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幸

昭
和
沼
年
6
月
、
中
野
重
治
は
伊
藤
整
へ
む
け
て
「
得
能
五
郎
と
鳴
海
仙
吉
」

と
h
う
批
評
文
を
書
い
た
。
冒
頭
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

寸
一
得
能
五
郎
も
の
が
た

b
を
書
い
て
い
た
伊
藤
盛
が
鳴
海
'
仙
吉
も
の
が

た
h
y
を
書
い
て
い
る
の
を
私
は
興
味
あ
る
と
と

K
思
っ
て
い
る
。
興
味
あ

る
と
と

κ思
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
る
る
に
が

κ
が
し
さ
で
そ
う
凶
む
っ
て

い
る
。
鳴
海
仙
古
ロ
も
の
が
た
h
y
は
人
生
を
な
め
て
い
る
。
文
学
と
芸
術
家

と
を
な
め
て
い
る
。
作
者
自
身
の
な
か
に
あ
る
文
学
作
家
と
し
て
の
オ
能

を
侮
蔑
し
て
い
す
ぎ
る
。
今
日
、
日
本
民
族
と
そ
の
文
学
と

κ開
か
れ
た
、

自
由

κ考
え
、
自
由

κ自
分
を
一
一
一
=
一
口
い
塊
わ
す
力
を
作
家
た
ち
が
力
を
る
わ

せ
て
い
っ
そ
う
伸
ば
し
て
行
〈
仕
事

κた
い
す
る
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、
幼
時

を
る
の
中

κ私
は
感
じ
る
。
」

相
当
に
激
し
い
批
判
で
あ
る
。
中
野
重
治
が
こ
れ
だ
け
高
い
調
子
で
導
い
た

の
は
、
昭
和
幻
年

8
月
か
ら
始
ま
る
「
政
治
と
文
学
」
論
争
の
影
認
と
み
ら
れ

よ
う
。
ま
た
、
戦
後
の
社
会
的
政
治
的
背
景
も
考
え
ら
れ
る
。

ζ

れ
に
対
し
て
伊
藤
は
1

「
『
鳴
海
仙
音
』
の
弁
明
」

を
書
く
。
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(
岨
和
判
的
年
同
月
)

「
『
鳴
海
仙
吉
』
の
連
作

K
つ
い
て
、
中
野
章
治
氏
の
批
判
を
機
会

κ



感
想
を
述
べ
た
い
。
私
が
述
べ
た
い
ζ

と
の
要
点
は
三
つ
あ
る
。
」

「
そ
の
一
つ
は
、
何
故
芸
術
が
、
あ
る
ひ
は
真
の
探
求
が
見
栄
と
我
執
か

ら
離
れ
て
存
在
し
健
在
い
か
、
と
い
ふ
疑
ひ
で
あ
る
。
」

「
そ
の
こ
は
、
芸
術
は
社
会
的
な
観
点
か
ら
教
育
的
な
基
縫

κ立
つ
必
要

が
あ
る
と
と

κ対
す
る
疑
ひ
で
あ
る
。
芸
術
が
、
生
物
と
し
て
存
在
す
る

人
間
の
不
合
理
の
探
索
そ
の
も
の
で
る
っ
て
は
い
け
な
い
か
。
」

「
第
三

κ、
(
略
)
私
は
鳴
海
仙
吉
的
な
も
の
が
妥
当
で
な
い
と
と
を
言

ひ
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
私
は
自
分
の
中
に
巣
食
っ
て
い
る

鳴
海
仙
吉
的
な
も
の

κ、
生
き
て
ゐ
る
う
ち
に
一
度
は
呼
吸
を
与
へ
た
か

っ
た
o
」

弁
明
は
、
一
二
点

κわ
た
っ
て
凶
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
た

も
の
で
あ
る
の
伊
藤
の
主
張
は
、
「
芸
術
が
、
生
物
と
し
て
存
在
す
る
人
間
の

不
合
理
の
探
索
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
を
い
か
。
」
と
い
う
個
所

κ一
袋
約

で
き
る
で
あ
ろ
う
の

と
こ
ろ
で
、

ζ

の
弁
明
は
、
中
野
の
批
判
に
対
す
る
対
等
な
答
え
と
な
り
得

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ζ

の
弁
明
で
は
、
中
野
重
治
の
「
日
本
民
族
と
そ
の
文
学

と

κ聞
か
れ
た
、
自
由

κ考
え
、
自
由
に
自
分
を
言
い
現
わ
す
カ
を
作
家
た
ち

が
力
を
あ
わ
せ
て
い
っ
そ
う
伸
ば
し
て
行
く
仕
事
に
対
す
る
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
」

と
い
う
、
社
会
の
進
歩

κ対
す
る
作
家
の
責
任
の
問
題

κ
つ
い
て
答
え
た
こ
と

に
は
在
っ
て
い
左
い
の
と
と
で
伊
藤
は
ど
う
し
て
も
、
作
家
の
社
会
的
存
在
の

仕
方
を
け
決
定
し
て
み
せ
ね
ば
な
ら
乏
い
こ
と
陀
な
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

『
鳴
海
仙
育
』
と
「
小
説
の
方
法
』
の
発
表
年
月
を
み
て
み
よ
う
。
中
野
の

批
判
(
お
年
6
月
)
の
あ
と
、
「
不
安
」

(
7
月
)
「
送
別
会
」
(
註
1
)

(
U
月
)
の
二
章
が
品
脅
か
れ
た
き

D
で
、
小
説
『
鳴
海
仙
土
口
』
は
翌
お
年
4
月

ま
で
の
問
中
絶
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
四
ヶ
月
の
間
に
、
『
小
説
の
万
法
』
へ
拝

入
さ
れ
て
い
る
十
三
編
の
評
論
の
う
ち
、
主
妥
な
六
制
御
の
評
論
が
発
表
さ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
『
小
説
の
方
法
』
は
、
「
本
書
執
筆
中

K
著
者
は
本
書
で
提

出
し
た
生
活
と
芸
術
に
関
す
る
自
己
の
疑
問
に
ι
宥
惑
し
て
、
一
時
執
筆
を
や
め
、

そ
れ
等
へ
の
解
答
を
試
み
、
評
論
「
小
説
の
方
法
」
を
書
怠
・
出
し
た
。
」

(
『
鳴
海
仙
吉
』
あ
と
が
き
)
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。
評
論
『
小
説
の
方
法
}
は
、
伊
藤
が
中
野
の
批
判
か
ら
身
を
守

る
べ
〈
、
必
死

κ築
き
あ
げ
た
盤
法
一
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

伊
J

肢
は
、
『
小
説
の
方
法
』
に
か
い
て
、
中
野
ら
を
乗
タ
越
え
た
と
ζ

ろ

κ、

作
家
と
社
会
と
の
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
具
合

κ

か
の
ま
た
そ
れ
は
成
功
し
て
い
る
の
か
。
『
小
説
の
方
法
』
を
考
察
し
て
ゆ
く

と
と
に
し
よ
う
c

一一、
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「
小
説
の

a

一
方
法
」
に
お
け
る
問
題
の
発
端

ll-
広
津
和
郎
の
散
文
芸
術
論
に
つ
い
て

l
i
t

「
理
論
と
実
作
と
の
距
離
」
と
い
う
掌
は
、
『
小
説
の
方
法
』
に
か
い
て
、

方
二
番
目
に
位
置
し
て
い
る
論
で
あ
る
。

ζ

の
章

κ
か
け
る
広
津
和
郎
の
散
文

芸
術
論
の
取

b
扱
い
方
に
、
す
で
に
『
小
説
の
方
法
』
全
体
を
貰
ぬ
く
問
題
が

含
ま
れ
て
い
る
。

『
小
説
の
方
法
』

4
4
二
章
は
次
の
文
掌
で
始
ま
る
。

「
小
説
と
い
う
散
文
芸
術
は
、
い
つ
も
そ
の
時
代
の
『
芸
術
』
と
い
う

意
識
の
範
恩
か
ら
は
み
出
す
也
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
小
説
家
や
批
評
家
の
聞
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
た
疑
問

が
、
日
本
で
は
多
分
も
っ
と
も
早
〈
、
広
津
和
郎
の
心
中

κ、
大
正
十
年

前
後

κ起
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
氏
は
『
散
文
芸
術
の
人
生

κ



於
け
る
位
置
』
と
い
う
評
論
で
扱
っ
た
。
」

右
の
文
章
は
、
広
津
和
郎
の
『
散
文
芸
術
諸
問
題
』
を
読
ん
で
'
一
善
か
れ
た
も
・

の
と
忠
わ
れ
る
。
(
註
2
)

