上
が
っ
た
り
、

あ
る
い
は
ま
た
、
話
の
本
筋
と
は
全
く
関
係
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
言
葉
に

関
す
る
細
か
な
解
釈
や
自
己
言
及
的
な
説
明
が
頻
繁
に
描
き
込
ま
れ
る
。
こ
れ

以
外
に
も
、
外
国
語
や
方
言
や
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
と
い
っ
た
異
言
語
・
言
語
変
種
、

さ
ら
に
は
言
い
直
し
や
書
き
直
し
や
聞
き
書
き
等
の
言
表
行
為
・
書
記
行
為
、

ま
た
は
言
い
間
違
え
や
誤
訳
に
よ
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
々
の
よ

う
な
多
種
多
様
な
言
語
的
モ
チ
ー
フ
が
、
習
作
か
ら
晩
年
の
作
品
に
至
る
ま
で

数
多
く
描
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
特
徴
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で

早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
い
ま
だ
十
分
に
議
論
さ
れ
た
と
は
言
い

が
た
い
。
な
か
で
も
、
考
察
対
象
と
な
る
作
品
が
限
定
的
で
あ
り
、
体
系
的
な

視
点
か
ら
の
検
証
が
少
な
い
点
に
課
題
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
論
文
で

は
、
作
中
に
頻
繁
に
登
場
す
る
言
語
的
モ
チ
ー
フ
が
、
井
伏
文
学
の
生
成
と
展

開
に
、
ど
の
程
度
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
。
そ
の
た
め
に
と
く
に
留
意
す
る
の
は
次
の
二
点
で
あ
る
。 

ま
ず
第
一
に
、
初
期
作
品
を
抜
本
的
に
読
み
直
す
。
作
品
中
の
言
語
的
モ
チ

ー
フ
と
そ
の
特
徴
が
、
井
伏
文
学
の
主
要
な
要
素
た
り
得
る
か
ど
う
か
は
、
取

り
上
げ
る
時
期
や
作
品
ジ
ャ
ン
ル
と
も
密
接
に
関
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
も
、
個
々
の
作
品
分
析
と
併
せ
て
、
複
数
の
作
品
を
比
較
参
照
し
、
そ
の

連
関
と
隔
た
り
を
見
極
め
る
こ
と
が
必
須
と
な
る
。
本
論
で
は
、
井
伏
の
デ
ビ

ュ
ー
前
後
の
文
学
活
動
を
新
た
に
探
査
し
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
少

な
か
っ
た
著
作
や
人
脈
等
を
掘
り
起
こ
す
。
従
来
、
習
作
期
の
作
品
と
し
て
概

括
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
著
作
群
の
な
か
に
は
、
そ
の
後
の
創
作
活
動
に
つ
な
が

る
表
現
方
法
や
そ
れ
を
捉
え
返
す
視
点
を
い
く
つ
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
研
究
史
と
は
異
な
る
井
伏
文
学
の
基
点

を
提
示
す
る
。
ま
た
、
第
二
と
し
て
、
井
伏
作
品
の
同
時
代
的
位
置
づ
け
を
そ

の
受
容
の
あ
り
よ
う
と
と
も
に
精
査
す
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

井
伏
作
品
に
頻
出
す
る
言
語
的
モ
チ
ー
フ
は
、
作
家
の
文
学
的
個
性
と
し
て
早

く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
そ
れ
自
体
の
同
時
代
的
意
義
や
歴
史
的
な

位
置
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
考
察
が
乏
し
い
。
本
論
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
自
律

的
側
面
に
も
注
目
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
言
葉
が
も
た
ら
し
効
果
や
読
者
に
よ

る
受
容
の
あ
り
よ
う
を
探
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
作
家
主
体
の
枠
組
み
だ
け
で
は

記
述
不
可
能
だ
っ
た
井
伏
文
学
の
特
徴
や
可
能
性
を
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
。 
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以
上
二
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
論
は
全
八
章
を
設
け
る
。
各
章
は
個
別
の

作
品
論
か
ら
成
り
、
こ
れ
以
外
に
序
章
と
終
章
を
置
い
た
。
章
ご
と
の
個
別
の

方
法
お
よ
び
問
題
設
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

  

