
【
エ
ッ
セ
イ
】

新
聞
醜
悪
録
続
貂
（
承
前
）

―
―
言
語
時
評
・
十
六
―
―

工

藤

力

男

新
聞
を
見
、
テ
レ
ビ
を
見
て
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
腹
を
立
て
て
い
る
。

世
を
憂
え
国
を
憂
え
る
と
い
う
ほ
ど
大
層
な
こ
と
で
は
な
い
。
コ
ト

バ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
テ
レ
ビ
の
ほ
う
は
、
何
言
っ
て
や
が
る
コ
ノ

ヤ
ロ
、
と
思
っ
た
と
い
う
記
憶
だ
け
が
残
っ
て
、
そ
れ
が
ど
う
い
う

コ
ト
バ
で
あ
っ
た
か
は
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
か
ら
始
末
が
わ
る
い
。

そ
の
点
新
聞
は
、
何
だ
っ
た
っ
け
、
と
き
の
う
お
と
と
い
の
新
聞
を

ひ
っ
く
り
か
え
し
て
見
ら
れ
る
便
宜
が
あ
る
。

右
の
七
行
は
わ
た
し
の
文
章
で
は
な
い
。
前
回
も
引
い
た
高
島
俊

男
「
新
聞
醜
悪
録
」（『
本
が
好
き
、
悪
口
言
う
の
は
も
っ
と
好

き
』）
の
冒
頭
で
あ
る
。
右
の
引
用
部
分
に
は
次
の
文
章
が
続
く

（
改
行
を
斜
線
に
代
え
て
引
く
）。

ど
の
面
が
多
い
か
と
い
う
と
、
ト
ッ
プ
は
ス
ポ
ー
ツ
面
で
あ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
記
者
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
ス
ポ
ー
ツ
選
手
あ
が
り

で
、
学
生
時
代
は
野
球
や
柔
道
ば
か
り
や
っ
て
て
文
章
な
ん
か

書
い
た
こ
と
が
な
い
の
か
ね
え
。
／
た
と
え
ば
「
ゲ
キ
を
飛
ば

す
」
と
い
う
の
が
ス
ポ
ー
ツ
記
者
は
好
き
ら
し
く
て
、
よ
く
出

て
く
る
。「
な
さ
け
な
い
負
け
か
た
に
腹
を
立
て
た
星
野
監
督

は
選
手
を
集
め
て
ゲ
キ
を
飛
ば
し
た
」
と
い
っ
た
あ
ん
ば
い
。

こ
の
感
想
も
、
時
評
の
三
「
ス
ポ
ー
ツ
報
道
の
現
在
」
に
書
い
た
感

想
に
通
ず
る
。
高
島
さ
ん
は
、「
新
聞
を
読
ん
で
い
る
と
こ
う
い
う

の
が
次
か
ら
次
へ
と
出
て
き
て
精
神
衛
生
に
わ
る
い
」
と
言
い
、

「
子
息
」「
指
摘
」「
と
見
る
」
な
ど
を
挙
げ
て
そ
の
醜
悪
ぶ
り
を
指
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摘
す
る
。
最
後
に
は
編
集
委
員
の
「
細
心
の
配
慮
が
望
ま
れ
る
」
に

つ
い
て
、「
望
む
」
と
言
え
ば
よ
い
、「
こ
の
言
い
方
は
、
曖
昧
、
か

つ
気
持
ち
が
わ
る
い
」
と
断
じ
て
い
る
。

高
島
さ
ん
の
言
及
は
、
意
味
の
取
り
違
い
、
慣
用
句
の
う
ろ
覚
え
、

意
味
変
化
へ
の
無
神
経
さ
な
ど
の
批
判
が
中
心
で
あ
る
。
本
稿
で
は

主
に
文
法
に
注
目
し
て
新
聞
の
日
本
語
を
考
え
る
。

紙
名
な
き
用
例
が
朝
日
新
聞
の
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
前
稿
に
準

ず
る
。
複
数
の
見
出
し
は
適
宜
に
順
序
を
判
断
し
て
二
重
の
横
線
‖

で
区
切
る
。
明
確
な
割
り
書
き
は
山
が
た
〈

〉
で
括
る
。
そ
の
他
、

字
の
大
小
・
組
み
方
の
縦
横
は
必
ず
し
も
厳
密
に
は
再
現
し
な
い
。

昔
、
大
阪
本
社
版
朝
日
新
聞
に
三
十
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た

「
新
聞

製
作
か
ら
配
達
ま
で
」
が
あ
る
（1975.10
〜11

以
下
、

略
称
「
連
載
」、
丸
数
字
は
回
序
）。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
以
前
な
の

で
、
技
術
の
面
は
古
く
な
っ
た
話
が
多
い
が
、
新
聞
製
作
の
裏
事
情

が
知
ら
れ
て
有
益
で
あ
る
。

新
聞
や
雑
誌
の
題
字
に
は
、
常
用
漢
字
と
異
な
る
字
体
の
使
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
讀
賣
、
産
經
、
日
本
經
濟
の
各
紙
、
本
誌
の
文
藝

も
そ
う
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
み
で
は
分
明
で
な
い
が
、
朝
日
の

