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二
〇
二
〇
年
は
と
て
も
長
く
感
じ
る
一
年
だ
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
う
社
会
の
激
変
が
あ
り
、
中
国
語
圏
の
世

界
で
は
人
の
尊
厳
に
関
わ
る
大
き
な
動
揺
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
経
験
の
記
憶
が
強
烈
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
月
と

二
月
に
相
次
い
だ
葬
儀
が
も
う
何
年
も
前
の
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
今
こ
う
し
て
私
た
ち
か
ら
離
れ
て
い
か
れ
た
方
々
の

こ
と
を
偲
ん
で
い
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
今
度
は
こ
の
一
年
の
騒
乱
が
嘘
の
よ
う
に
閉
じ
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
出
が
一
気
に
膨

ら
ん
で
く
る
。

村
松
暎
先
生
夫
人
暁
子
様
が
一
月
四
日
に
、
渋
谷
誉
一
郎
君
が
一
月
六
日
に
、
そ
し
て
佐
藤
一
郎
先
生
が
二
月
八
日
に
ご
逝
去
さ
れ
た
。

慶
應
義
塾
中
国
文
学
会
の
み
な
さ
ん
に
深
い
ゆ
か
り
の
あ
る
こ
の
御
三
方
の
ご
冥
福
を
祈
り
つ
つ
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
私
の
思
い
出
を

綴
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊

佐
藤
一
郎
先
生
は
私
の
直
接
の
指
導
教
授
で
、
学
問
研
究
の
道
筋
を
照
ら
し
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
だ
。
日
吉
の
学
部
一
年
生
だ
っ
た

頃
の
中
国
語
の
授
業
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
佐
藤
先
生
は
私
の
ク
ラ
ス
の
女
子
学
生
を
「
＊
＊
小
姐
」
と
呼
ん
だ
の
だ
が
、
そ
う
い
う

呼
び
方
を
す
る
教
授
は
先
生
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
講
義
の
時
に
、
先
生
は
ず
い
ぶ
ん
長
い
時
間
黙
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。

あ
の
微
妙
な
沈
黙
、
時
に
は
「
え
っ
？
」
と
思
う
ほ
ど
長
く
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
同
級
生
た
ち
は
逆
に
す
ご
く
緊
張
し
て
先
生
の
話
に

関

根

　

謙

佐
藤
一
郎
先
生
、
村
松
暁
子
様
、
渋
谷
誉
一
郎
君
…
…
三
氏
を
偲
ん
で
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集
中
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。
先
生
は
ご
自
分
の
文
人
的
世
界
を
逍
遥
し
な
が
ら
授
業
を
な
さ
っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

後
年
、
院
に
進
む
と
先
生
は
ほ
と
ん
ど
一
対
一
の
授
業
で
、
梁
啓
超
と
譚
嗣
同
に
つ
い
て
時
間
を
か
け
て
と
て
も
丁
寧
に
精
読
を
進
め

ら
れ
た
。
先
生
の
該
博
な
知
識
を
理
解
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
読
み
込
ん
だ
『
清
代
学
術
概
論
』
や
『
仁
学
』
が

私
の
基
礎
を
築
く
う
え
で
ど
れ
だ
け
有
効
だ
っ
た
か
計
り
知
れ
な
い
。
ま
た
先
生
は
現
代
文
学
研
究
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
私
の
た
め
に
、

魯
迅
研
究
の
泰
斗
檜
山
久
雄
先
生
を
招
い
て
講
座
を
開
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
れ
は
い
か
に
も
慶
應
中
文
ら
し
い
細
や
か
な
気
配
り
だ
っ

た
。
檜
山
先
生
の
授
業
は
夕
刻
の
五
限
目
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
終
了
す
る
と
ほ
と
ん
ど
毎
回
、
待
っ
て
お
ら
れ
た
佐
藤
先
生
が
檜
山
先

生
と
私
を
伴
っ
て
、
三
田
や
沿
線
の
駅
の
ど
こ
か
で
飲
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
時
は
い
つ
も
佐
藤
先
生
の
奢
り
だ
っ
た
と
思
う
。