第
一
章 

翻
訳
小
説
『
父
の
罪
』 

―
―
翻
訳
か
ら
の
出
発
、
あ
る
い
は
翻
訳
へ
の
出
発
―
― 

こ
の
章
で
は
、
井
伏
鱒
二
の
最
初
期
の
文
学
活
動
の
う
ち
、
翻
訳
小
説
の
出

版
を
取
り
上
げ
た
。
作
家
と
し
て
世
に
出
る
前
の
井
伏
は
、
ド
イ
ツ
の
劇
作
家

ズ
ー
ダ
ー
マ
ン
（H

e
r
m
a
n
n
 
S
u
d
e
r
m
a
n
n

）
の
長
篇
小
説
『
猫
橋
』
（Der 

Katzensteg
,
 
1
8
8
9

）
を
翻
訳
し
、
一
九
二
四
年
に
聚
芳
閣
か
ら
単
行
本
『
父

の
罪
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
井
伏
に
と
っ
て
最
初
の
単
行
本
で
あ
る
。

こ
の
翻
訳
小
説
『
父
の
罪
』
は
、
従
来
の
研
究
史
で
年
譜
的
事
実
と
し
て
は
把

握
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
未
詳
な
点
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
井
伏
文
学
の
基
点
を
問
い
直
す
た
め
に
は
、
こ
の

訳
業
の
精
査
が
必
須
と
な
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、『
父
の
罪
』
が
翻
訳
さ
れ
る

ま
で
の
経
緯
や
底
本
の
確
定
を
含
め
、
こ
の
翻
訳
活
動
を
探
査
し
た
。
ズ
ー
ダ

ー
マ
ン
の
小
説
『
猫
橋
』
は
、
小
説
描
写
の
方
法
を
め
ぐ
り
夏
目
漱
石
と
田
山

花
袋
の
間
に
論
争
を
生
ん
だ
こ
と
で
も
有
名
で
、
明
治
期
以
降
複
数
の
翻
訳
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
翻
訳
者
た
ち
が
自
ら
の
作
品
解
釈
や
翻

訳
観
を
訳
書
に
綴
っ
て
い
た
こ
と
で
、
井
伏
が
記
し
た
『
父
の
罪
』
序
文
に
も

そ
う
し
た
叙
述
を
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、『
父
の
罪
』
本
文
を
底
本
お
よ
び
他

邦
訳
と
比
較
し
、
井
伏
訳
の
特
徴
を
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
翻
訳
者
に
よ
る

序
文
や
作
品
解
説
文
を
読
み
解
き
、
そ
こ
に
胚
胎
す
る
翻
訳
観
を
抽
出
し
た
。

こ
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
井
伏
の
翻
訳
観
と
訳
述
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
当
時

の
訳
業
が
後
の
創
作
活
動
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

  

第
二
章 

「
鯉
」
・
「
た
ま
虫
を
み
る
」
・
「
谷
間
」 

―
―
初
期
作
品
に
お
け
る
改
稿
―
― 

こ
の
章
で
は
、
初
期
作
品
に
お
け
る
改
稿
の
特
質
を
、『
三
田
文
学
』
と
い
う

場
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
た
。
中
心
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
、「
鯉
」（
『
桂
月
』
、

一
九
二
六
年
九
月
）
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
（
『
文
学
界
』
一
九
二
六
年
一
月
）

の
二
作
で
あ
る
。
無
名
時
代
の
井
伏
は
、
旧
作
の
改
稿
を
頻
繁
に
行
な
っ
て
お

り
、
文
壇
に
足
掛
か
り
を
得
る
契
機
と
な
っ
た
『
三
田
文
学
』
掲
載
作
も
こ
れ

に
該
当
す
る
。
と
り
わ
け
、
同
誌
掲
載
の
「
鯉
」
と
「
た
ま
虫
を
見
る
」
の
改

稿
過
程
で
は
、
登
場
人
物
の
会
話
を
叙
述
す
る
方
法
や
小
説
の
語
り
が
大
き
く

変
容
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
作
中
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
く
の
は
、
言
葉
に
よ

る
所
有
の
問
題
と
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
挫
折
と
い
う
、
井
伏
の
他
作

品
に
接
続
す
る
テ
ー
マ
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、『
三
田
文
学
』
掲
載
の
「
鯉
」
と

「
た
ま
虫
を
見
る
」
が
、
井
伏
に
と
っ
て
衆
目
を
集
め
た
最
初
の
作
品
で
あ
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
質
的
に
も
大
き
く
変
化
し
後
続
作
に
つ
な
が
る
こ
と
を