「
新
」
の
「
木
」
に
は
横
画
が
二
本
あ
る
。
唐
の
書
家
、
歐
陽
詢
の

「
宗
聖
観
記
」
か
ら
採
っ
た
の
だ
と
い
う
（「
連
載
」
⑥
）。
新
聞
や

雑
誌
の
標
題
は
そ
の
媒
体
の
顔
だ
か
ら
、
国
語
政
策
か
ら
の
逸
脱
も

可
な
り
と
い
う
主
張
は
正
当
で
あ
る
。

標
題
が
新
聞
の
顔
な
ら
、
記
事
の
顔
は
見
出
し
で
あ
る
。
そ
の
見

出
し
の
実
態
や
い
か
に
。

日
本
「
壁
」
破
り
五
輪
‖
女
子
サ
ッ
カ
ー
、
北
朝
鮮
に
３
―
０

‖
研
究
徹
底
、「
負
け
癖
」
消
す
（2004.4.25

）

筆
頭
は
一
段
四
十
三
行
を
使
っ
た
横
組
み
。
日
本
の
女
子
サ
ッ
カ
ー

チ
ー
ム
に
と
っ
て
壁
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
北
朝
鮮
チ
ー
ム
を
徹

底
的
に
研
究
し
て
負
け
癖
を
克
服
し
、
三
対
零
で
破
っ
て
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
へ
の
出
場
権
を
獲
得
し
た
と
い
う
内
容
を
、
は
し
ょ
り
に
は
し

ょ
っ
た
結
果
で
あ
る
。

「
輸
入
再
開
」
夏
め
ど
結
論
‖
日
米
協
議
で
合
意
‖
米
国
産
牛

肉
（2004.4.25

）

米
国
産
牛
肉
の
輸
入
再
開
を
め
ぐ
る
日
米
両
政
府
代
表
者
の
協
議
で
、

今
年
の
夏
を
め
ど
に
結
論
を
出
す
べ
く
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
で
合

意
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

発
注
見
返
り
、
社
保
庁
に
現
金
‖
〈
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
‖
子
会
社

か
ら
〉
‖
１
人
年
数
十
万
円
（2004.8.8

）

こ
れ
は
、
発
注
の
見
返
り
と
し
て
社
会
保
険
庁
に
現
金
が
贈
ら
れ
た
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と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
以
上
三
点
、
わ
た
し
の
受
け
い
れ
が
た
い
見

出
し
三
傑
、
も
う
少
し
ス
マ
ー
ト
に
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

編
集
委
員
が
交
替
で
書
く
「
補
助
線
」
欄
に
、「
出
店
ラ
ッ
シ
ュ

を
読
み
解
く
」
と
副
題
し
た
「�
Ｓ
Ｃ
で
も
行
く
か
�
の
休
日
」
が

あ
っ
た
（2007.4.15
）。
Ｓ
Ｃ
が
わ
か
ら
な
い
の
で
読
ん
で
み
る
と
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
で
、
今
世
紀
、
休
日
に
は
す
る
こ

と
が
な
く
て
、
Ｓ
Ｃ
へ
行
こ
う
か
と
い
う
過
ご
し
方
に
な
る
旨
の
文

章
で
あ
る
。
文
中
に
は
「
Ｓ
Ｃ
に
で
も
行
く
か
」
が
二
回
見
え
る
。

紙
面
で
助
詞
の
省
略
遊
び
を
す
る
こ
と
も
あ
る
（2006.5.21

）。

「
ば
ん
馬
」
乗
っ
た
新
宿

「
ダ
ビ
ン
チ
・
コ
ー
ド
」
並
ん
だ
全
国
公
開

並
ぶ
よ
う
に
載
せ
た
二
つ
の
記
事
の
見
出
し
で
あ
る
。
非
文
性
を
引

用
符
で
少
し
は
弱
め
て
い
る
が
、
輓
曵
競
馬
を
知
る
日
本
人
は
多
く

あ
る
ま
い
か
ら
、
こ
れ
が
バ
ン
バ
と
正
確
に
読
ま
れ
る
保
証
は
な
い
。

後
者
が
理
解
で
き
る
人
に
は
、
話
題
の
映
画
で
あ
る
こ
と
は
自
明
だ

ろ
う
。
一
行
に
詰
め
る
な
ら
、
と
も
に
引
用
符
の
な
い
「
ば
ん
ば
に

乗
っ
た
」「
ダ
ビ
ン
チ
コ
ー
ド
に
並
ん
だ
」
で
よ
い
。

格
助
詞
の
む
や
み
な
省
略
は
日
本
語
の
論
理
を
無
視
し
た
も
の
で

あ
る
。
主
格
助
詞
「
が
」
は
、
係
助
詞
「
は
／
も
」
が
あ
る
と
、
そ

れ
が
代
理
を
努
め
る
の
で
義
務
的
に
省
か
れ
る
。「
に
」
も
同
じ
条

件
で
省
く
こ
と
が
で
き
る
が
任
意
で
あ
り
、
用
法
が
広
い
の
で
そ
の

他
の
ば
あ
い
は
省
き
に
く
い
。「
を
」
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

が
、
そ
れ
は
談
話
に
一
般
的
で
も
、
書
き
言
葉
で
や
た
ら
に
省
く
と
、

い
か
に
も
舌
足
ら
ず
な
印
象
が
際
立
つ
。

助
詞
の
幅
を
広
げ
て
、
も
う
少
し
実
例
を
あ
げ
よ
う
。

大
阪
の
中
１
自
殺
〈
原
因
い
じ
め
‖
学
校
認
め
る
〉（2006.