広

津

和

郎

の

散

文

精

神

と

、

時

代

の

問

題

κ
ふ

れ

な

が

ら

、

伊

藤

は

さ

ら

κ
次

の

よ

う

に

述

べ

て

〈

「
広
津
和
郎
の
立
一
言
の
う
ち
、
第
三
の
も
の
は
、
文
学
者
が
政
治
へ
の

関
心
を
持
つ
と
い
う
別
な
立
大
さ
へ
移
る
き
っ
か
け
を
思
わ
せ
る
も
の
で

あ
る
が
、

ζ

こ
で
は
そ
の
第
一
の
も
の
、
即
ち
小
説
と
い
う
散
文
芸
術
は

『
芸
術
』
と
い
う
性
格
か
ら
は
み
出
す
傾
向
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

を
芸
術
と
し
て
先
ず
規
定
す
る
こ
と
は
ど
う
か
、
と
い
う
の
を
問
題
に
し

た
い
。
」
(
傍
点
引
用
者
)

は
た
し
て
広
津
は
、
散
文
芸
術
を
「
芸
術
と
し
て
先
ず
規
定
す
る
こ
と
は
ど

う
か
、
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
広
津
が
『
散
文
芸
術
諸
問
題
』
で

主
張
し
て
い
る
の
は
次
の
と
と
で
あ
る
。

「
『
芸
術
」
で
な
い
と
本
気
に
思
へ
ば
、
『
散
文
tr
和
』
な
ど
と
云
ひ
は

し
な
い
。
唯
わ
れ
わ
れ
が
『
小
説
は
芸
術
で
な
い
』
と
い
ふ
の
は
、
在
来

の
一
助
調
『
芸
術
の
範
噂
で
は
小
説
が
窒
息
す
る
の
で
、
そ
の
範
噂

κよ
っ

て
縛
ら
れ
た
〈
な
い
と
い
ふ
意
味
な
の
で
ら
る
。
」
(
傍
点
広
津
〉

広
津
は
、
散
文
は
芸
術
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の

よ
う
に
い
う
。

「
そ
し
て
ζ

の
第
二
の
性
質
、
始
終
新
し
い
現
実
か
ら
振
を
は
左
さ
ず

κそ
れ
を
取
入
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
の
芸
術
の
第
二

の
性
質
の
強
化
が
、
特
に
近
代
の
散
文
芸
術
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
」

広
時
停
の
ね
ら
い
は
、
現
実
と
散
文
芸
術
の
近
接
を
図
る
と
こ
ろ

κあ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
伊
践
は
、

ζ

の
後
、
モ

l
パ
ツ
サ
ン
と
か
、
フ
イ
!
と
ア
イ
ン
グ
と

ゆ

か
フ
イ
リ
ッ
プ
・
グ
ダ
ラ
と
か
グ
7
・
シ
ニ
ア
・
・
ク
ル
フ
と
か
の
西
欧
作
家
の
ぷ
を
，
r
引

用
し
た
あ
と
、
結
論
的

K
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
小
説
は
あ
ま

D
現
実
の
諸
条
件
と
か
か
わ
-D
が
深
い
た
め
に
い
一
五
併
の

範
囲
に
留
る
ζ

と
が
難
か
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
広
津
氏
の
一
疑

問
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
は
実
に
多
く
の
文
学
者
や
批
評
家
に
一
割
以
し

た
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。
」

ζ
ζ

で
伊
躍
は
、
広
津
の
意
図
と
は
反
対
の
方
向
で
、
「
芸
術
」
を
定
一
一
託
つ

け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う

K
み
う
け
ら
れ
る
。
小
説
は
現
実
に
密
接
し
て
い
る

3

の
で
他
の
芸
術
と
は
異
質
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
は
両
者
共

κ共
，
息
し
て
い
る
。

こ
と
か
ら
広
津
は
、
芸
術
の
範
凶
を
広
げ
て
ゆ
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
の

し
か
し
、
伊
藤
の
狙
い
は
ど
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ぞ
れ
は
、
素
朴
な

形
で
の
小
説
即
芸
併
と
い
う
通
念
を
い
っ
た
ん
打
破
し
、
そ
の
上
で
も
う
一
度

小
説
を
芸
術
と
結
び
つ
け
る
と
と
る

κら
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
彼
の
「
芸

術
」
と
は
、
広
津
の
い
う
「
旧
美
学
」

κ相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
音
楽
や
美
術
左
ど
と
共
通
す
る
普
通
の
も
の
、
そ
れ
が
伊
球
が
基
本
的

に
考
え
る
「
芸
術
」
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
結
局
は
、
小
説
を
狭
義

の
芸
術
と
結
び
つ
け
て
救
済
す
る
論
理
操
作
の
第
一
階
程
と
し
て
、
現
実
と
小

説
と
の
近
接
と
い
う
特
殊
条
件
を
追
求
す
る
ζ

と
を
は
じ
め
た
い
と
い
う
風

κ

考
え
ら
れ
る
。

と
の
後
、
方
二
章
の
後
半
で
、
伊
藤
は
次
の
よ
う

κ一吉一回ぅ。

「
小
説
戸
中
で
行
わ
れ
た
小
説
の
批
評

E
チ
ポ
オ
デ
が
さ
つ
で
山
る
こ

と
は
、
私

K
は
大
変
面
白
く
思
わ
れ
る
。
私

κは
そ
れ
は
、
前
代
の
小
説

の
主
格
と
な
っ
た
人
物
、
つ
ま

b
前
代
の
倫
理
の
体
現
者
が
存
在
の
意
味

を
失
う
と
い
う
形
で
新
し
い
時
代
の
秩
序
が
示
さ
れ
る
と
と
の
よ
、
つ
に
忠

わ
れ
る
。
古
い
小
説
の
世
界
が
現
実
の
反
映
を
な
し
偽
な
く
な
る
と
、
ー
小

-36-



説
家
に
と
っ
て
は
新
し
h
小
説
を
書
〈
必
要
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
実
人

生
と
、
最
も
探
く
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
芸
術
と
し
て
の
小
説
の
特
性
で
あ

っ
て
、
古
い
秩
序
の
エ
ゴ
の
体
現
者
は
新
し
い
時
代
の
変
革
前
進
に
と
っ

て
は
、
.
魔
に
な
る
ば
か
タ
な
の
で
あ
る
。
」

右
の
文
章

κ
b
い
て
は
、
小
説
と
は
「
前
代
の
〈
そ
の
時
代
'
[
引
用
者
)
倫

理
の
体
現
者
」
、
「
古
い
(
そ
の
時
代
φ
l
l
引
用
者
証
昨
日
序
の
エ
ゴ
の
体
現
者
」

と
い
う
現
実
の
「
反
映
」
だ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
れ
が
伊
藤
の
考
え
る
、
小
説
と
現
実
と
の
か
か
わ

b
ぐ
あ
h

乏
の
で
あ
る
。

(
註
3
)

伊
藤
は
ζ

の
後
、
『
小
説
の
方
法
』
を
次
の
二
段
階
過
程
で
も
っ
て
考
え
て
い

っ
た
と
推
祭
さ
れ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
小
説
と
現
実
と
の
か
か
わ
タ
ぐ
あ
い
を

精
細
に
観
察
し
、
そ
の
か
か
わ

-P
ぐ
あ
い
が
よ
く
な
い
も
の
を
除
き
、
よ
い
も

の
は
残
し
て
か
く
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
う
い
う
小
説
の
全
体
を
、
音
楽
や

美
術
と
共
通
す
る
芸
術
の
次
元

κ救
い
あ
げ
る
こ
と
。

そ
し
て
、

ζ

の
前
者
の
方
は
、
近
代
の
日
本
文
学
の
検
討
〈
主
と
し
て
私
小

説
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
検
討
)
、
後
者
の
方
は
、
か
れ
特
有
の
「
芸
」
の

理
論
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ζ

れ
が
評
論
『
小
説
の
方
法
』

の
骨
格
で
あ
る
。
で
は

λ

ま
ず
伊
躍
の
「
近
代
日
本
文
学
の
検
討
」
か
ら
み
て
ゆ

ζ

うの二

、

小

説

と

現

実

小
説
と
現
実
と
の
か
か
わ
タ
具
合
を
み
て
、
ど
う
い
う
形
が
妥
当
で
あ
っ
て
、

ど
う
い
う
形
が
妥
当
で
設
い
か
、
と
い
う
判
断
を
下
す
に
は
、
一
つ
の
基
準
が

必
要
で
あ
る
。

「
異
教
徒
で
あ
る
こ
十
世
紀
の
日
本
の
作
家
も
仮
装
注
し

κ
エ
ゴ
一
を
暴

き
描
い
た
が
、
そ
れ
は
相
対
的
な
即
ち
社
会
的
実
在
と
し
て
の
エ
ゴ
で
は

な
く
、
現
世
を
棄
て
、
破
倫
、
死
へ
の
直
面
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

芸
術
は
エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
、
照
応
の
美
で
あ
る
。
文
学
は
、
言
葉
自