お
二
人
の
闊
達
な
や
り
と
り
を
傍
で
お
聞
き
で
き
る
の
は
実
に
わ
く
わ
く
す
る
体
験
で
、
授
業
だ
け
で
は
わ
か
り
得
な
い
本
質
的
な
も
の
、

文
学
研
究
の
覚
悟
の
よ
う
な
こ
と
を
身
近
に
感
じ
る
得
難
い
機
会
だ
っ
た
。
私
は
こ
う
い
う
場
に
同
席
で
き
る
光
栄
に
酔
っ
て
い
た
。

院
が
修
了
す
る
前
に
、
私
は
埼
玉
県
で
公
立
高
校
の
教
師
と
な
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
。
そ
う
い
う
あ
る
日
、
先
生
に
誘
わ
れ
て
田
町

駅
前
の
飲
み
屋
街
で
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
て
っ
き
り
先
生
が
私
の
就
職
に
つ
い
て
何
か
お
話
し
さ
れ
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
の

だ
が
、
先
生
は
私
が
梁
啓
超
に
つ
い
て
書
い
た
修
論
に
触
れ
な
が
ら
、
中
国
現
代
文
学
研
究
の
問
題
点
を
次
々
に
挙
げ
て
こ
れ
か
ら
の
課

題
を
熱
心
に
語
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
静
か
に
悟
す
よ
う
に
、
今
現
在
の
文
学
の
流
れ
を
追
っ
て
い
る
だ
け
の
中
国
学
者

に
な
っ
て
は
い
け
な
い
、
清
代
の
学
術
か
ら
中
国
古
典
の
学
芸
に
立
ち
返
り
、
伝
統
と
革
新
の
文
学
を
深
め
る
べ
き
だ
ろ
う
と
話
さ
れ
た
。

私
の
よ
う
な
浅
学
非
才
な
も
の
に
対
し
て
、
し
か
も
地
方
公
務
員
と
な
っ
て
今
後
研
究
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
学
生
に

対
し
て
、
こ
れ
か
ら
な
す
べ
き
研
究
の
方
向
性
を
先
生
は
熱
っ
ぽ
く
説
か
れ
た
の
だ
。
私
は
先
生
の
文
学
研
究
へ
の
情
熱
に
身
の
引
き
締

ま
る
思
い
が
し
た
。

思
え
ば
、
佐
藤
先
生
は
二
十
代
の
頃
に
情
熱
に
燃
え
て
同
人
誌
『
北
斗
』
の
創
刊
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
、
現
代
文
学
の
領
域
で
は

曹
禺
の
戯
曲
の
翻
訳
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
民
国
初
年
か
ら
次
第
に
遡
っ
て
桐
城
派
古
文
の
研
究
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
文
章
論

の
探
究
に
邁
進
し
て
こ
ら
れ
た
。
博
士
号
を
取
ら
れ
た
『
中
国
文
章
論
』
は
そ
の
精
緻
な
論
考
で
先
生
の
研
究
の
到
達
点
を
示
す
浩
瀚
な

業
績
で
あ
る
。
そ
の
後
も
『
江
南
の
士
大
夫
文
学
』
な
ど
数
篇
の
大
著
を
公
刊
さ
れ
、
中
国
文
学
研
究
に
大
き
な
貢
献
を
続
け
て
こ
ら
れ

た
。
あ
の
日
私
に
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
先
生
ご
自
身
の
文
学
研
究
の
姿
勢
だ
っ
た
。
そ
の
時
々
の
職
業
が
な
ん
で
あ
る
か
な
ど
関
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係
な
く
、
文
学
研
究
は
生
涯
を
か
け
て
修
め
る
べ
き
道
だ
。
文
を
志
す
と
は
、
そ
う
い
う
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
な
の
だ
。
人
生
の
豊
か

に
充
実
し
た
時
間
は
、
そ
の
過
程
に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
。
佐
藤
先
生
の
あ
の
孤
高
の
姿
は
、
と
も
す
れ
ば
安
逸
に
流
れ
が
ち
な
私
た
ち