示
し
、
こ
の
と
き
改
稿
と
い
う
行
為
が
転
機
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ

た
。
作
家
井
伏
の
表
現
的
特
質
は
、
従
来
言
わ
れ
る
「
幽
閉
」
か
ら
「
山
椒
魚
」

に
至
る
道
程
や
、
題
材
の
共
通
性
と
は
別
に
、
複
数
の
既
発
表
作
を
同
時
並
行

的
に
改
稿
し
て
い
く
そ
の
行
為
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
作
中
の

言
語
行
為
に
見
出
せ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
井
伏
に
と
っ
て
一
九
二
八
年
の
『
三

田
文
学
』
へ
の
小
説
掲
載
が
、
表
現
上
の
展
開
お
よ
び
文
壇
と
の
関
わ
り
の
二

つ
の
観
点
で
重
要
な
転
機
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
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第
三
章 

初
期
批
評
文
と
「
炭
鉱
地
帯
病
院
」 

―
―
井
伏
鱒
二
の
ナ
ン
セ
ン
ス
―
― 

こ
の
章
で
は
、
井
伏
鱒
二
と
ナ
ン
セ
ン
ス
の
関
係
性
を
、
批
評
文
と
小
説
の

読
解
を
通
し
て
新
た
に
捉
え
直
し
た
。
井
伏
は
新
興
芸
術
派
の
一
人
と
し
て
注

目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
三
〇
年
前
後
に
、「
ナ
ン
セ
ン
ス
作
家
」
と
呼

ば
れ
た
が
、
作
家
自
身
は
こ
れ
を
忌
避
し
、
ま
た
多
く
の
井
伏
論
者
も
こ
れ
を

「
不
当
」
な
「
レ
ッ
テ
ル
」
と
見
な
し
井
伏
文
学
か
ら
排
除
し
て
き
た
。
近
年

で
は
、
井
伏
が
後
年
に
な
っ
て
当
時
の
評
価
を
修
正
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

や
、
ナ
ン
セ
ン
ス
作
家
時
代
の
作
品
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
批
判
的
眼
差

し
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な
ど
、
読
み
直
し
が
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
肝
心
の
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
自
体
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
レ
ッ
テ
ル
」

と
み
な
さ
れ
、
そ
の
内
実
は
不
問
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え

本
章
で
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
言
葉
が
捉
え
た
意
味
の
射
程
を
、
同
時
代
言

説
と
井
伏
の
創
作
活
動
の
そ
れ
ぞ
れ
に
即
し
て
検
証
し
た
。
こ
こ
で
と
く
に
重

視
す
る
の
が
、
井
伏
＝
ナ
ン
セ
ン
ス
作
家
と
い
う
評
価
が
生
じ
る
以
前
に
井
伏

自
身
が
記
し
た
複
数
の
批
評
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
み
解
い
て
い
く
と
、
彼

が
ナ
ン
セ
ン
ス
を
小
説
の
技
法
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
確
か

め
ら
れ
た
。
本
章
で
は
、
井
伏
が
論
じ
た
ナ
ン
セ
ン
ス
概
念
の
特
徴
を
明
ら
か

に
し
、
同
時
代
の
創
作
活
動
と
ど
の
よ
う
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
の
か
を
論
じ

た
。
彼
に
と
っ
て
ナ
ン
セ
ン
ス
は
、
最
初
は
佐
藤
春
夫
作
品
の
な
か
に
見
出
し

た
批
評
概
念
と
し
て
あ
り
、
言
葉
の
伝
達
回
路
に
意
味
外
し
を
仕
掛
け
る
叙
述

を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、「
現
実
」
を
ど
う
描
き
言
葉
に
す
る
か
と
い
う
課
題

を
克
服
す
る
た
め
の
方
策
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

 

第
四
章 

「
「
槌
ツ
ア
」
と
「
九
郎
治
ツ
ア
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ

い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」
―
―
聴
き
取
ら
れ
た
音
、
書
き
取
ら
れ
た
音
―
― 