体
が
生
活
の
功
利
的
用
具
で
る
る
か
ら
、
論
理
を
根
本
秩
序
と
し
て
い
る
。

文
学
に
か
け
る
芸
術
は
こ
の
論
理
の
秩
序
の
中

κ人
間
の
感
性
の
純
粋
な

結
晶
を
味
わ
う
こ
と
だ
。
(
中
略
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家

κと
っ
て
の
造

型
と
は
、
少
〈
と
も
近
代
以
後
に
か
い
て
は
、
な
か
ば
は
ζ

の
実
証
的
論
理

性
の
現
わ
れ
で
あ

b
、
な
か
ば
は
作
者
の
エ
ゴ
を
他
者
の
仮
面
の
中

κ封

じ
込
め
る
操
作
で
あ
る
の
」
(
第
四
章
)

ζζκ
判
断
の
基
準
は
端
的

κ表
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
日
本
的
な
も
の
と

西
欧
的
な
造
型
と
を
分
か
つ
基
準
は
、
「
芸
術
は
エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
、
照
応

の
美
で
あ
る
の
」
と
い
う
定
義
で
る
る
。

第
二
章
の
、
小
説
と
は
、
「
古
h

(
そ
の
時
代
の
|
l
a
引
用
者
)
秩
序
の
エ

ゴ
の
体
現
者
」
と
い
う
現
実
の
「
反
扶
」
で
あ
る
、
と
い
う
小
説
と
民
笑
の
凶

係
か
ら
合
わ
せ
考
え
る
と
、
「
芸
術
(
小
説
と
す
る
方
が
よ
い

1
1
引
用
者
)
」

と
は
、
そ
の
時
代
に
が
い
て
、
「
エ
ゴ
と
援
境
の
調
和
・
照
応
」
を
な
し
た
主

格
の
「
反
扶
」
だ
と
い
う
ζ

と
に
な
る
。

ζ

こ
で
小
説
を
芸
術
に
す
る
た
め
の
判
断
の
手
が
か

D
が
得
ら
れ
た
。
伊
藤

は
と
の
判
断
の
上
に
立
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
日
本

の
近
代
文
学
を
検
討
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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ば
な
ら
な
い
と
と
は
、
エ
ゴ
と
近
代
小
説
と
の
関
係
で
あ
る
。

一
意
で
、
伊
藤
は
、
日
本
の
私
小
説
と
西
欧
小
説
と
を
「
小
説
の
自
伝
的
傾

向
」
あ
る
い
は
「
作
家
の
私
の
問
題
」
と
い
う
と
と
ば
で
〈
〈
っ
て
質
的
に
は

同
じ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。

「
小
説

κ
と
っ
て
、
作
者
の
私
が
ど
う
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
私
小

説
が
日
本
だ
け
の
問
題
だ
と
日
本
の
文
壇
人
が
思
っ
て
い
る
の
と
ち
が
っ

て
、
ほ
と
ん
ど
現
代
の
世
界
の
文
学
い
な
、
文
学
そ
の
も
の
の
根
本
の
問

題
で
あ
る
o

」

(

第

一

章

)

「
し
か
し
と
の
日
本
文
壇
の
ギ
ル
ド
的
特
色
か
ら
来
る
思
想
性
や

対
批
評
性
の
み
で
も
っ
て
、
小
説
の
自
伝
的
傾
向
と
い
う
世
界
性

の
あ
る
文
学
の
問
題
は
解
決
す
る
と
と
が
で
き
な
い
。
」
(
第
一
章
)

説
と次
のに
関、

係第
κ 三
雲章
及に
すな

る v.
。て

小
説
の
自
伝
的
傾
向
と
エ
ゴ
と
近
代
小

「
小
説
と
い
う
(
中
略
)
散
文
芸
術
で
は
、
自
伝
要
素
は
、
色
々
な
も

の
か
ら
来
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
o

」
(
第
三
章
)

右
の
よ
う

κ述
べ
て
、
ま
ず
エ
ゴ
を
と
h
y
あ
げ
る
。

「
ダ
ン
テ
は
宗
教
の
道
義
を
倦
h
y
て
身
に
ま
と
う
と
と
に
よ
っ
て
、
ェ

ゴ
の
議
会
発
露
を
行
h
、
中
世
人
の
抑
毘
さ
九
た
ヱ
ゴ
磁
立
の
夢
を
実
現

し
た
。
そ
の
発
想
法
が
全
〈
中
世
神
学
的
で
あ
る

κか
か
わ
ら
ず
、
と
の

エ
ゴ
確
立
が
彼
を
近
代

κ突
出
さ
せ
た
。
彼
と
ポ
ツ
カ
チ
オ
と
の
結
び
つ

き
が
、
エ
ゴ
と
現
世
の
結
び
つ
き
、
エ
ゴ
と
外
的
実
在
の
戦
い
と
し
て
、

近
代
小
説
を
形
成
す
る
。
」
(
第
三
章
)

エ
ゴ
充
足
の
欲
求
に
よ
タ
近
代
小
説
が
出
発
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
さ
ら

κ、

ζ

の
エ
ゴ
充
足
の
欲
求
と
、
機
悔
と
告
白
の
道
と
が
一
体
と
な
タ
近
代
の
小
説

が
成
立
し
た
と
す
る
。

「
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
固
に
あ
っ
て
は
、
古
い
宗
教
上
の
織
'
悼
と
告
白

の
道
が
、
と
の
新
し
い
エ
ゴ
充
足
の
芸
術
に
も
ぷ
び
込
ん
で
、
否
む
し
ろ

そ
と
で
、
よ
h
y
十
分
K
生
き
て
、
全
人
間
的
な
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
普
で

あ
り
た
い
と
し
て
訴
え
る
衝
動
が
満
足
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
」
(
第
三
章
)

そ
し
て
、

ζ

の
論
は
次
の
よ
う
な
所
へ
と
展
開
し
て
ゆ
〈
。

「
ヰ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
聞
に
論
理
的
を
整
理
の
行
わ
れ
る
見
込
み
の

る
る
所
で
は
、
造
型
を
完
全
に
す
る
ζ

と
、
即
ち
人
間
性
を
た
が
い
に
認

め
合
う
と
と
を
進
め
な
が
ら
、
両
者
の
悶
で
の
可
能
な
秩
序
を
作
者
の
エ

ゴ
が
設
定
し
て
見
せ
よ
う
と
し
た
」
市
第
一
一
一
家
)

エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
間

κ論
理
的
関
係
の
あ
る
と
ζ

ろ
で
は
造
型
が
生
ま

れ
、
そ
し
て
告
白
と
機
悔
の
要
素
か
ら
は
、
「
差
と
不
都
合
と
か
ら
作
者
を
守

る
た
め

K
仮
想
を
、
虚
構
を
必
安
と
す
る
」
(
第
三
章
)

ζ

と

κ
な
る
。

さ
て
、
以
上

κ
沿
い
て
、
①
近
代
小
説
と
は
エ
ゴ
充
足
の
文
学
で
る
る
。
骨

造
裂
は
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
関
係
が
論
理
的
な
と
と
る

κ生
ま
れ
る
。
と
い

う
こ
点
が
特

K
指
摘
さ
れ
た
。
後
者
の
方
は
、
「
芸
術
は
エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
、

照
応
の
美
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
伊
藤

の
私
小
説
論
の
銀
自
は
、

ζ

の
「
芸
術
は
エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
・
照
応
の
美
で

あ
る
」
と
b
う
定
義

κて
ら
し
な
が
ら
、
エ
ゴ
と
環
境
の
関
係
を
、
作
家
と
日

本
の
社
会
と
の
関
係

κh布
い
て
洞
察
ナ
る
と
ζ

ろ
に
あ
っ
た
わ
け
だ
。
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伊
藤
は
私
小
説
の
形
式
上
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
そ
の
安
点
は
、
そ
れ
が
一
人
称
で
品
脅
か
れ
で
も
三
人
称
で
書
か
れ
て

も
、
実
質
的

κは
一
人
称
で
あ
る
と
い
う
点
。
そ
し
て
主
人
公
の
立
場
や

環
境
を
説
明
せ
ず

κ、
読
者
が
作
者
な
る
主
人
公
の
経
歴
を
知
っ
て
い
る

と
い
う
約
束
の
も
と
に
設
聞
き
出
さ
れ
る
o

」
(
第
四
章
)

内
容
上
の
特
色
を
次
の
よ
う

κい
う
。

「
そ
の
頃
か
ら
自
伝
的
な
、
告
白
的
な
小
説
、
つ
ま

b
作
者
が
自
己
と

い
う
人
格
の
責
任
の
場
所
に
沿
い
て
人
間
の
内
な
る
声
に
耳
を
傾
け
、
そ

れ
に
表
自
の
道
を
与
え
る
日
本
の
近
代
文
学
の
方
向
は
動
か
せ
な
い
も
の

と
な
っ
た
の
」
(
第
四
章
)

と
の
内
容
上
の
特
色
は
、
才
三
奪
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学

κも
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
あ
ら
わ
に
出
や
す
い
内
な

る
自
我
の
表
白
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
虚
構
を
必
要
と
し
た
。
」

(
第
四
章
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
に
か
い
て
は
な
ぜ
仮
装
な
し
に
行
な
わ