を
い
つ
ま
で
も
励
ま
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

佐
藤
一
郎
先
生
、
享
年
九
十
二
歳
。

　
　
　
　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊

村
松
暎
先
生
の
奥
様
、
暁
子
さ
ん
は
私
た
ち
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
「
お
母
さ
ん
」
的
な
存
在
だ
っ
た
。
私
は
学
生
結
婚
と
い
う
離
れ
業

を
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
仲
人
を
お
願
い
し
た
暎
先
生
と
暁
子
奥
様
は
と
て
も
快
く
引
き
受
け
て
く
だ
さ
り
、
か
な
り
支
離
滅
裂
な

結
婚
式
を
和
や
か
で
意
義
深
い
も
の
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
爾
来
奥
様
は
と
て
も
気
に
か
け
て
く
だ
さ
り
、
子
供
た
ち
ま
で
随
分
と
お
世

話
に
な
っ
た
。
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
は
私
だ
け
で
は
な
く
、
暎
先
生
の
弟
子
た
ち
の
多
く
が
預
か
る
こ
と
の
で
き
た
幸
せ
で
あ
る
。
毎
年

お
正
月
に
先
生
の
お
宅
に
集
ま
っ
て
、
皆
で
ご
馳
走
に
な
り
心
ゆ
く
ま
で
お
酒
を
い
た
だ
い
た
の
が
、
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
。

常
に
私
た
ち
を
褒
め
て
、
励
ま
し
て
く
だ
さ
っ
た
奥
様
は
、
家
族
、
と
り
わ
け
妻
た
ち
に
も
多
く
の
助
言
を
惜
し
ま
ず
に
な
さ
っ
て
い
て
、

彼
女
ら
に
と
っ
て
も
大
き
な
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
慶
應
で
働
く
者
と
し
て
、
学
問
の
道
に
進
ん
だ
者
と
し
て
、
ま
た

そ
の
家
族
と
し
て
、
ど
う
身
を
処
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
奥
様
は
自
ら
そ
の
範
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
た
。

先
生
の
お
宅
の
こ
と
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
麻
雀
で
あ
る
。
当
時
よ
く
集
ま
っ
て
い
た
の
は
、
新
谷
雅
樹
、
八
木

章
好
、
渋
谷
誉
一
郎
、
そ
れ
に
私
た
ち
夫
婦
と
い
っ
た
面
々
で
、
打
ち
始
め
る
と
夜
遅
く
ま
で
続
く
の
が
恒
例
だ
っ
た
。
暎
先
生
か
ら
い

た
だ
い
た
麻
雀
の
お
誘
い
の
葉
書
を
、
私
は
今
で
も
書
斎
の
壁
に
貼
っ
て
あ
る
。
勝
負
で
は
、
先
生
の
た
っ
た
一
枚
の
牌
に
か
け
る
奇
跡

的
な
打
ち
方
に
対
し
、
奥
様
が
か
な
り
策
士
ぶ
り
を
発
揮
し
て
い
た
。
思
い
通
り
の
牌
が
手
に
入
る
と
、
先
生
も
奥
様
も
「
絶
！
」
と
高

い
声
を
上
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
度
に
、
私
た
ち
は
ビ
ク
ッ
と
な
っ
た
。
村
松
邸
の
麻
雀
卓
に
は
、
か
つ
て
は
法
学
部
の
山
田
辰
雄
先

生
や
経
済
学
部
の
永
戸
多
喜
雄
先
生
な
ど
錚
々
た
る
打
ち
手
が
集
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
奥
様
か
ら
伺
う
そ
う
い
う
方
々
の
武
勇
伝
は
実

に
興
味
深
か
っ
た
。
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思
え
ば
、
奥
様
の
切
り
盛
り
さ
れ
た
村
松
家
の
居
間
は
、
私
た
ち
後
進
の
者
に
と
っ
て
研
究
者
・
教
育
者
と
し
て
の
生
き
方
を
学
ぶ
私