こ
の
章
で
は
、
井
伏
特
有
の
言
語
観
が
表
れ
た
小
説
と
し
て
名
高
い
「
「
槌
ツ

ァ
」
と
「
九
郎
治
ツ
ァ
ン
」
は
喧
嘩
し
て
私
は
用
語
に
つ
い
て
煩
悶
す
る
こ
と
」

（
『
若
草
』
一
九
三
七
年
一
一
月
）
を
、
音
と
表
記
の
観
点
か
ら
読
み
解
き
、
テ

ク
ス
ト
の
持
つ
同
時
代
的
な
意
義
を
提
示
し
た
。
先
行
研
究
で
は
、「
私
」
の
「
郷

里
」
に
古
く
か
ら
あ
る
呼
称
習
慣
が
登
場
す
る
本
作
は
、
こ
の
呼
称
習
慣
自
体

が
半
ば
実
体
化
さ
れ
、
著
者
の
言
語
体
験
を
素
材
に
農
村
共
同
体
の
閉
鎖
性
を

批
判
的
且
つ
自
嘲
的
に
描
い
た
小
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
本
論
で
は
ま

ず
、
作
中
で
呼
称
習
慣
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
音
の
差
異
を
聴
き
分
け
る
語
り

に
よ
っ
て
初
め
て
形
象
化
さ
れ
、「
習
慣
」
と
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
く
点
を

指
摘
し
、
物
語
に
構
築
・
構
造
化
さ
れ
た
装
置
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
上
で
、
井
伏
が
こ
の
よ
う
に
音
の
差
異
を
盛
ん
に
創
出
し
、
活
字
上
に
書

き
分
け
て
い
っ
た
こ
と
の
意
義
を
、
発
表
当
時
の
時
代
状
況
の
な
か
に
お
い
て

考
察
し
た
。
注
目
し
た
の
は
、
山
本
有
三
が
提
唱
し
出
版
メ
デ
ィ
ア
上
で
話
題

と
な
っ
た
ル
ビ
廃
止
議
論
で
あ
る
。
山
本
が
ル
ビ
廃
止
を
訴
え
た
文
章
は
、
戦

時
体
制
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
当
局
の
思
惑
と
幾
重
に
も
絡
み
合
っ
て
大
き
な
波

及
効
果
を
生
み
、
実
際
の
政
策
に
結
実
し
た
。
こ
こ
で
は
、
山
本
の
文
章
に
多

用
さ
れ
る
修
辞
と
そ
の
言
葉
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
時
局
と
接
続
し
て
い
く
過
程

を
読
み
解
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
、
同
質
性
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
単
一
的

言
語
観
が
俄
に
醸
成
さ
れ
幅
広
く
共
有
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ

の
上
で
、
井
伏
の
こ
の
小
説
が
当
時
の
こ
う
し
た
言
語
観
を
鋭
く
問
い
返
す
テ

ク
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。 
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第
五
章 

「
花
の
町
」
（
一
） 

―
―
徴
用
作
家
の
任
務
と
「
普
及
セ
シ
ム
ベ
キ
日
本
語
」
―
― 

第
五
章
と
第
六
章
で
は
、
井
伏
が
徴
用
中
に
書
き
、
新
聞
連
載
さ
れ
た
小
説

「
花
の
町
」（
『
東
京
日
日
新
聞
』『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
四
二
年
八
月
一
七
日

―
一
〇
月
七
日
）
を
取
り
上
げ
た
。
こ
の
小
説
は
、
井
伏
が
徴
用
先
の
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
従
事
し
た
日
本
語
普
及
活
動
に
材
を
取
っ
て
描
い
た
宣
撫
小
説
で
、

戦
時
下
の
井
伏
の
態
度
を
示
す
重
要
な
著
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

そ
こ
に
描
か
れ
る
日
本
語
普
及
活
動
が
高
評
価
を
得
て
き
た
一
方
で
、
当
時
の

実
態
と
小
説
表
現
と
の
差
異
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
表
現
と
し
て
の

強
度
は
問
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ま
ず
こ
の
章
で
は
、
当
時
の
軍
政
資

料
や
現
地
使
用
の
日
本
語
教
科
書
等
を
参
照
し
、
占
領
下
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お

け
る
日
本
語
普
及
活
動
の
実
際
の
状
況
と
特
質
を
探
っ
た
。
そ
の
結
果
、
占
領

最
初
期
に
あ
っ
て
は
、
派
遣
さ
れ
た
宣
伝
班
員
た
ち
が
自
ら
の
手
で
指
針
を
つ

く
り
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
裏
を
返

せ
ば
、
宣
伝
班
員
に
大
き
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

実
際
に
、
こ
の
と
き
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
に
携
わ
っ
た
中
島
健
蔵
、
学
校
を