11.19

）

中
学
生
の
自
殺
の
原
因
が
い
じ
め
で
あ
る
こ
と
を
学
校
が
認
め
た
と

い
う
の
だ
か
ら
、
極
め
て
高
度
な
省
略
術
を
駆
使
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。〈

対
イ
ラ
ン
売
却
‖
「
ロ
シ
ア
中
止
を
」〉
ミ
サ
イ
ル
巡
り
米

（2006.11.22

）

ロ
シ
ア
が
イ
ラ
ン
に
ミ
サ
イ
ル
を
売
却
す
る
こ
と
を
中
止
す
る
よ
う

に
、
米
国
が
要
求
し
た
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
ん
な
り
と
理

解
で
き
る
人
は
よ
ほ
ど
の
国
際
政
治
通
で
あ
ろ
う
。

秋
田
県
藤
里
町
で
起
こ
っ
た
児
童
の
連
続
怪
死
事
件
で
、
容
疑
者

の
供
述
を
報
ず
る
記
事
に
次
の
見
出
し
が
あ
っ
た
。
二
つ
め
以
下
が

特
に
困
る
。

「
彩
香
は
橋
か
ら
転
落
」
‖
母
子
で
川
行
っ
た
‖
畠
山
供
述
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「
動
転
、
助
け
求
め
ず
」（
讀
夕2006.7.14

）

次
の
見
出
し
は
、
直
話
ら
し
く
書
い
て
あ
る
の
で
、
い
っ
そ
う
悪
質

で
あ
る
。

「
火
事
の
写
メ
新
聞
載
っ
た
」
‖
〈
放
火
容
疑
‖
長
野
の
女
〉

‖
４
月
の
全
焼
Ｈ
Ｐ
に
記
述
（
讀2006.7.11

）

本
文
に
は
「
火
事
の
写
メ
（
携
帯
電
話
で
撮
っ
た
写
真
）
撮
っ
た
ら
、

今
日
の
新
聞
に
載
っ
た
よ
〜
。
粗
品
も
ら
え
る
ら
し
い
。
わ
あ
い
」

と
あ
る
。

新
聞
記
者
に
と
っ
て
助
詞
は
あ
っ
て
な
き
が
ご
と
く
、
こ
ん
な
の

も
あ
る
。

米
軍
拘
束
の
テ
ロ
容
疑
者
‖
イ
ラ
ク
側
引
き
渡
し
棄
却
‖
米
連
邦

高
裁
（2007.2.11

）

「
米
連
邦
高
裁
」
は
本
文
の
字
よ
り
小
さ
い
ゴ
チ
ッ
ク
な
の
で
、
一

見
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。
日
本
語
の
文
法
で
は
、
イ
ラ
ク
側

が�

棄
却
し
た
と
い
う
解
釈
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
語
の
動
詞
の
連
用
形
は
下
に
係
っ
て
ゆ
く
力
が
弱
い
の
で
、

「
恋
、
光
、
流
し
」
の
よ
う
に
す
ぐ
に
名
詞
化
す
る
。
そ
こ
で
、
連

用
形
に
修
飾
機
能
を
負
わ
せ
る
に
は
、「
敢
え
て
、
至
っ
て
、
せ
め

て
、
つ
と
め
て
」
の
よ
う
に
「
て
」
を
添
え
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、

動
詞
を
続
け
る
と
す
ぐ
に
複
合
動
詞
に
転
じ
て
し
ま
う
。
さ
も
な
い

と
宙
ぶ
ら
り
ん
の
表
現
に
な
る
。
次
の
諸
例
が
い
か
に
も
締
ま
ら
な

い
表
現
に
見
え
る
の
は
そ
の
せ
い
で
あ
る
。

暑
い
わ
寒
い
わ
…
低
気
圧
の
仕
業
‖
例
年
よ
り
北
を
通
過
‖
南

の
空
気
呼
び
込
み
暑
く
（2004.4.25

）

「
呼
び
込
み
」
を
「
暑
く
」
の
原
因
と
解
釈
さ
せ
た
い
の
だ
ろ
う
が
、

既
に
名
詞
に
転
じ
て
い
る
。

複
数
ガ
ス
管
‖
同
時
期
破
損
‖
北
見
事
故
‖
地
中
凍
り
ひ
ず

み
？
（2007.1.21

）

こ
れ
は
、「
地
中
が
凍
っ
て
ひ
ず
み
が
生
じ
た
か
」
の
意
で
あ
ろ
う

が
、
著
し
い
短
絡
で
あ
る
。

〈「
石
綿
は
危
険
」
‖
無
視
し
後
手
に
〉（2007.7.8

）

米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
石
綿
被
害
に
関
す
る
報
告
を
無
視
し
て
、

日
本
で
は
対
策
が
後
手
に
回
っ
た
こ
と
を
批
判
し
た
投
書
の
標
題
で

あ
る
。
連
用
形
「
無
視
し
」
を
強
引
に
副
詞
法
に
用
い
て
い
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
チ
ェ
で
日
本
の
平
和
支
援
事
業
に
携
わ
る
豪