れ
た
の
か
。

と
の
疑
問
は
、
形
式
上
の
特
色
の
疑
問
と
と
も
に
追
求
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
私

小
説
に
た
け
る
造
型
・
虚
構
の
放
棄
は
、
ど
と
か
ら
き
た
の
か
。
伊
誌
は
そ
の

原
因
を
日
本
の
社
会
と
、
そ
の
社
会
が
生
ん
だ
文
壇
に
求
め
る
。
左
ぜ
日
本
k

h
t

い
て
文
壇
と
呼
ば
れ
る
特
別
左
社
会
が
生
ま
れ
た
の
か
。

骨

日
本
の
作
家
に
な
い
て
、
エ
ゴ
充
足
の
欲
求
と
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
関
係

ハつま

D
対
社
会
関
係
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
私
小
説
論

の
核
心
で
あ
る
。

ζ

と
で
日
本
の
近
代
社
会
と
作
家
と
の
関
係
が
追
求
さ
れ
る
。

「
彼
等
の
エ
ゴ
を
救
う
道
は
、
日
本
の
社
会
道
徳
か
ら
の
現
実
の
逃
走

以
外

κ
な
い
こ
と
を
直
観
し
た
。
」
(
第
四
章
)

「
分
析
以
前
的
念
日
本
の
近
代
文
学
は
、
文
壇
生
活
を
す
る
と
い
う
こ
と

で
現
世
的
ヱ
ゴ
を
日
成
業
し
た
と
ζ

ろ
の
、
自
己
放
棄
者

κよ
っ
て
叶
脅
か
れ

た
た
め
:
:
:
:
・
」
(
第
四
，
掌
)

日
本
の
作
家
は
現
世
一
的
エ
ゴ
を
棄
て
る
と
と
K
よ
っ
て
エ
ゴ
を
放
っ
た
。
つ

ま
D
エ
ゴ
と
環
境
と
は
不
調
和
・
不
照
応
で
る
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
人
以
は
、
彼

等
を
自
己
放
棄
者
と
呼
び
、
彼
ら
の
社
会
へ
の
態
度
を
現
世
的
エ
ゴ
の
放
裂
と

呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
現
世
的
エ
ゴ
の
放
楽
者
が
席
を
置
い
た
の
が
文
壇
で
あ

?
た
、
と
す
る
。

自
己
放
棄
者
た
ち
が
文
壇
を
つ
く
っ
た
の
は
、
「
妥
す
る
に
個
我
仲
田
肢
の
思

想
が
社
会
全
体
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
特
殊
な
片
隅
の
ギ
ル

ド
の
も
の
と
な

b
、
ギ
ル
ド
内
の
噂
や
知
識
に
依
存
す
る
よ
う
に
な

b
、
そ
う

い
う
形
式
で
、
初
め
て
、
時
代
の
一
般
意
識
と
か
け
維
れ
て
、
近
代
人
の
意
識

を
彼
等
は
実
践
し
体
得
し
た
」
(
第
六
章
)
か
ら
で
あ
る
の
つ
ま

b
文
壇
は
彼

ら
の
個
我
仲
居
肢
の
場
で
あ
h
y
、
支
え
、
そ
れ
は
社
会
か
ら
の
逃
亡
に
よ
っ
て
成

立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
造
形
は
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
間
に
論

理
的
関
係
の
あ
る
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ

と
の
論
理
的
関
係
を
放
棄
し
た
と
こ
ろ
の
、
社
会
か
ら
の
逃
亡
者
で
あ
る
自
己

放
棄
者
の
ヲ
く
る
文
学
か
ら
は
造
型
は
生
ま
れ
得
な
い
、
と
い
う
の
が
伊
藤

理
論
の
ゆ
き
つ
く
と
ζ

ろ
で
あ
る
。
伊
践
は
次
の
よ
う

κ
い
う
。

「
彼
'
等
は
社
会
の
底
部
で
飢
と
肉
の
醜

κ直
面
し
な
が
ら
も
、
低
音
の

澄
ん
だ
メ
ロ
デ
ィ
を
保
持
で
き
た
。
現
世
の
秩
序
へ
の
顧
慮
は
ほ
と
ん
ど

無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
に
目
を
閉
じ
る
エ
ゴ
で
あ
っ
た
。
そ

れ
故
現
世
を
意
識
し
そ
れ
を
造
型
す
る
ζ

と
は
、
功
利
を
考
え
る
と
と
で

あ
っ
て
、
彼
等
の
意
識
に
会
い
て
は
堕
落
な
の
だ
っ
た
の
そ
と
か
ら
彼
等

の
造
型
へ
の
無
関
心
が
生
ま
れ
た
の
で
る
る
」
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ま
だ
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

「
類
型
は
イ
デ
エ
を
中
核
と
し
て
他
の
存
在
に
同
一
性
を
見
出
す
と
と

で
あ

b
、
造
型
の
出
発
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
小
説
家
の
現
世
放
棄

κよ
る

非
現
世
的
自
己
確
立
は
、
エ
ゴ
を
他
者
K
仮
託
し
て
造
型
す
る
ζ

と
を
許

さ
な
い
衝
動
を
線
本
陀
持
っ
て
い
る
」
(
第
七
章
〉

ま

た

、

盛

構

が

放

棄

V
れ

た

の

は

、

「

彼

等

に

は

守

る

べ

き

自
己
尊
厳
の
確
立
が
な
〈
、
隠
す
べ
き
背
悪
の
恐
怖
が
な
か
っ
た
。
」

(
第
七
章
)
か
ら
だ
と
い
う
。

以
上
を
ふ

b
返
っ
て
み
る
と
、
伊
藤
の
私
小
説
論
の
骨
格
は
次
の
よ
う
で
あ

るの
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
次
の
三
点
を
必
〈
。

近
代
小
説
と
は
エ
ゴ
充
足
の
文
学
で
る
る
。

造
型
は
、
ェ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
間
K
論
理
的
な
関
係
が
る
る
と
ζ

ろ

に
生
ま
れ
る
。

⑦ ①  ① 

内
な
る
自
我
の
告
白
は
、
私
小
説

κも
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
も
共
通
す

る。

そ
し
て
次
の
よ
う

κ問
題
を
提
出
す
る
。

左
ぜ
私
小
説
に
た
い
て
は
、
造
型
、
虚
構
が
放
棄
さ
れ
た
の
か
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
問
題
を
解
決
し
て
ゆ
〈
。

日
本
に
た
い
て
は
、
作
家
の
エ
ゴ
を
教
う
道
は
臼
本
の
社
会
道
徳
か
ら

の
現
実
の
逃
走
以
外

κな
い
。

だ
か
ら
日
本
の
作
家
は
、
現
世
的
エ
プ
を
放
棄
し
た
と
ζ

ろ
の
自
己
放

棄
者
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
論
理
的
な
関
係
は
つ
〈

b
あ
げ
ら
れ

① ① ③ 

な
か
っ
た
の

① 

ゆ
え

K
、
白
本
に
必
い
て
は
、
造
型
の
放
棄
、
無
関
心
が
生
ま
れ
た
。

(2) 

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学

κ
つ
い
て

私
小
説
に
か
け
る
非
造
型
の
原
因
は
、
作
家
が
現
世
的
エ
ゴ
を
放
楽
し
た
か

ら
だ
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
現
世
的
エ
ゴ
の
文
学
と
考
え
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス

主
義
文
学
に
が
い
て
は
ど
う
で
あ
る
か
。

第
七
章
後
半
と
、
第
九
章
の
前
半
k
h
s
h
て
、
伊
躍
は
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス

主
義
文
学
と
の
比
較
を
試
み
る
。
そ
の
結
果
、
両
者

κ共
通
す
る
も
の
を
〈
〈

b
出
し
て
、
結
局
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
私
小
説
と
も
ど
も
、
「
そ
と
か
ら

現
代
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
。
」
(
第
七
章
)
と
し
て
、
詐
似
し
な
い
の

で
あ
る
の
か
れ
の
言
う
、
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
の
共
通
点
を
み
て
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み
よ
う
。「

主
格
在
る
自
己
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
自
己
を
見
つ
め
描
く
も
の
と
、

対
象
と
し
て
の
自
己
を
理
想
的
人
間
と
し
て
形
成
す
る
自
己
と
の
両
方
に

別
れ
、

ζ

の
芸
術
方
法
の
末
期
で
あ
る
昭
和
の
戦
争
前
期
頃
に
は
、
二
つ

の
型
の
作
家
が
で
た
。
嘉
村
犠
多
を
そ
の
前
者
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
、

小
林
多
喜
こ
を
後
者
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
考
え
る
と
と
が
で
き
る
。