運
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
神
保
光
太
郎
の
言
説
を
辿
っ
て
い
く
と
、
彼
ら
は
「
日

本
語
」
を
、
大
東
亜
共
栄
圏
と
い
う
「
新
秩
序
」
の
象
徴
と
し
て
捉
え
て
お
り
、

普
及
活
動
や
そ
の
苦
労
を
語
る
言
葉
に
は
、
半
ば
無
意
識
的
に
、
言
語
的
収
奪

と
叙
情
的
な
単
一
言
語
観
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
。
一
方
、
「
花
の
町
」
に
は
、

日
本
語
普
及
活
動
を
中
心
と
す
る
「
新
秩
序
」
の
形
成
が
頓
挫
す
る
様
子
が
重

層
的
に
描
き
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
当
時
の
普
及
活
動
の
実
態
、

お
よ
び
井
伏
の
同
僚
で
あ
る
中
島
・
神
保
の
言
説
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
て
み
る

と
、
井
伏
は
「
花
の
町
」
で
宣
撫
小
説
の
コ
ー
ド
に
沿
い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
内

破
す
る
描
写
を
周
到
に
選
び
取
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

 

第
六
章 

「
花
の
町
」
（
二
） 

―
―
宣
撫
小
説
か
ら
反
戦
小
説
へ
の
反
転
―
― 

続
く
第
六
章
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
小
説
を
読
解

し
た
。
こ
の
小
説
は
、
日
本
占
領
下
の
昭
南
市
を
舞
台
に
、
現
地
住
民
と
日
本

軍
関
係
者
に
よ
る
ち
ぐ
は
ぐ
な
日
本
語
の
や
り
と
り
を
繰
返
し
描
い
て
い
る
が
、

発
表
当
時
の
戦
時
下
に
お
い
て
も
、
そ
れ
か
ら
時
を
隔
て
た
戦
後
に
お
い
て
も

―
―
つ
ま
り
評
者
が
拠
っ
て
立
つ
価
値
観
や
思
想
が
大
き
く
異
な
る
状
況
に
お

い
て
も
な
お
、
作
品
自
体
は
高
く
評
価
さ
れ
続
け
た
。
こ
こ
に
は
、
本
作
の
受

容
を
め
ぐ
る
ね
じ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
の
ね
じ

れ
が
、
本
作
の
評
言
で
あ
る
「
日
常
」
と
相
関
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
上

で
、
こ
の
小
説
が
連
載
さ
れ
て
い
た
期
間
中
の
『
東
京
日
日
新
聞
』『
大
阪
毎
日

新
聞
』
の
各
紙
面
を
通
読
し
、
初
出
掲
載
メ
デ
ィ
ア
が
小
説
受
容
に
及
ぼ
し
た

影
響
を
精
査
し
た
。
そ
し
て
、
本
作
が
隣
接
記
事
と
補
完
し
合
う
か
た
ち
で
、

「
新
た
に
建
設
さ
れ
た
」
「
明
る
く
」
「
平
和
」
な
昭
南
市
と
い
う
当
時
の
南
方

表
象
を
積
極
的
に
産
出
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
戦
闘
を

描
か
ず
に
建
設
と
い
う
「
日
常
」
を
描
く
点
が
、
大
東
亜
文
学
に
相
応
し
く
、

新
し
い
戦
争
文
学
の
登
場
と
見
な
さ
れ
た
一
方
で
、
戦
後
は
そ
れ
が
同
じ
く
評

価
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
対
し
て
、
小
説
本
文
の
「
日
常
」
は
、
こ

れ
と
は
全
く
別
の
内
容
を
表
象
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
言
語
の
規
範
が
揺
れ
、

変
質
し
、
更
新
さ
れ
続
け
る
動
態
で
あ
り
、
常
に
変
容
す
る
契
機
を
含
み
込
む

分
裂
的
な
「
日
本
語
」
の
あ
り
よ
う
だ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
テ
ク
ス
ト

の
「
日
常
」
は
、
戦
中
戦
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
を
鋭
く
問
い
返
す
性
質
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
以
上
、
第
五
章
と
第
六
章
の
考
察
を
通
し
て
、
発

表
以
来
お
し
な
べ
て
高
評
価
を
得
て
き
た
理
由
と
そ
の
背
景
に
は
、
小
説
が
読
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ま
れ
る
場
と
作
中
の
「
日
本
語
」
表
象
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、

そ
の
上
で
「
花
の
町
」
の
新
た
な
意
義
を
提
示
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
七
章 