塾
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

私
は
院
修
了
後
、
埼
玉
で
教
員
を
十
年
間
務
め
、
そ
の
後
立
間
祥
介
先
生
の
紹
介
で
西
安
外
国
語
学
院
の
専
家
と
な
っ
た
。
天
安
門
事

件
の
起
き
る
一
九
八
九
年
を
挟
む
二
年
間
で
あ
る
。
こ
の
西
安
で
奥
様
と
の
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
が
あ
る
。
天
安
門
事
件
の
少
し
前
の

こ
と
だ
。
奥
様
か
ら
、
何
か
の
旅
行
団
の
一
員
と
し
て
西
安
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
お
手
紙
を
い
た
だ
き
、
つ
い
て
は
私
に

西
安
を
案
内
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
折
悪
し
く
そ
の
日
、
妻
は
先
約
の
旅
行
が
あ
っ
て
、
子
供
た
ち
を
連
れ
て
青
海
省
に
行
っ

て
お
り
、
私
一
人
で
奥
様
の
お
泊
ま
り
の
西
安
人
民
大
廈
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
奥
様
を
ホ
テ
ル
に
お
迎
え
に
上
が
っ
た
時
、
何

よ
り
も
驚
い
た
の
は
、
奥
様
が
日
本
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
五
キ
ロ
の
米
の
袋
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
奥
様
は
「
関
根
く
ん

の
と
こ
ろ
は
お
子
様
が
い
る
か
ら
、
き
っ
と
日
本
の
米
が
懐
か
し
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
ね
」
と
仰
っ
た
。
当
時
の
中
国
の
米
事
情
を
ご
存

知
の
方
に
は
説
明
の
必
要
も
な
い
が
、
ご
飯
を
食
べ
る
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
が
、
中
国
で
は
な
か
な
か
大
変
だ
っ
た
。
私
は
こ
ん
な

に
重
た
い
贈
り
物
を
運
ん
で
き
て
く
れ
た
こ
と
に
心
か
ら
感
激
し
て
い
た
。
ま
さ
に
奥
様
の
人
柄
が
凝
縮
し
た
よ
う
な
お
米
だ
っ
た
の
だ
。

奥
様
は
当
時
と
て
も
活
力
に
満
ち
て
お
り
、
西
安
を
案
内
す
る
つ
も
り
の
私
よ
り
先
に
、
道
を
す
た
す
た
歩
か
れ
て
い
た
。
そ
う
し
て

道
路
横
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
の
こ
と
だ
。
あ
の
当
時
の
中
国
の
都
市
交
通
事
情
、
こ
れ
も
皆
さ
ん
よ
く
ご
承
知
の
よ
う

に
、
バ
ス
も
ト
ラ
ッ
ク
も
乗
用
車
も
、
そ
し
て
バ
イ
ク
も
自
転
車
も
、
猛
々
し
い
勢
い
で
行
き
来
し
て
お
り
、
歩
行
者
の
こ
と
な
ど
一
顧

だ
に
し
な
い
の
が
普
通
で
、
気
の
弱
い
日
本
人
な
ど
ま
さ
に
命
懸
け
の
横
断
だ
っ
た
。
私
は
い
つ
も
以
上
に
警
戒
心
を
高
め
て
、
渡
る
タ

イ
ミ
ン
グ
を
見
定
め
て
い
た
の
だ
が
、
な
ん
と
、
奥
様
が
私
の
手
を
さ
っ
と
取
り
、「
関
根
く
ん
、
今
よ
、
つ
い
て
ら
っ
し
ゃ
い
！
」
と
叫

ん
だ
の
だ
。
次
の
瞬
間
、
私
た
ち
は
見
事
に
車
の
波
を
く
ぐ
り
抜
け
、
向
こ
う
側
に
渡
っ
て
い
た
。

村
松
暎
先
生
と
お
二
人
で
過
ご
さ
れ
て
き
た
長
い
年
月
、
先
生
の
大
き
な
業
績
の
背
後
に
は
い
つ
も
奥
様
の
力
強
い
支
え
が
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
数
十
年
に
わ
た
る
中
文
の
歩
み
も
、
奥
様
に
見
守
ら
れ
、
支
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
。
何
か
に
つ
け
導
い