昭
和
初
年
の
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
、
あ
の
よ
う

κ激
し
〈
政

治
実
践
へ
傾
い
て
行
っ
た
衝
動
の
糠
拠

K
は
、
始
原
的

κは
、
日
本
的
自

己
放
棄
の
情
熱
が
あ

b
、
文
芸
的
な
流
れ
と
し
て
は
、
描
く
べ
き
対
象
で

あ
る
自
己
自
体
を
理
想
的
人
間
像
た
ら
し
め
た
い
と
ζ

ろ
の
、
い
わ
ゆ
る

私
小
説
的
創
作
心
理
か
ら
生
じ
た
一
変
型
が
ら
っ
た
。
」

と
と
か
ら
は
、
二
つ
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

①
「
日
本
的
自
己
放
棄
の
情
熱
」
と
、
①
「
描
〈
べ
き
対
象
で
あ
る
自
己
自
体



を
理
想
的
人
間
像
た
ら
し
め
た
い
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
的
創
作
心
理

か
ら
生
じ
た
一
変
型
」
と
の
こ
つ
で
る
る
。
さ
ら

κ第
九
章
に
沿
い
て
は
、
③

「
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
大
正
の
末
年
頃
か
ら
そ
と
へ
入
っ
て
来
る
と
、

ζ

の
文
壇
内
で
の
純
粋
な
思
考

κよ
る
生
活
実
践
の
精
神
は
、
ぞ
れ
等
左
翼
の
作

家
た
ち
に
受
け
つ
が
れ
た
の
だ
と
私
は
思
う
。
」
「
た
が
い

κ敵
視
し
合
っ
た

と
の
二
つ
の
流
派
は
、
そ
の
身
を
も
っ
て
行
う
精
神
に
か
い
て
共
通
で
ら
っ
た

と
私
は
考
え
る
。
」
と
、
両
者
を
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
「
実
践
」
を
指
摘

す
る
。
さ
ら

κ
「
そ
う
い
う
風
に
文
学
の
主
流
が
実
践
的
な
も
の

κ縛
h
y

つ
け

ら
れ
て
来
た
と
い
う
と
と
に
、
私
は
『
散
文
精
神
」
と
い
う
特
殊
な
限
定
で
な

け
れ
ば
と
ら
え
る
ζ

と
の
で
き
な
か
っ
た
小
説
の
日
本
的
な
方
法
が
あ
っ
た
と

思
う
。
」
と
し
て
、
散
文
精
神
に
つ
い
て
言
及
し
て
ゆ
く
。

ま
ず
、
①
日
本
的
自
己
放
棄
に
つ
い
て
詳
し
〈
見
て
ゆ
こ
う
。

は
た
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
日
本
的
自
己
放
楽
と
呼
ぶ
ζ

と
が
で
き

る
の
か
。

ζ

と
で
使
わ
れ
た
「
自
己
放
棄
」
と
い
う
言
葉
は
、
第
四
章
で
み
た
、

「
日
本
の
近
代
文
学
は
、
文
壇
生
活
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
現
世
的
エ
ゴ
を
放

楽
し
た
と
ζ

ろ
の
、
自
己
放
棄
者

κ
よ
ワ
て
骨
脅
か
れ
た
た
め
、
」
と
い
う
自
己

放
棄
と
は
ち
が
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
第
四
章
で
は
、
現
世
意

識
の
放
棄
、
つ
ま
・
9
現
世
に
働
き
か
け
る
エ
ゴ
を
放
棄
し
た
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
た
「
自
己
放
棄
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ζ

こ
の
「
自
己
放
楽
」
は
、
身

を
捨
て
る
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
で
る
っ
て
次
元
が
ち
が
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義

文
学
が
笑
践

κ傾
い
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
-D
も
左
か
さ
ず
、
現
世

κ

働
き
か
け
る
エ
ゴ
が
確
立
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え

れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
伊
政
理
論
の
展
開
か
ら
み
る
と
、
当
然
肯
定
的

κ扱
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
文
学
が
生
ま
れ
た
ζ

と
K
な
る
。
だ
が
、
伊
良
に
よ
れ
ば
、

ル
ク
ス
主
義
文
学
は
、
私
小
説
と
「
同
じ
現
実
の
平
面
」

な
い
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

(
第
七
章
)
で
し
か

てr

同
じ
こ
と
が
②
の
恕
想
的
人
間
像
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文

学
に
か
い
て
、
理
想
的
人
間
像
と
は
、
「
戦
い
訂
正
し
、
革
命
す
る
」
(
第
九

章
)
人
間
像

κ他
な
ら
ぬ
。
社
会
に
働
き
か
け
る
人
間
像
で
あ
る
o

と
れ
は
私

小
説

κが
け
る
現
世
放
棄
と
は
反
対
の
人
間
像
で
あ
ふ
。
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
主

義
文
学
は
、
当
然
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
文
学
と
い
う
ζ

と

κな
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
だ
が
私
小
説
と
と
も

κ、
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
。

「
そ
と
か
ら
前
へ
進
も
う
と
す
れ
ば
、
死
し
か
な
く
、
後
へ
も
ど
っ
て

生
き
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
同
じ
現
実
の
平
面
で
、
自
我
の
敵
で
あ
る
現

世

κ立
ち
向
か
い
、
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
こ
と
即
ち
革
命
し
か
な

い
。
上
方
へ
神
へ
向
か
う
習
慣
を
持
た
ず
、
ま
た
仮
装
す
る
芸
を
拒
ん
だ

日
本
の
近
代
思
想
は
、
生
活
の
面
に
h
s

け
る
実
証
精
神
の
み
で
あ
る
か
ら
、

前
方
に
は
死
、
後
方

κは
革
命
を
し
か
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
涙
必

で
あ
る
o

」
(
第
七
牽
)

右
の
文
章
で
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
も
、
私
小
，
説
も
、
積
極
的

K
評
価
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
「
現
世
的
エ
ゴ
を
放
棄
し
た
」
之
い
わ
れ
た
私

小
説
も
、
現
世
的
エ
ゴ
の
文
学
と
考
え
ら
れ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
も
、

ζ

こ

で
は
と
も

κ問
一
次
元
の
も
の
、
と
し
て
し
か
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
す
る
と
う
い
う
評
価
の
仕
方

κ、
私
達
は
、
こ
の

評
論
の
裏
に
あ
る
、
伊
藤
の
真
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
伊

藤
が
中
野
の
批
判
K
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
を
そ
の
ま
ま

の
形
で
容
認
す
る
と
と
は
、
と
う
て
い
出
来
な
い
こ
と
で
ら
っ
た
。
マ
ル
ク
ス

主
義
文
学
否
認
の
上
に
立
っ
て
、
伊
藤
の
立
場
を
文
学
論
的
に
打
ち
た
て
る
こ
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と
、

ζ

れ
が
こ
の
評
論
の
狙
い
で
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。

さ
て
、
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
の
共
通
点
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た

「
実
践
」
と
「
散
文
精
神
」

κ
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
第
九
章
の
始
め
は
、
私

小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
の
「
実
践
」

κか
け
る
共
通
性
の
指
摘
で
あ
る
。

「
た
が
い
に
敵
視
し
合
っ
た
と
の
こ
つ
の
流
派
は
、
そ
の
身
を
も
っ
て
行
な

う
精
神
K
か
い
て
共
通
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
o

」
「
そ
う
い
う
風

κ文
学

の
主
流
が
実
践
的
な
も
の

κ縛
hJ
つ
け
ら
れ
て
来
た
と
い
う
と
と
に
、
私
は

『
散
文
精
神
』
と
い
う
特
殊
な
限
定
で
な
け
れ
ば
と
ら
え
る
と
と
の
で
き
な
か

っ
た
小
説
の
日
本
的
な
方
法
が
あ
っ
た
と
思
う
の
」
と
し
て
、
散
文
精
神
の
検

討
に
人
る
。
そ
し
て
、

ζ

と
で
も
広
津
の
『
散
文
精
神

κ
つ
い
て
』
を
引
用
し

て
論
を
進
め
る
。

「
ど
ん
な
事
が
あ
っ
て
も
め
げ
ず

κ、
忍
耐
強
〈
、
執
念
深
〈
、
み
だ

り
に
悲
観
も
せ
ず
、
楽
観
も
せ
ず
、
生
き
過
し
て
行
〈
精
神
」
(
『
散
文

精
神
に
つ
い
て
』
)