「
レ
ン
ゲ
草
の
実
」 

―
―
戦
後
の
表
記
改
革
と
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
―
― 

こ
の
章
で
は
、
同
じ
く
日
本
語
の
政
策
制
度
を
作
中
に
描
い
て
い
る
、
戦
後

の
小
説
「
レ
ン
ゲ
草
の
実
」（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
六
日
）

を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
敗
戦
直
後
の
日
本
で
行
な
わ
れ
た
表
記
制
度
改
革

が
同
時
代
の
文
学
へ
与
え
た
影
響
と
、
こ
れ
に
対
す
る
井
伏
自
身
の
態
度
を
考

察
し
た
。
こ
の
小
説
は
、
当
時
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
「
か
な
づ
か
い
制
度
」

と
そ
れ
が
き
っ
か
け
で
起
き
た
村
の
騒
動
を
描
い
て
い
る
。
本
作
に
登
場
す
る

「
か
な
づ
か
い
制
度
」
は
、
当
時
「
戦
後
初
の
表
記
改
革
」
と
謳
わ
れ
て
様
々

な
反
響
を
呼
ん
だ
「
現
代
か
な
づ
か
い
」（
一
九
四
六
年
一
一
月
公
布
）
を
指
す

が
、
井
伏
は
、
現
行
制
度
の
矛
盾
点
を
細
密
に
写
し
取
り
つ
つ
辛
辣
な
批
評
を

織
り
込
ん
で
描
い
て
い
た
。
と
く
に
、
末
尾
部
分
に
は
、
文
字
表
記
の
物
質
性

を
読
者
に
強
く
意
識
さ
せ
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
の

雑
誌
掲
載
時
に
は
、
作
者
の
意
図
と
は
裏
腹
の
活
字
表
記
で
印
刷
さ
れ
、
末
尾

部
分
の
叙
述
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
掲
載
メ
デ
ィ
ア
側
の
忖
度

が
働
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
本
論
で
は
、「
レ
ン
ゲ
草
の
実
」
を
め
ぐ

っ
て
生
じ
た
本
文
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
踏
ま
え
た
上
で
改
め
て

小
説
を
読
解
し
、
仮
名
遣
い
制
度
の
政
治
性
を
明
視
化
さ
せ
る
叙
法
に
は
、
井

伏
自
身
の
仮
名
遣
い
論
議
に
対
す
る
強
い
抗
い
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、

戦
後
最
初
期
の
井
伏
作
品
と
の
つ
な
が
り
が
読
み
取
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
八
章 

「
遙
拝
隊
長
」 

―
―
一
九
五
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
文
学
の
〈
輸
出
〉
―
― 

こ
の
章
で
は
、
井
伏
の
戦
後
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
小
説
「
遙
拝
隊
長
」（
『
展

望
』
一
九
五
〇
年
二
月
）
を
取
り
上
げ
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
本
格
化
す
る
日

本
文
学
の
英
訳
出
版
事
業
に
お
い
て
本
作
が
担
っ
た
役
割
を
考
察
し
た
。「
遙
拝

隊
長
」
は
、
敗
戦
前
後
の
日
本
国
内
の
状
況
を
鋭
く
諷
刺
し
た
物
語
と
し
て
、

現
在
に
至
る
ま
で
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
小
説
の
英
訳
が
、
日

本
初
の
英
文
季
刊
誌
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
の
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ

た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
同
誌
は
、
敗
戦
後
の
苦
境
を
脱
し
た

「
新
し
い
日
本
」
の
「
真
の
姿
」
を
海
外
の
読
者
へ
伝
え
る
べ
く
、
日
本
文
学

の
紹
介
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
（E

d
w
a
r
d
 
 

S
e
i
d
e
n
s
t
i
c
k
e
r

）
、
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
（D

o
n
a
l
d
 K
e
e
n
e

）
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
ス

タ
ー
（J

o
h
n
 B
e
s
t
e
r

）
、
ア
イ
ヴ
ァ
ン
・
モ
リ
ス
（I

v
a
n
 M
o
r
r
i
s

）
と
い
っ
た
、

の
ち
に
日
本
文
学
の
海
外
普
及
を
担
う
有
力
な
翻
訳
者
た
ち
が
参
加
し
て
い
た

点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
同
誌
創
刊
ま
で
の
経
緯
と
そ
の
背

景
に
あ
る
政
府
・
ユ
ネ
ス
コ
共
同
の
日
本
文
学
翻
訳
出
版
事
業
の
動
向
を
把
握

し
た
。
そ
の
上
で
、
『
ジ
ャ
パ
ン
・
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
、