州
人
を
紹
介
す
る
「
ひ
と
」
欄
（2006.12.24

）
の
本
文
「
４
（
マ
マ
）輪
駆

動
車
で
半
日
か
け
山
へ
。」
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。「
四
輪
駆
動
車
で

半
日
を
か
け
て
山
に
入
り
」
の
意
な
の
で
あ
る
。

次
に
あ
げ
る
本
文
中
の
「
試
み
死
ぬ
」
か
ら
受
け
る
違
和
感
は
大
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き
い
。数

千
人
も
の
ア
フ
リ
カ
人
が
欧
州
へ
侵
入
を
試
み
死
に
、
数
万

人
が
違
法
な
労
働
市
場
で
犯
罪
の
よ
う
な
搾
取
を
受
け
な
が
ら

細
々
と
暮
ら
す
。（2006.12.24

）

こ
の
手
の
複
合
動
詞
は
、
ひ
と
つ
事
件
を
報
道
す
る
数
紙
に
よ
く
出

る
。
そ
の
例
（2005.10.19
）
―
―

中
１
、
母
殴
り
死
な
す
（
讀
夕
）

中
１
母
殴
り
死
な
す
（
産
）

今
、
新
聞
が
見
出
し
に
文
語
形
を
使
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、

「
死
な
す
」
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
日
本
国
語

大
辞
典
』
第
二
版
に
は
五
段
活
用
と
あ
り
、
樋
口
一
葉
が
初
出
、
次

い
で
有
島
武
郎
。
用
例
は
と
も
に
「
死
な
し
て
」、
若
い
語
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
否
定
形
は
「
死
な
さ
な
い
／
ず
」
で
は
な
く
「
死

な
せ
な
い
／
ず
」
で
あ
ろ
う
。『
明
解
国
語
辞
典
』
初
版
は
「
五
段
」

で
掲
げ
な
が
ら
「
下
一
」
を
括
弧
書
き
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
湯
澤

幸
吉
郎
『
現
代
語
法
の
諸
問
題
』（1944

）
な
ど
多
く
の
研
究
が
あ

る
、
活
用
の
揺
れ
る
動
詞
な
の
で
あ
る
。

「
死
な
す
」
は
下
一
段
活
用
か
ら
四
段
活
用
に
移
り
ゆ
く
過
程
に

あ
り
、
新
聞
が
複
合
動
詞
と
し
て
用
い
る
「
殴
り
死
な
す
」
は
俗
語

の
域
を
出
な
い
と
思
う
。

右
に
見
た
、
石
綿
に
関
す
る
投
書
の
同
類
に
戻
る
。
初
め
に
中
学

二
年
生
の
投
書
。

〈
す
ぐ
酔
う
父
は
‖
酒
控
え
健
康
に
〉（2007.6.10

）

酔
う
と
気
が
大
き
く
な
る
父
親
が
酒
を
控
え
て
健
康
に
な
っ
た
の
か
、

こ
れ
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
が
、
投
書
の
趣
旨
は
願
望
で
あ
っ
た
。

長
い
原
題
を
編
集
部
が
縮
め
、
助
詞
も
述
語
も
省
い
た
の
だ
ろ
う
。

〈
原
爆
発
言
機
に
‖
認
識
深
め
た
い
〉（2007.7.8

）

「
原
爆
発
言
機
」
と
い
う
機
械
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
久
間
防
衛

大
臣
が
原
爆
投
下
は
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
と
発
言
し
て
辞
任
に
追
い

込
ま
れ
た
こ
の
機
会
に
、
の
意
で
あ
る
。

か
か
る
不
思
議
な
現
象
は
投
書
欄
に
特
に
多
い
。
見
出
し
は
一
段

に
限
り
、
二
行
に
分
け
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
二
行
の
字
数
を
揃
え
る
こ
と
を
至
上
命
題
と
す
る
よ
う

だ
。
一
般
に
一
段
記
事
の
見
出
し
は
七
字
が
最
多
、
大
半
は
右
の
よ

う
に
六
字
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
主
張
を
述
べ
る
読
者
の
投
書
な
ど

は
、
そ
の
趣
旨
を
六
字
ず
つ
二
行
に
ま
と
め
る
こ
と
は
か
な
り
難
し

い
。
悪
し
き
二
行
主
義
、
愚
か
な
同
字
数
主
義
で
あ
る
。

こ
の
事
態
が
進
行
し
た
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
近
年
の
新
聞

の
紙
面
構
成
の
問
題
に
行
き
つ
く
。
我
が
記
憶
に
残
る
最
初
の
新
聞
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の
紙
面
は
一
段
が
十
五
字
詰
め
で
あ
っ
た
。
中
年
の
こ
ろ
に
十
三
字

に
な
り
、
今
は
十
一
字
。
字
を
大
き
く
し
た
も
の
で
、
老
眼
が
進
ん

だ
自
分
に
は
あ
り
が
た
い
が
、
事
は
字
を
大
き
く
し
て
一
行
の
字
数

を
減
ら
せ
ば
済
む
問
題
で
は
な
い
。

日
本
の
原
稿
用
紙
が
一
行
廿
字
で
流
通
す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ

い
て
今
は
触
れ
な
い
が
、
廿
字
は
適
当
な
長
さ
だ
と
思
う
。
日
本
人

は
小
学
生
時
代
か
ら
、
こ
の
枠
で
文
章
を
書
く
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
ふ
だ
ん
最
も
よ
く
目
に
す
る
新
聞
の
一
行
が
十
一

字
詰
め
で
は
困
る
で
は
な
い
か
。
朝
日
新
聞
は
読
者
の
短
詩
を
載
せ

る
欄
は
二
段
抜
き
で
組
ん
で
い
る
。
俳
句
・
川
柳
は
最
少
で
も
十
七

字
を
要
す
る
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
文
藝
欄
を
優
遇
し
、
投
書
欄

を
冷
遇
す
る
わ
け
で
あ
る
。

近
年
、
各
紙
と
も
ペ
ー
ジ
す
な
わ
ち
内
容
ご
と
に
紙
面
構
成
を
変

え
る
の
は
好
ま
し
い
傾
向
で
あ
る
。
朝
日
新
聞
の
読
書
欄
は
、
縦
組

み
横
組
み
を
交
え
て
一
段
十
一
字
か
ら
廿
三
字
ま
で
の
数
種
類
で
構

成
す
る
が
、
他
の
紙
面
は
一
段
十
一
字
詰
め
が
な
お
多
い
。
音
節
文

字
（
か
な
）
と
表
語
文
字
（
漢
字
）
併
用
の
日
本
語
の
新
聞
な
の
に

こ
れ
で
あ
る
。
表
語
文
字
だ
け
の
人
民
日
報
で
さ
え
、
四
段
（
廿
六

字
）
な
い
し
七
段
（
十
三
字
）
で
組
ん
で
い
る
（2007.8.24

）。
日

本
の
新
聞
も
見
習
う
べ
き
で
あ
る
。

二
行
主
義
だ
け
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、

最
近
、
経
済
欄
で
見
た
不
可
解
な
一
行
見
出
し
を
掲
げ
る
。
わ
た
し

に
し
に
は
な
ん
の
こ
と
か
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

ア
ソ
バ
ン
テ
ッ
ジ
最
有
力
に
（9.9

）

一
段
十
一
行
の
本
文
に
、
本
文
と
同
数
・
同
大
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
の
見

出
し
で
あ
る
。
経
営
再
建
中
の
三
洋
電
機
の
あ
る
部
門
の
売
却
交
渉

に
関
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
で
理
解
せ
よ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

要
す
る
に
、
見
出
し
は
字
数
を
無
理
に
節
約
せ
ず
、
小
さ
な
字
で

よ
い
か
ら
正
確
で
明
快
な
日
本
語
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
。

大
リ
ー
グ
の
報
道
に
注
目
し
よ
う
。
初
め
に
今
年
移
籍
し
た
岩
村

選
手
に
関
わ
る
記
事
を
順
に
見
る
。

①
〈
無
安
打
に
も
‖
岩
村
は
淡
々
〉（4.15

）

②
復
帰
の
岩
村
、
１
安
打
で
も
「
反
省
」（4.22

）

③
〈
５
試
合
無
安
打
も
‖
岩
村
「
焦
り
な
い
」〉（3.11

）

①
②
の
「
に
も
」「
で
も
」
か
ら
「
に
」「
で
」
を
省
い
た
表
現
が
③
、

そ
れ
に
並
ん
で
松
井
選
手
に
関
す
る
④
が
あ
る
。

④
〈
無
安
打
に
も
‖
松
井
秀

淡
々
〉（3.11

）

⑤
〈
今
季
で
引
退
も
‖
衰
え
ぬ
闘
争
心
〉（2004.6.1

）

⑥
〈
批
判
噴
出
も
‖
守
備
で
仕
事
〉
‖
松
井
（2004.6.1

）
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⑤
は
四
十
歳
の
ク
レ
メ
ン
ス
投
手
が
今
季
限
り
の
引
退
を
表
明
し
て

い
る
が
、
の
意
、
⑥
は
松
井
選
手
の
打
撃
不
振
に
批
判
が
続
出
し
て

い
る
が
、
の
意
。
と
も
に
「
も
」
を
逆
接
の
助
詞
と
し
て
用
い
て
い

る
。動

詞
を
受
け
る
逆
接
の
助
詞
「
も
」
は
平
安
朝
末
か
ら
ご
く
稀
に

用
い
ら
れ
、
特
に
近
代
の
文
語
文
で
好
ま
れ
た
。
だ
が
右
の
②
⑤
⑥

の
例
は
名
詞
に
じ
か
に
接
し
た
、
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
、