広
津
の
と
の
一
言
葉
か
ら
、
伊
日
肢
は
、
「
絶
対
観
察
者
の
精
神
そ
れ
が
散
文
精

神
で
あ
る
。
そ
の
精
神
の
延
長
と
し
て
政
治
文
学

K
入
っ
た
と
き
、
理
論
上
は

ζ

の
自
己
放
棄
的
態
度
は
終
っ
た
の
そ
の
傾
向
は
非
政
治
的
な
作
家
た
ち
と
、

政
治
文
学
か
ら
の
脱
落
者
の
中
に
残
っ
た
。
だ
か
ら
散
文
精
神
在
る
も
の
は
、

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
始
ま
る
前

K
考
え
ら
れ
、
そ
れ
の
終
わ
っ
た
後
に
ま
た
考
え

ら
れ
た
の
」
と
散
文
精
神
を
説
明
す
る
。

ま
ず
第
一
に
疑
問
な
の
は
、
広
津
の
『
散
文
精
神
に
つ
い
て
』
を
読
ん
で
、

ど
の
よ
う

κ考
え
れ
ば
「
絶
対
観
察
者
の
精
神
、
そ
れ
が
数
文
精
神
で
る
る
。
」

と
言
h
得
る
の
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

広
津
が
と
の
評
論
を
書
い
た
の
は
、
昭
和
士
ニ
、
四
年
の
と
ろ
で
あ
る
。
時
代

は
、
す
で

κ自
由
に
も
の
を
言
っ
た

D
書
い
た
h
y
す
る
ζ

と
が
許
さ
れ
な
h

と

と
ろ
ま
で
き
て
い
る
。
広
津
は
、
伊
“
肢
の
引
用
箇
所
の
少
し
前
で
言
っ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
文
化
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
勃
興
を
感
ず
る
理
由
が
、

私
K
は
少
し
も
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
寧
る
そ
の
反
対
で
、

ζ

の
国

に
は
ア
ン
チ
文
化
の
山
風
が
、
今
吹
き
ま
く
っ
て
ゐ
る
と
忠
は
れ
る
の
で
あ

b
ま
す
o

そ
れ
等
に
つ
い
て
詳
し
く
一
吉
田
ふ
事
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
ア
ン

チ
文
化
の
嵐
と
言
へ
は
、
多
分
諸
君

K
は
が
解
h
y

で
あ
ろ
う
と
忠
ひ
ま
す
己

主
た
、
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

「
林
君
流
(
林
一
房
雄
の

ζ

と
・
引
用
者
)
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
な
ど

芽
生
え
る
余
地
は
現
在
の

ζ

の
屈
に
は
絶
対

κあ
タ
ま
せ
ん
の
そ
れ
を
何

か
禦
明
が
到
来
し
た
や
う
に
早
合
点
し
て
、
直
ぐ
忠
ひ
上
る
や
う
な
叩
娘
夫

主
義

κ、
そ
の
数
文
精
神
は
絶
対
反
対
で
あ
る
と
共
に
、
又
必
要
以
上
に

絶
望
し
て
悲
鳴
を
上
げ
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
も
、
こ
の
精
神
は
絶
対
反
対
な

の
で
あ

D
ま
す
。
」

一
読
す
れ
ば
誰
に
で
も
分
る
よ
う
に
、
広
津
が
、
「
ど
ん
な
裂
が
る
っ
て
も

め
げ
ず
に
、
忍
耐
強
〈
、
執
念
深
く
、
み
だ

bκ
悲
観
も
せ
ず
、
吋
佐
木
凶
臨
も
せ
ず

生
き
通
し
て
行
〈
精
神

i
iそ
れ
が
散
文
精
神
」
と
言
う
時
、
散
文
精
神
と
は

即
ち
、
時
代
に
抵
抗
す
る
精
神
に
他
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
伊
.
肢
は
わ

ざ
と
無
視
し
て
い
る
。

ζ

と
で
、
わ
ざ
と
と
い
っ
た
の
は
、
伊
肢
は
第
二
ぃ
敢
に
か

い
て
は
広
津
の

ζ

の
と
と
ば
を
正
当

K
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
る
る
。
侍
-
肢
は
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次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
広
津
和
郎
の
意
見
は
(
中
略
)
『
そ
れ
は
ど
ん
左
撃
が
あ
っ
て
も
め

げ
ず
に
、
忍
耐
強
〈
、
執
念
深
く
、
み
だ
わ

J

に
悲
観
も
せ
ず
、
楽
観
も
せ

ず
、
生
き
過
し
て
行
〈
精
神
』
と
い
う
風

κ、
当
時
の
政
治
的
嵐
の
中
で

耐
え
る
心
と
し
て
言
わ
れ
た

b
し
て
い
る
。
」

(
第
二
率
)



と
も
か
く
、
『
散
文
精
神
に
つ
い
て
」
を
読
め
ば
「
絶
対
観
察
者
の
精
神
、

そ
れ
が
散
文
精
神
で
あ
る
o

」
と
か
、
「
ζ

の
自
己
放
棄
的
態
度
」
な
ど
と
い

う
理
解
は
到
底
で
き
ぬ
は
ず
で
る
る
。

ま
た
、
「
そ
の
精
神
の
延
長
と
し
て
政
治
文
学

K
入
る
」
と
は
ど
う
い
う
と

と
か
0

・
ま
た
、
「
だ
か
ら
散
文
精
神
な
る
も
の
は
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
始
ま
る

前

κ考
え
ら
れ
、
そ
の
終
っ
た
後
に
ま
た
考
え
ら
れ
た
の
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
か
。
何
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。
伊
一
肢
は
な
ぜ
広

津
を
曲
解
(
広
津
も
誤
解
だ
と
い
っ
て
い
る
八
註
4
V
)
し
て
ま
で
、
散
文
精

神

κζ
だ
わ
っ
た
の
で
る
ろ
う
か
。

伊
践
の
狙
い
は
、
「
散
文
精
神
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
、
私
小
説
と
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
と
を
結
び
つ
け
る
と
ζ

ろ
に
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
そ
の
上

κ立
っ
て
、
そ
れ
ら
は
現
世

κ働
き
か
け
る
エ
ゴ
の
放
棄
、
即
ち
造
型
放
棄
の

文
学
だ
、
と
し
て
否
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
う
。
し
か
し
、
そ

の
試
み
に
は
、
今
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
大
き
な
無
理
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

次
に
、
第
九
章
の
始
め
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
実
践
」

κ
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
の
共
通
性
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

「
彼
等
(
私
小
説
作
家
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者

i
l引
用
者
)
は
実

践
κ

b

b
て
判
断
し
合
っ
た
の
で
る
る
の
」

「
た
が
い
に
敵
視
し
合
っ
た
と
の
こ
っ
の
流
派
〈
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主

義
文
学

l
l引
用
者
)
は
、
そ
の
身
を
も
っ
て
行
う
精
神
に
b

い
て
共
通

で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
」

な
る
ほ
ど
表
直
的

κ
は
、
私
小
説
作
家
も
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
も
「
実
践
」

し
て
い
る
と
忠
え
る
の
し
か
し
と
の
「
実
践
」
は
、
次
元
の
ち
が
う
も
の
で
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
κ

b

M
て
、
「
実
践
」
と
は
現
世
へ

働
き
か
け
る
エ
ゴ
の
こ
と
で
る
h
y
、
私
小
説
作
家

κ
か
け
る
「
笑
践
」
と
は
滋

世
放
棄
の
上
に
立
つ
て
の
個
我
伸
展
の
ζ

と
で
あ
る
は
ず
だ
。
こ
の
途
い
は
、

「
身
を
、
も
っ
て
行
う
精
神
」
と
い
う
と
と
ば
で
一
括
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

ぜ
い
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
「
実
践
」
と
「
散
文
精
神
」
と
は
い
か
な
る
具
合
K
か
か
わ
っ
て
h

る
の
か
。
伊
藤
は
こ
の
問
題

κは
答
え
て
い
な
い
。
そ
ζ

で
、
伊
誌
の
い
う

「
安
践
」
を
も
う
少
し
詳
し
〈
み
て
み
よ
う
。

「
だ
か
ら
散
文
精
神
な
る
も
の
は
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
始
ま
る
前
に
4
与

え
ら
れ
、
そ
れ
の
終
っ
た
後
に
ま
た
考
え
ら
れ
た
。
」

よ
述
べ
た
後
、
節
を
改
め
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
そ

ζκ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

κ於
け
る
よ
う
な
、
優
越
せ
る
、
ま
た
は
俗

世
を
精
神
的
に
支
配
し
優
越
し
よ
う
と
す
る
我
と
、
そ
の
エ
ゴ
の
足
も
と

を
堀
タ
か
え
し
て
〈
つ
が
え
そ
う
と
す
る
世
俗
と
の
戦
い
が
、
直
接

κ行

わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
り
そ
う
い
う
我
は
放
棄
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
」
(
第
九
章
)

私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
を
、
世
俗
と
'
戦
い
得
る
よ
う
な
我
は
放
棄

さ
れ
て
い
た
、
と
し
aて
一
括
す
る
の
が
伊
践
の
目
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
き

て
、
「
実
践
」
を
ふ

b
返
っ
て
み
れ
ば
、
伊
球
の
考
え
が
よ
く
分
か
る
。
私
小

説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
に
共
通
す
る
「
実
践
」
と
は
、
世
俗
と
の
戦
い
の

な
い
実
践
だ
、
と
い
う
と
と
に
な
る
。
一
体
、
世
俗
と
の
戦
い
の
な
い
実
践
と

は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
自
己
の
生
活
と
か
、
地
位
の
保
全
と
か
を
考