井
伏
鱒
二
の
小
説
「
遙
拝
隊
長
」（
訳
者
グ
レ
ン
・
シ
ョ
ー
）
な
ら
び
に
谷
崎
潤

一
郎
の
エ
ッ
セ
イ
「
陰
翳
礼
讃
」（
訳
者
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
）

の
英
訳
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
翻
訳
者
の
関
わ
り
方
と
併
せ
て
比
較
検
討
し
た
。
今

日
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
翻
訳
者
グ
レ
ン
・
シ
ョ
ー
と
、
彼

に
よ
る
「
遙
拝
隊
長
」
の
英
訳
テ
ク
ス
ト
は
、
圧
倒
的
な
知
名
度
を
獲
得
し
た

サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
な
ら
び
に
「
陰
翳
礼
讃
」
の
英
訳
テ
ク
ス
ト
と
は
様
々

な
意
味
で
対
照
的
だ
っ
た
。
こ
の
点
を
詳
し
く
分
析
し
、
小
説
「
遙
拝
隊
長
」

を
通
し
て
、
戦
後
に
お
け
る
日
本
文
学
の
〈
輸
出
〉
が
抱
え
て
い
た
矛
盾
を
考
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察
し
た
。 

 終
章 

井
伏
文
学
の
生
成
と
展
開 

 

こ
の
章
で
は
、
各
章
の
成
果
の
な
か
で
と
く
に
確
認
し
た
い
内
容
や
付
加
す

べ
き
視
点
に
つ
い
て
の
み
補
足
し
、
併
せ
て
、
今
後
の
課
題
と
展
望
を
示
し
た
。 

ま
ず
、『
父
の
罪
』
の
分
析
と
、
以
後
の
著
作
と
の
連
関
を
踏
ま
え
て
、
井
伏

の
創
作
が
翻
訳
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
父
の
罪
』
で
は
、

翻
訳
と
い
う
行
為
を
通
し
て
言
語
行
為
自
体
を
前
景
化
さ
せ
る
表
現
方
法
が
用

い
ら
れ
て
い
た
が
、
習
作
期
以
降
の
初
期
作
品
群
に
お
い
て
、
改
稿
を
経
て
浮

上
し
て
い
く
の
も
、
言
葉
に
よ
る
所
有
や
意
思
伝
達
の
錯
綜
と
い
う
言
語
行
為

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
論
で
示
し
た
ナ
ン
セ
ン
ス
の
叙
法
は
、
こ
う
し
た
言

語
行
為
を
前
景
化
さ
せ
る
描
写
が
新
た
に
方
法
的
展
開
を
遂
げ
た
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
た
。
井
伏
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は
、
現
実
と
言
葉
、
言
葉
と
意
味
を
つ
な

ぐ
場
を
絶
え
ず
問
い
返
す
運
動
で
あ
り
、
意
味
や
価
値
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
切

り
崩
し
て
現
実
と
言
葉
の
関
係
性
を
問
う
点
で
、
同
時
代
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
お

け
る
固
有
性
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
初
期
作
品
に
描
か
れ
る
翻

訳
の
あ
り
よ
う
と
機
能
的
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ

う
な
言
語
の
捉
え
方
と
描
き
方
は
、
一
方
で
、
日
本
語
と
い
う
言
語
の
あ
り
よ

う
を
鋭
く
問
う
契
機
に
な
る
。
第
四
章
か
ら
七
章
ま
で
の
各
章
で
扱
っ
た
作
品

は
、
日
本
語
と
い
う
シ
ス
テ
ム
（
お
よ
び
そ
の
思
想
）
の
歴
史
性
に
そ
れ
ぞ
れ

の
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、
第
八
章
で
は
、
井
伏

の
「
遙
拝
隊
長
」
と
そ
の
英
訳
を
取
り
上
げ
、
翻
訳
不
適
格
な
テ
ク
ス
ト
ゆ
え

に
、
日
本
文
学
の
翻
訳
事
業
を
問
う
た
め
の
有
意
な
小
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
な
お
最
後
に
、
以
上
の
内
容
に
基
づ
き
、
個
別
の
課
題
を
記
し
た
。 