現
行
の
国
語
辞
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
新
聞
が
作
っ

た
新
文
法
ら
し
い
。
な
お
、
③
以
外
が
二
行
主
義
・
同
字
数
主
義
の

結
果
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
こ
う
。

右
の
よ
う
に
ス
ポ
ー
ツ
欄
に
多
い
の
だ
が
、
無
論
そ
の
他
の
欄
に

も
広
が
っ
て
い
る
。

装
置
導
入
も
頼
り
は
「
人
」（2005.5.15

）

安
全
の
た
め
に
学
校
の
門
に
つ
け
た
錠
の
操
作
に
関
す
る
記
事
の
見

出
し
で
あ
る
。
名
詞
以
外
へ
の
承
接
な
ら
構
わ
な
い
と
い
う
わ
け
で

も
な
く
、
首
を
傾
げ
た
い
例
も
あ
る
。

資
本
参
加
な
ら
ず
も
「
成
果
」
強
調
（2005.5.1

）

ラ
イ
ブ
ド
ア
に
よ
る
ニ
ッ
ポ
ン
放
送
の
経
営
権
取
得
を
め
ぐ
る
報
道

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
名
詞
な
ら
ぬ
動
詞
句
「
成
ら
ず
」
に
接
し
て
、

「
成
ら
ず
と
も
」
の
意
で
用
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
で
は
、「
計
ら
ず

も
」「
心
な
ら
ず
も
」
な
ど
の
詠
嘆
用
法
に
抵
触
す
る
。

我
が
切
り
抜
き
の
最
古
に
属
す
る
記
事
の
見
出
し
を
引
く
。

ソ
ウ
ル
の
被
爆
者
治
療
へ
‖
個
人
で
２
人
招
く
‖
在
日
韓
国
人

（1976.1.18

広
島
版
）

本
文
に
は
「
治
療
の
た
め
」
と
あ
る
。「
治
療
」
は
動
作
を
意
味
す

る
名
詞
で
あ
る
。

モ
ス
ク
ワ
�
陸
の
孤
島
�
へ
‖
観
光
客
ら
脱
出
に
必
死
‖
〈
ソ

連
国
営
機
‖
乗
り
入
れ
禁
止
〉（1983.9.13

）

ソ
連
の
旅
客
機
の
乗
り
入
れ
を
政
府
が
禁
止
し
た
の
で
、
外
国
に
出

る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
い
う
記
事
で
、
モ
ス
ク
ワ
が
陸
の
孤
島
同

然
に
な
る
と
い
う
意
味
の
見
出
し
な
の
で
あ
る
。

助
詞
「
へ
」
を
か
く
用
い
る
の
は
新
聞
社
の
発
明
で
、「
連
載
」

④
に
は
、

確
実
だ
が
未
確
定
の
と
き
に
「
衆
院
通
過
へ
」「
予
算
案
成
立

へ
」
の
よ
う
に
使
う
。
つ
ま
り
未
来
形
を
表
す
「
へ
」。
昔
は

「
通
過
せ
ん
」
な
ど
と
い
っ
て
い
た
。
紙
面
の
迫
力
を
減
ら
す

の
で
、
多
用
は
し
な
い
。

と
解
説
し
て
い
る
。
そ
の
「
通
過
せ
ん
」
方
式
は
、
新
聞
の
見
出
し

に
お
け
る
文
語
表
現
の
常
用
で
珍
し
く
も
な
い
。
た
ま
た
ま
読
ん
で
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い
た
七
十
年
前
の
東
京
朝
日
新
聞
（1937

）
に
は
、「
新
政
策
樹
立

へ
‖
特
別
議
会
提
出
の
準
備
」（
夕5.6

）
の
ほ
か
に
、「
銓
衡
へ
、

確
立
へ
、
倒
閣
へ
」
な
ど
が
あ
り
、
使
用
数
は
「
ん
」
と
ほ
ぼ
拮
抗

し
て
い
る
。「
へ
」
の
用
例
に
は
「
明
・
一
路
覇
権
へ
‖
攻
守
に
立

教
圧
す
」（5.5

）
も
あ
る
。
大
学
野
球
で
明
治
大
学
が
優
勝
に
近
づ

い
た
こ
と
を
報
ず
る
記
事
で
あ
る
。「
通
過
、
確
立
、
樹
立
」
な
ど

は
サ
変
動
詞
の
語
幹
に
な
る
が
、「
覇
権
」
は
動
作
で
は
な
い
。

こ
こ
に
は
、
報
道
媒
体
と
し
て
の
新
聞
の
宿
命
が
現
れ
て
い
る
。

新
聞
記
事
の
多
く
は
直
近
に
出
来
し
た
こ
と
を
報
ず
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
見
出
し
に
動
作
的
な
意
味
の
名
詞
（
例
、
安
倍
首
相
辞
意

を
表
明
）、
無
標
の
動
詞
（
例
、
所
信
表
明
後
、
静
養
拒
む
）
を
用

い
る
と
、
そ
れ
が
一
般
に
過
去
時
制
を
帯
び
る
、
と
い
う
独
特
の
文

体
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
未
来
時
に
属
す
る
事
態
に
は
有
標
の

表
現
が
必
要
に
な
り
、「
け
ふ
」
な
ど
の
時
詞
、
助
動
詞
「
ん
」
な

ど
を
用
い
た
。
助
動
詞
「
ん
」
の
後
身
は
口
語
「
う
」
で
あ
る
が
、

近
代
日
本
語
で
は
助
動
詞
の
表
現
が
分
化
し
て
、
意
思
の
意
味
は

「
う
」、
推
量
の
意
味
は
「
だ
ろ
う
」
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
新
聞

の
見
出
し
に
「
確
立
す
る
だ
ろ
う
」
で
は
締
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