て
く
だ
さ
っ
て
い
た
奥
様
の
声
は
、
い
つ
も
私
た
ち
に
響
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
た
い
。

村
松
暁
子
様
、
享
年
八
十
八
歳
。
大
晦
日
が
誕
生
日
の
奥
様
は
、
お
嬢
様
御
一
家
と
と
も
に
米
寿
の
お
祝
い
を
な
さ
っ
た
ば
か
り
だ
っ

た
と
い
う
。
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渋
谷
誉
一
郎
君
は
私
よ
り
七
つ
年
下
だ
が
、
慶
應
に
入
職
し
た
の
は
五
年
も
早
い
先
輩
で
あ
る
。
学
部
在
学
中
は
す
れ
違
い
で
ま
っ
た

く
知
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
私
が
中
国
西
安
か
ら
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
一
気
に
深
い
お
付
き
合
い
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
家
族
ぐ
る

み
で
楽
し
い
思
い
出
を
重
ね
て
き
た
。
こ
う
し
て
ま
だ
還
暦
を
越
え
た
ば
か
り
だ
っ
た
彼
に
つ
い
て
、
古
稀
を
迎
え
る
私
が
追
悼
の
言
葉

を
綴
る
と
い
う
逆
転
は
本
当
に
胸
が
傷
む
。
こ
こ
で
は
、
彼
を
呼
び
慣
れ
た
「
渋
谷
」
と
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
。

渋
谷
の
専
門
は
中
国
民
間
講
唱
文
芸
、
と
り
わ
け
敦
煌
変
文
な
ど
の
研
究
だ
っ
た
が
、
そ
の
博
識
と
好
奇
心
は
広
く
中
国
文
芸
の
世
界

を
縦
横
に
渉
猟
し
て
い
た
。
彼
の
友
人
が
ど
の
領
域
に
も
か
な
り
い
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、
当
然
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
彼
と
の
忘
れ
ら

れ
な
い
思
い
出
が
私
に
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
目
は
敦
煌
旅
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
、
帰
国
後
し
ば
ら
く
し
て
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
北

陸
大
学
か
ら
慶
應
に
移
っ
て
間
も
な
い
頃
で
、
ち
ょ
う
ど
北
京
留
学
中
だ
っ
た
彼
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
の
だ
。
専
門
家
で
あ
る
渋

谷
に
と
っ
て
莫
高
窟
は
ま
さ
に
自
分
の
庭
の
よ
う
な
も
の
で
、
見
学
の
許
さ
れ
た
窟
の
一
つ
一
つ
を
詳
細
な
解
説
を
し
な
が
ら
案
内
し
て

く
れ
た
。
彼
の
解
説
が
莫
高
窟
の
ガ
イ
ド
た
ち
よ
り
も
ず
っ
と
詳
し
く
深
い
の
は
当
然
だ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
熱
の
入
り
方
が
全
く
違
っ

て
い
て
、
居
合
わ
せ
た
日
本
人
グ
ル
ー
プ
の
人
た
ち
な
ど
も
明
ら
か
に
渋
谷
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。
莫
高
窟
は
保
護
の
た
め
に
見
ら
れ
る

窟
が
限
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
扉
の
前
に
立
っ
て
い
か
に
も
残
念
そ
う
に
、
そ
の
中
に
何
が
あ
る
の
か
縷
々
語
る
、
彼
の
あ

の
口
調
が
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
旅
行
で
は
上
海
留
学
中
だ
っ
た
私
の
娘
も
途
中
か
ら
合
流
し
て
お
り
、
三
人
で
眺
め
た
砂
丘

の
澄
み
切
っ
た
濃
紺
の
夜
空
、
そ
し
て
中
天
に
浮
か
ぶ
明
る
い
月
の
美
し
さ
が
目
に
焼
き
付
い
て
い
る
。
月
牙
泉
で
駱
駝
に
乗
っ
た
時
も
、