え
な
い
笑
践
の
と
と
と
推
察
さ
れ
る
、
伊
藤
の
文
脈
の
上
か
ら
は
、
ぞ
う
ー
考
え

る
他
は
な
い
。
だ
か
ら
、
伊
藤
が
、
あ
れ
ほ
ど
私
小
説
や
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学

を
否
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
も
道
理
で
あ
る
。
伊
ぃ
肢
の
考
え
る
本

当
の
「
実
践
」
と
は
、
世
俗
と
戦
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
調
和
し
、
市
民
的
な
生
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活
を
送
っ
て
h
〈
と
い
う
意
味
で
の
実
践
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

(3) 

め

ま

と

さ
て
、
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
に
つ
い
て
、
エ
ゴ
と
環
境
の
不
調
和
、

不
照
応
と
い
う
こ
と
で
み
て
き
た
が
、
も
う
一
度
ふ
h
y
返
っ
て
ま
と
め
て
み
よ

う
。
伊
藤
は
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
私
小
説
と
共
通
す
る
点
と
し
て
次
の
三
点

を
あ
げ
た
。

①
自
己
放
棄
③
選
想
的
人
間
像
③
実
践

と
れ
ら
K
共
通
す
る
も
の
は
、
「
現
世
意
識
な
し
」
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ζ

の
点
に
た
い
て
伊
藤
は
、
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
を
同
一

視
し
、
「
放
棄
」
と
い
う
概
念
を
与
え
て
、
否
定
的
な
評
価
を
下
す
。
放
棄
ゆ

え
に
非
造
型
な
の
で
あ
る
口

そ
れ
で
は
「
現
世
意
識
」
と
は
何
か
の
そ
れ
は
「
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
間

κ論
理
的
な
整
理
が
行
わ
れ
る
」
時
に
持
た
れ
る
意
識
だ
、
と
解
釈
し
て
よ
か

ろ
う
。
即
ち
現
住
意
識
と
は
「
エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
・
照
応
」
し
た
所
託
生
ま

れ
る
意
識
で
あ
る
。

3 

エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
・
照
応

現
世
放
棄
は
、
非
造
型
陀
つ
な
が
る
と
と
を
み
て
き
た
伊
藤
が
、
次

κ考
察

す
る
の
は
、
造
型
に
つ
な
が
る
現
世
的
態
度
は
何
か
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。

但
し
、
評
論
『
小
説
の
方
法
』
の
比
重
は
、
私
小
説
と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学

の
検
討

κか
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
川
崎
の
真
の
狙
い
で
あ
る
、
作
家
の
社

会
的
存
在
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
「
放
棄
」
と
い
う
概
念
で
括
ら
れ
て

否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
と
と

κ
ょ
b
、
相
対
的
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
伊
藤
の
主
張
は
、
前
節
で
ほ
ぼ
触
れ
た
の
で
、
と
と

で
は
簡
単

K
説
明
し
て
ゆ
〈
と
と

κし
よ
う
。

ま
ず
、
造
型
成
立
の
基
盤
は
、
「
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
悶
K
論
壇
的
な
整

理
の
見
込
み
の
る
る
所
」
(
第
三
章
)
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
い
か
な
品
社
会
で
る
る
か
。
第
七
章

κか
い
て
、
「
エ
ゴ
を
強
〈
自

ら
認
め
合
う
人
聞
は
、
そ
れ
を
自
発
的

κ抑
制
し
蔽
う
約
束
を
作

D
合
う
。

(
中
略
)
そ
う
い
う
約
束
の
で
き
た
社
会
は
、
た
が
い

κ働
き
か
け
が
円
満
に

行
わ
れ
る
。
」
と
し
て
、
そ
う
い
う
社
会
を
「
自
由
人
の
社
会
」
と
し
て
h

る。

「
自
白
人
の
社
会
」
ぞ
れ
が
造
型
成
立
の
た
め
の
第
一
条
件
で
あ
る
。
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次
に
、
造
型
成
立
の
た
め
K
必
要
な
の
は
、
「
自
由
人
の
社
会
」
の
上

κ立

っ
て
現
世
意
識
を
所
有
す
る
と
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
世
意
識
、
そ
れ

は
調
和
に
つ
を
が
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
章
「
放
棄
と
調
和
」

r
h
b
h
て
伊
躍
は
次
の
よ
う

κ
い
う
。

「
し
か
し
完
全
な
現
世
放
棄
者
と
し
て
生
さ
る
こ
と
の
で
き
な
い
気
質

と
生
活
条
件
を
持
っ
た
文
学
者
K
鴎
外
と
藤
村
と
志
賀
直
哉
と
が
居
た
。

と
の
三
人
は
、
そ
の
日
本
の
実
社
会
や
家
庭
と
調
和
し
よ
う
と
し
た
」

(
第
六
章
)

と
の
あ
と
桜
村
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
彼
の
文
体
は
、
「
突
入
生
の
調
和
す

る
ζ

と
を
考
え
た
彼
の
発
想
の
じ
か
な
反
映
で
あ
る
」
(
第
六
章
)
と
さ
れ
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
現
世
放
棄
者
と
し
て
生
き
得
ぬ
も
の
、
即
ち
現
世
意
識

の
所
持
者
即
調
和
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
ζ

と
を
指
摘
し
て
会
ζ

ぅ。



た
だ
し
、
政
村
の
一
社
会
は
自
白
人
の
社
会
で
は
な
か
っ
た
。
そ
と

κ一
段
村
の

苦
闘
と
特
呉
さ
が
る
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
第
六
章
)

次

κ調
和
の
内
容
と
し
て
次
の
よ
う
K
述
べ
て
い
る
。

「
彼
(
-
肢
村
l
引
用
者
〕
は
逃
亡
も
せ
ず
、
ま
た
訂
正
し
革
命
し
よ
う

と
も
し
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
ス
ト
イ
ッ
ク
左
資
質
に
よ
っ
て
社
会
と
家

族
と
の
矛
盾
を
抱
擁
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
の
」
(
第
六
章
)

つ
ま

b
、
調
和
と
は
「
逃
亡
も
せ
ず
訂
正
し
革
命
し
よ
う
と
も
」
し
な
い
態

度
を
さ
す
。
逃
亡
し
革
命
す
る
と
と
は
す
で
に
放
棄
と
し
て
否
定
さ
れ
た
。
そ

ζκ
は
「
エ
ゴ
と
他
の
エ
ゴ
と
の
間

κ論
理
的
な
整
理
の
行
な
わ
れ
る
」
と
と

は
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
造
型
は
完
全
に
な
さ
れ
る
と
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
。

調
和
と
は
放
棄
の
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
調
和

κ
か
い
て
は
造
裂
の
可
能
性

あ
h
y

と
考
え
ら
れ
る
。

調
和
と
造
型
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
世
意
議
の
所
有
者
で
ち
る
調
和

者
が
、
「
自
白
人
の
社
会
」
と
い
う
基
盤
の
上
で
、
「
エ
ゴ
を
強
〈
自
ら
認
め

自
他
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
認
め
人
口
う
」
時
、
そ
の
「
反
映
」
と
し
て
造
型
が
可
能

に
な
る
の
で
あ
る
の

仮
構
は
ど
う
か
。
現
世
意
訟
の
所
有
者
は
、
小
説
陀
沿
い
て
、
「
蓋
と
不
都

合
と
か
ら
作
者
を
守
る
た
め
に
仮
想
を
、
虚
構
を
必
妥
と
す
る
。
」
の
だ
あ
る
。

4 

古
cぉ

め

と

現
実
と
小
説
の
か
か
わ

b
具
合
に
た
い
て
、

h

か
な
る
か
か
わ

b
具
合
が
、

小
説
と
し
て
好
ま
し
い
の
か
。
伊
一
肢
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う

κ考
え
て
き
た
の
・
か
。

そ
の
考
察
を
こ
と
で
行
な
っ
て
き
た
。

ま
ず
伊
誌
は
、
小
説
は
「
現
実
の
反
映
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
城
突

に
hu
け
る
エ
ゴ
充
足
の
あ
h
y
ょ
う
が
不
適
当
で
あ
る
時
、
そ
れ
は
直
ち
陀
小
説

κ反
映
す
る
も
の
と
し
た
。
伊
藤
は
、
小
説
の
あ
h
y

ょ
う
を
、
造
型
と
非
造
型

と
に
わ
け
た
の
そ
し
て
現
実
の
エ
ゴ
の
あ

b
ょ
う
を
調
和
と
放
棄
と
に
分
け
た
。

そ
し
て
、
小
説
が
芸
術
と
し
て
あ
る
べ
き
時
、
そ
れ
は
進
剤
一
と
し
て
あ
る
と
考

え
た
の
そ
し
て
、
造
裂
を
生
む
べ
き
現
笑
に
か
け
る
エ
ゴ
の
あ

b
ょ
う
を
判
断

す
る
基
準
と
し
て
、
「
芸
術
と
は
エ
ゴ
と
環
境
の
調
和
・
照
応
の
美
」
と
い
ヨ

概
念
を
導
入
し
た
。
そ
の
結
来
、
造
型

κ結
び
つ
く
現
実
の
エ
ゴ
の
あ
・
9
ょ
う

は
、
詞
和
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
陀
到
達
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま

-D
、
小
説
、
を
芸
術
に
す
る
た
め

κよ
く
な
い
現
実
は
、
放
一
栄
で
あ
h
y
、

よ
い
も
の
は
調
和
で
あ
る
と
い
う
ζ

と

κ
な
夕
、
「
一
、
『
小
説
の
方
法
』

κ

か
け
る
問
題
の
発
端
」
で
提
出
さ
れ
た
問
題
の
フ
ち
、
一
方
は
、
解
決
さ
れ
た

と
と
に
な
る
。
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さ
て
、
以
上
が
、
中
野
重
治
の
批
判
に
対
す
る
伊
民
整
の
正
必
か
ら
の
解
答

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
伊
一
肢
が
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
検
討
を
通
し
て
主

張
し
た
ζ

と
を
、
中
野
げ
い
る
て
は
め
て
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

中
野
重
治
の
よ
う
な
革
ム
叩
観

「
十
的
自
己
放
棄
の
情
熱
」

「
現
世
へ
働
き
か
け
る
エ
ゴ
の
放
棄
」

↑
 



「
造
型
」
の
放
棄

右
の
ど
と
き
論
理
で
中
野
重
治
を
批
判
し
た
の
ち
、
伊
践
は
、
社
会
に
対
す

る
作
家
の
作
在
の
仕
方
を
、
造
型
と
の
関
係
で
打
ち
出
す
。
と
れ
が
中
野
の
批

判
K
対
す
る
、
伊
肢
の
対
等
左
立
場
で
の
答
え
で
あ
っ
た
。

伊
践
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

自
由
人
の
社
会
の
上

κ立
ち
、
現
世
意
識
を
も
ち
、
自
他
の
エ
ゴ
を
認
め
る

い
、
調
和
者
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
が
作
家
が
社
会
に
存
在
す
る
と
き
の
理
想
的

な
姿
で
あ
る
、
と
。

し
か
し
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
説
と
現
実
と
の
関
係
は
、
伊
-

一
肢
の
い
う
よ
う
な
「
反
吠
」
と
い
う
機
械
的
な
、
直
続
的
な
結
び
つ
き
だ
け
で

い
い
も
の
で
あ
る
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

ζ

れ
は
伊
良
の
理
論
に
が
い

て
は
、
も
っ
と
探
〈
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
「
反
映
」
観
は
、
第
九
輩
「
散
文
芸
術
の
性
格
」
の
「
一
言
葉
」
観
に
そ
の

ま
ま
横
ナ
ベ

b
し
て
ゆ
〈
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
伊
…
肢
の
「
一
言
葉
」
観

κは
、
言
語

k
b
け
る
想
像
力
の
問
題
な
ど

の
人
h
y
ζ

む
余
地
は
な
い
の
と
の
欠
陥
を
補
う
た
め

κ考
え
だ
さ
れ
た
の
が

「
士
宮
」
の
理
論
で
あ
る
。
と
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
、
続
稿
K
沿
い
て
問
題

κ

し
た
い
の

疑
問
点
の
こ
っ
目
は
、
「
調
和
」
と
ぜ
会
の
進
歩

κ対
す
る
文
学
者
の
責
任

と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
社
会
に
働
き
か
け
、
よ
h
y

よ
い
未
来
を
作
ろ
う

と
す
る
ア
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
の
試
み
は
、
伊
f
h
M
κ

沿
い
て
は
、
現
世
放
棄
と

い
う
形
で
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
「
制
和
」
と
は
何
か
。
か
れ

は
、
政
村
の
態
度
を
「
調
和
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
「
彼
は
逃
亡
も
せ
ず
、
ま
た

訂
正
し
革
命
し
よ
う
と
も
し
な
か
っ
た
」
(
第
六
章
)
と
定
義
づ
け
る
。
は
た

し
て
か
よ
う
な
態
度
で
社
会
を
批
判
し
、
改
革
し
て
ゆ
〈
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
第
二
の
疑
問
点
で
あ
る
。
，
な
ぞ
ら
〈
で
き
な
い
で
あ
る
う
。

伊
践
の
い
う
調
和
と
は
、
た
だ
、
自
分
の
生
活
を
守
h
J
崩
さ
な
い
と
い
う
意
味

κし
か
と
れ
な
い
の
で
あ
る
。

『
小
説
の
方
法
』

κ
沿
け
る
小
説
と
現
実
と
の
関
係
は
、
以
上
考
察
し
て
き

た
通

D
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
伊
誌
の
考
え
る
「
芸
術
」
と
、
小
説
と
の
関
係

は
ど
う
で
あ
る
の
か
。

「
一
、
『
小
説
の
方
法
』

κ会
け
る
問
題
の
発
端
」

κな
い
て
述
べ
た
ど
と

〈
伊
…
肢
は
広
津
説
を
援
用
す
る
形
を
と
-D
な
が
ら
、
「
芸
術
」
と
「
小
説
」
と

を
切

D
離
し
て
し
ま
っ
た
。
も
と
も
と
、
広
津
説

κ沿
い
て
は
、
芸
術
即
小
説

で
あ
っ
た
の
だ
が
、
伊
碍
は
芸
術
の
内
容
を
広
津
の
い
う
「
旧
美
学
」
へ
と
後

退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
る
る
。
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そ
う
い
う
「
芸
術
」
観
の
上
に
立
っ
て
「
現
実
の
反
映
」
で
あ
る
小
説
を

「
芸
術
」
に
し
よ
う
と
試
み
る
ζ

と
、
こ
れ
が
伊
時
授
の
「
散
文
芸
術
論
」
の

目
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

伊
良
整
の
散
文
芸
術
論
1
1
1
「
芸
」
の
湿
論
を
、
-
次
に
問
題

κし
た
い
。

〈

未

完

)

註
1

「
送
別
会
」
に
は
、
明
ら
か

κ中
野
の
批
判
の
影
替
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
民
主
主
義
一
文
学
陣
営
を
代
表
す
る
、
千
滋
刺
軟
な
る
人
物
か
ら
完

魔
無
き
ま
で
論
難
さ
れ
、
「
『
か
く
な
D
来
つ
る
は
型
の
当
然
』
と
仙

吉
は
、
耳
の
る
た

D
K
、
半
分
乾
き
か
け
て
留
っ
て
い
る
涙
を
意
献
し

な
が
ら
、
自
楽
的
な
気
持
で
監
い
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

笑
は
「
散
文
芸
術
の
人
生
に
於
け
る
位
置
」
と
い
タ
評
論
を
広
津
は
惑

い
て
い
な
い
。
広
津
は
昭
和
M
年

m月
の
『
散
文
芸
術
諸
問
題
』
の
中

註
2 



註
3

「
『
散
文
芸
術
の
人
生
に
於
け
る
位
置
』
と
い
ふ
文
章
を
書
い
た

の
は
、
震
災
よ
タ
も
二
三
年
前
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
か
ら
、
ど
う
や
ら

も
う
ニ
タ
昔
も
前
の
事
で
あ
る
。
」
と
書
い
て
い
る
。
だ
が
会
そ
ら
く

彼
は
、
大
正
日
年
の
『
散
文
芸
術
の
位
置
』
と
い
う
評
論
を
勘
違
い
し

て
右
の
よ
、
3
K
い
っ
た
も
の
で
あ
る
う
。

「
し
か
し
そ
と
に
も
ま
た
、
突
入
生
を
も
っ
と
も
切
実
に
反
映
す
る
と

い
う
役
目
の
方
が
構
成
の
完
全
さ
を
形
造
る
よ

b
も
大
切
だ
、
と
い
う

小
説
の
性
格
を
彼
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
私
は
認
め
た
い
と
思
う
。
」

(
第
二
章
)

右
の
文
中

k
h
t
い
て
も
、
小
説
は
突
入
生
の
「
反
映
」
だ
、
と
い
う
考

え
が
み
ら
れ
る
。

「
伊
応
援
氏
の
『
散
文
芸
術
の
注
絡
』
(
「
詳
像
」
八
月
号
所
説
)
陀
も

一
一
宮
口
し
た
い
。
そ
れ
は
此
処
で
も
私
の
言
諜
が
誤
解
さ
れ
て
引
用
さ
れ

て
ゐ
る
か
ら
て
あ
る
。
」

「
伊
一
点
藍
氏
の
引
用
し
て
ゐ
る
私
の
言
業
が
、
私
が
そ
の
言
葉

κ
よ
っ

て
意
味
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
寧
ろ
反
対

κ氏
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て

ゐ
る
事
を
発
見
し
た
の
で
、
此
処
で
訂
正
し
て
撞
さ
え
し
凶
の
で
る
る
。
」

(
広
淳
一
和
郎
「
再
び
散
文
精
神
に
つ
い
て
」
)
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で、

註
4 