右
に
見
た
「
へ
」
を
用
い
た
の
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

格
助
詞
「
へ
」
は
動
作
の
向
か
う
目
標
を
示
す
こ
と
が
本
義
で
、

「
陸
の
孤
島
へ
」
は
「
行
く
」
な
ど
の
移
動
動
詞
を
予
想
さ
せ
る
の

で
、
先
の
見
出
し
が
強
い
違
和
感
を
与
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
動

作
自
体
を
対
象
や
目
的
と
す
る
表
現
に
は
、
動
作
名
詞
に
続
け
て

「
の
た
め
に
」「
す
べ
く
」
な
ど
を
用
い
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
新
聞
社
の
発
明
し
た
新
文
法
は
、
本
来
の
用
法
を
極

端
に
拡
げ
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

中
世
以
降
の
日
本
語
史
に
、「
へ
」
が
「
に
」
の
領
域
を
侵
蝕
す

る
こ
と
が
進
行
し
、
近
年
も
そ
の
傾
向
が
著
し
い
こ
と
も
論
じ
た
い

主
題
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
新
聞
に
「
約
６２
万
ト
ン
へ
減
っ
た
た
め
だ

っ
た
」（2005.3.6

）
な
ど
を
見
る
の
は
珍
し
く
も
な
い
。
新
聞
の
発

明
し
た
新
文
法
は
そ
の
侵
蝕
に
拍
車
を
か
け
、
自
ら
「
救
助
へ
向
か

う
」（2007.4.15

）
と
書
い
て
い
る
が
、「
事
故
現
場
へ
救
助
に
向
か

う
」
が
ま
と
も
な
日
本
語
で
あ
ろ
う
。
日
夜
こ
れ
を
見
せ
つ
け
ら
れ

た
日
本
人
が
、
正
統
な
日
本
語
だ
と
錯
覚
し
た
と
て
不
思
議
は
な
い
。

一
昨
年
、
著
名
人
に
よ
る
『
憲
法
を
変
え
て
戦
争
へ
行
こ
う
と
い
う
世

界
に
し
な
い
た
め
の
１８
人
の
発
言

』（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
）
が
刊
行
さ
れ
た

と
き
は
己
が
目
を
疑
っ
た
。「
戦
争
へ
行
く
」
と
は
ど
ん
な
行
為
な

の
だ
ろ
う
。
昨
夏
、『
美
し
い
国
へ
』
と
い
う
本
が
で
た
と
き
は
心

中
で
「
そ
こ
へ
何
し
に
行
く
の
で
す
か
？
」
と
問
う
た
。
こ
の
本
の

著
者
の
日
本
語
力
は
疑
わ
し
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
案
の
定
、
宰
相
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と
し
て
初
の
施
政
方
針
演
説
は
片
仮
名
語
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。

今
夏
、
パ
キ
ス
タ
ン
で
神
学
生
が
モ
ス
ク
を
占
拠
す
る
事
件
が
起

こ
っ
た
。
政
府
軍
に
よ
る
制
圧
後
に
モ
ス
ク
の
屋
根
を
塗
り
替
え
た

記
事
が
出
た
。
学
生
が
赤
く
塗
っ
た
屋
根
、
本
来
の
白
に
戻
っ
た
屋

根
、
二
枚
の
写
真
を
載
せ
た
記
事
の
題
は
「
モ
ス
ク
、
再
び
白
へ
」

で
あ
っ
た
（2007.7.29
）。

「
春
へ
な
る
と
桜
が
咲
く
」「
人
妻
へ
な
っ
た
花
子
」
な
ど
の
日
本

語
が
氾
濫
す
る
日
は
近
い
。

新
聞
社
に
よ
る
新
文
法
を
喜
ぶ
人
が
い
る
。
例
え
ば
イ
ア
ン
・

ア
ー
シ
ー
さ
ん
。「
イ
ア
ン
さ
ん
の
日
本
語
カ
ル
テ
」
に
、「�
て
に

を
は
�
に
感
謝
を
」
と
題
し
て
「
助
詞
を
最
も
有
効
に
利
用
し
て
い

る
の
は
新
聞
の
見
出
し
だ
ろ
う
」
と
い
う
（
毎
夕1997.6.19

）。
そ

の
形
式
と
架
空
の
例
文
を
引
く
。

未
来
形
は
「
へ
」「
沖
縄
基
地
、
一
部
諫
早
干
拓
地
に
移
転
へ
」

仮
定
法
は
「
も
」「
行
改
で
国
会
の
廃
止
も
」

命
令
形
は
「
を
」「
庶
民
に
Ｖ
Ｉ
Ｐ
口
座
の
提
供
を
」

「
な
る
」「
な
っ
て
い
る
」「
な
っ
た
」
等
は
「
に
」
で
統
一
。

「
動
燃
の
う
そ
、
過
去
最
多
に
」（
毎
夕1997.6.19

）

こ
れ
は
ま
さ
に
、
寿
岳
章
子
さ
ん
が
『
日
本
語
と
女
』（
岩
波
新
書

1979

）
で
批
判
し
た
、
女
性
週
刊
誌
の
グ
ラ
ビ
ア
記
事
の
表
現
で
あ

る
。
近
年
の
低
俗
な
テ
レ
ビ
番
組
の
字
幕
に
も
通
ず
る
。

「
連
載
」
④
は
、「
箱
入
り
女
房
」
な
ど
の
新
語
作
者
ド
メ
ニ
コ
・

ラ
ガ
ナ
さ
ん
の
発
言
で
結
ぶ
。

見
出
し
は
、
読
者
に
訴
え
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
、
型
破
り
な