砂
嵐
の
よ
う
に
激
し
い
風
の
中
を
歩
い
た
時
も
、
敦
煌
の
こ
と
な
ら
な
ん
で
も
任
せ
て
く
れ
と
言
っ
た
渋
谷
の
頼
も
し
い
姿
が
、
私
た
ち

の
前
に
あ
っ
た
。
彼
と
敦
煌
を
旅
で
き
た
こ
と
は
、
私
の
思
い
出
の
中
で
輝
い
て
い
る
。

二
つ
目
の
思
い
出
は
、
村
松
先
生
の
お
声
が
け
で
新
潮
社
か
ら
刊
行
し
た
現
代
小
説
の
翻
訳
シ
リ
ー
ズ
で
一
緒
に
奮
闘
し
た
こ
と
だ
。

渋
谷
の
ほ
か
、
新
谷
雅
樹
、
杉
野
元
子
の
両
君
に
僕
が
加
わ
っ
た
四
人
で
そ
れ
ぞ
れ
作
家
を
一
人
ず
つ
担
当
し
、
計
四
冊
を
出
す
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
私
た
ち
は
村
松
先
生
を
囲
ん
で
ほ
ぼ
月
一
回
の
ペ
ー
ス
で
翻
訳
の
検
討
会
を
開
き
、
毎
回
相
当
濃
厚
な
討
議
を
重
ね
て
翻

訳
文
を
推
敲
し
て
い
た
の
だ
。
新
潮
社
の
三
浦
半
島
に
あ
る
宿
舎
で
合
宿
検
討
会
ま
で
開
い
た
の
だ
か
ら
、
か
な
り
の
意
気
込
み
だ
っ
た
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こ
と
が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
渋
谷
は
、
農
民
や
庶
民
を
描
け
ば
ピ
カ
イ
チ
と
言
わ
れ
た
梁
暁
声
の
作
品
を
選
ん
で
い

た
。
刊
行
さ
れ
た
渋
谷
訳
『
秋
の
葬
送
』
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
ユ
ー
モ
ア
と
ペ
ー
ソ
ス
に
少
し
ば
か
り
色
っ
ぽ
い
表
現
も
交
え
た
彼

独
特
の
軽
妙
洒
脱
な
筆
致
に
、
今
も
な
お
相
変
わ
ら
ず
、
ど
ん
ど
ん
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
作
品
は
も
ち
ろ
ん
原
作
者
梁
暁
声
の

卓
越
し
た
筆
力
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
日
本
語
と
し
て
新
た
な
創
作
世
界
を
表
現
す
る
に
は
、
翻
訳
者
の
知
性
と
日
本
語
の
感
性

が
問
わ
れ
て
く
る
。
渋
谷
の
文
章
は
そ
う
い
う
厳
し
さ
に
十
分
応
え
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
私
は
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
翻
訳
の
底
流
に
は
、

彼
の
民
間
講
唱
文
芸
の
研
究
を
支
え
て
き
た
学
識
と
、
辺
境
や
周
縁
に
息
づ
く
民
衆
の
文
芸
に
対
す
る
深
い
共
感
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い

る
。
彼
の
学
問
研
究
の
源
泉
か
ら
迸
る
力
が
、
翻
訳
の
文
章
を
突
き
動
か
し
て
い
た
の
だ
。

三
つ
目
は
、
渋
谷
と
の
最
後
の
旅
と
な
っ
た
温
州
取
材
旅
行
で
あ
る
。
あ
れ
は
二
〇
〇
七
年
十
二
月
ク
リ
ス
マ
ス
の
頃
の
こ
と
だ
っ
た
。

中
国
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
の
研
究
で
温
州
に
住
む
老
人
た
ち
を
訪
ね
た
い
と
い
う
長
堀
祐
造
さ
ん
と
温
州
キ
リ
ス
ト
教
会
の
調
査
を
テ
ー
マ
に

し
て
い
た
私
が
、
民
間
芸
能
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
江
南
を
歩
き
尽
く
し
て
い
た
渋
谷
を
引
っ
張
り
出
し
て
、
調
査
旅
行
を
仕
組
ん
だ