日
本
語
を
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
む
し
ろ
、
も
っ
と
ユ
ー
モ

ア
の
あ
る
見
出
し
を
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

だ
が
、
本
稿
で
言
及
し
た
も
の
に
ユ
ー
モ
ア
は
な
い
。
日
本
語
の
論

理
を
踏
み
は
ず
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
型
破
り
な
日
本
語
」
の
最
た
る
も
の
が
、
こ
の
時
評
の
第
三
回

で
触
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
の
大
見
出
し
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
丸
谷

才
一
さ
ん
の
『
日
本
語
の
た
め
に
』（
新
潮
社1974

）
を
引
い
て
私

見
を
添
え
て
お
い
た
。
右
の
肯
定
的
な
発
言
が
と
も
に
外
国
人
の
も

の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
丸
谷
さ
ん
と
同
じ
く
、
わ

た
し
は
そ
れ
に
反
対
す
る
。
母
な
る
日
本
語
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
。

「
教
育
に
新
聞
を
（N

E
W

SPA
PE

R
IN

E
D

U
C

A
T

IO
N

）」（
略

エ
ヌ
ア
イ
イ
ー

称
Ｎ
Ｉ
Ｅ
）
と
い
う
運
動
が
あ
る
。
学
校
教
育
に
新
聞
を
活
用
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
、
新
聞
協
会
が
支
援
し
、
二
年
ほ
ど
ま
え
に
は
学

会
も
発
足
し
た
。
そ
の
運
動
家
た
ち
が
読
ん
で
歓
喜
し
た
に
違
い
な
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い
、「
新
聞
を
熟
読
し
‖
考
え
る
力
養
う
」
と
題
す
る
良
い
子
の
投

書
が
あ
る
（2007.6.10

）。
ま
じ
め
な
高
校
生
に
違
い
な
い
。
だ
が
、

わ
た
し
の
見
た
と
こ
ろ
、
現
実
の
新
聞
は
子
供
ら
の
日
本
語
を
ま
と

も
に
育
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

受
験
生
集
め
の
た
め
の
大
学
公
開
の
さ
い
、
教
員
が
来
訪
者
の
質

問
に
答
え
る
「
学
科
別
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
が
設
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
、

時
に
は
親
子
一
緒
に
、
稀
に
親
だ
け
が
来
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
親

が
、
国
語
の
力
を
高
め
る
妙
案
は
な
い
か
、
新
聞
を
読
む
習
慣
を
つ

け
さ
せ
る
べ
き
か
、
な
ど
と
尋
ね
る
。
こ
の
国
に
は
、
新
聞
を
読
め

ば
日
本
語
力
が
高
ま
る
と
素
朴
に
信
じ
て
い
る
人
が
ま
だ
い
る
の
で

あ
る
。

わ
た
し
は
答
え
る
、
読
む
な
ら
古
典
あ
る
い
は
古
典
的
な
本
に
限

る
、
と
。
新
聞
の
日
本
語
破
壊
力
に
太
刀
打
ち
で
き
な
い
う
ち
は
読

む
べ
き
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
新
聞
を
読
ん
だ
ら
少
し
は
知
識
も

殖
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
一
方
で
健
全
な
母
語
感
覚
は
損
な
わ
れ
る
。

母
語
が
破
壊
さ
れ
て
得
た
知
識
が
何
に
な
る
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

民
族
精
神
の
中
核
を
な
す
の
は
言
語
、
日
本
人
の
魂
は
日
本
語
に
よ

っ
て
育
ま
れ
る
。
知
識
と
引
き
換
え
に
新
聞
に
魂
を
売
っ
て
は
な
ら

ぬ
。
い
ま
日
本
の
子
供
た
ち
は
新
聞
を
読
む
と
ば
か
に
な
る
の
だ
。

そ
し
て
、
お
と
な
も
。

毎
日
新
聞
に
絶
縁
状
を
突
き
つ
け
て
新
聞
の
定
期
購
読
を
や
め
て

か
ら
九
年
、
寿
命
の
尽
き
た
テ
レ
ビ
受
像
機
を
廃
棄
し
て
か
ら
四
年
、

我
が
耄
碌
が
こ
の
程
度
で
止
ま
っ
て
い
る
の
は
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
に

触
れ
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
だ
と
思
う
。
わ
た
し
は
新
聞
に
情
報
源

の
価
値
し
か
認
め
な
い
が
、
社
会
生
活
に
必
要
な
情
報
は
他
の
媒
体

か
ら
十
分
に
得
ら
れ
る
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
立
腹
し
な
が
ら
数
紙
の
新

聞
を
購
読
す
る
高
島
俊
男
さ
ん
も
最
小
限
の
つ
き
あ
い
に
と
ど
め
た

ら
、
精
神
衛
生
は
か
な
り
改
善
さ
れ
る
だ
ろ
う
に
。（

二
千
七
年
夏
）
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