の
だ
。
ト
ロ
ツ
キ
ス
ト
の
老
人
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
キ
リ
ス
ト
教
会
の
長
老
を
説
得
し
て
、
日
本
人
の
取
材
に
協
力
し
て
も
ら
う
と
い

う
、
思
え
ば
か
な
り
奇
妙
な
計
画
だ
っ
た
が
、
権
力
か
ら
睨
ま
れ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
主
義
や
信
仰
を
守
ろ
う
と
い
う
強
い
意
志
の
持
ち
主

と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
民
間
文
芸
探
求
の
達
人
が
案
内
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
か
な
り
い
い
チ
ー
ム
が
で
き
て

い
た
と
言
え
る
。
結
果
的
に
は
と
て
も
大
き
な
収
穫
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
楽
し
い
出
来
事
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

渋
谷
の
病
気
の
兆
候
は
こ
の
時
す
で
に
現
れ
て
い
た
。
出
発
時
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
店
に
忘
れ
た
り
、
待
ち
合
わ
せ
の
時
間
や
場
所
が
わ
か

ら
な
く
な
っ
た
り
…
…
こ
う
い
う
こ
と
は
彼
ら
し
い
お
お
ら
か
な
性
格
の
せ
い
だ
と
全
く
気
に
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
が
そ
の

都
度
見
せ
た
切
な
そ
う
な
表
情
に
、
も
っ
と
注
意
を
払
う
べ
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
私
は
文
学
部
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
学
部
長
と
し
て
の
最
初
の
大
き
な
人
事
案
件
が
渋
谷

の
休
職
か
ら
退
職
へ
の
歩
み
を
見
つ
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
渋
谷
は
文
学
部
の
学
習
指
導
主
任
と
し
て
自
己
推
薦
入
試
の
基
本
的

シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
、
学
生
指
導
体
制
の
合
理
化
に
実
に
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
て
き
て
い
た
。
彼
と
と
も
に
奮
闘
し
て
き
た
松
浦
良
充
さ

ん
が
現
学
部
長
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
渋
谷
の
足
跡
は
は
っ
き
り
現
執
行
部
に
続
い
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

退
職
す
る
と
き
、
私
は
渋
谷
が
さ
ぞ
無
念
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
彼
は
学
部
や
中
文
の
一
員
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
が
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で
き
な
く
な
っ
て
い
る
自
身
の
存
在
を
自
覚
し
、
一
刻
も
早
く
職
を
辞
し
た
い
と
望
ん
で
い
た
の
だ
。
実
に
渋
谷
ら
し
い
潔
さ
に
、
私
は

深
く
打
た
れ
た
。
そ
の
後
の
長
い
療
養
生
活
に
つ
い
て
は
夫
人
の
裕
子
さ
ん
が
そ
の
ブ
ロ
グ
に
温
か
い
文
章
で
書
き
綴
っ
て
こ
ら
れ
た
。

家
族
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
過
ご
す
、
穏
や
か
な
日
々
だ
っ
た
と
思
う
。
渋
谷
が
息
を
ひ
き
と
っ
た
す
ぐ
後
に
、
私
は
妻
と
病
院
に
駆
け
つ

け
た
。
あ
ら
ゆ
る
管
が
身
体
か
ら
外
さ
れ
て
平
安
に
満
ち
た
彼
の
顔
は
、
今
に
も
あ
の
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
笑
み
が
浮
か
び
そ
う
だ
っ
た
。

渋
谷
は
今
、
東
京
タ
ワ
ー
の
真
下
に
あ
る
寺
で
樹
木
葬
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
て
い
る
。
東
京
タ
ワ
ー
の
竣
工
し
た
一
九
五
八
年
は
同
い

年
の
渋
谷
夫
妻
の
生
ま
れ
た
年
、
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
は
彼
が
情
熱
を
注
い
だ
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
の
す
ぐ
近
く
で
あ
る
。

渋
谷
誉
一
郎
君
、
享
年
六
十
二
歳
。

�

二
〇
二
一
年
一
月
二
十
二
日
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