
 

      

昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
発
行
の
諸
誌
紙
の
裡
に
、
「
日
野
啓
三
」
の
署

名
の
あ
る
文
章
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
に
な
る

と
日
野
啓
三
は
、
奥
野
健
男
等
と
同
人
雑
誌
「
現
代
評
論
」
を
発
行
し
て
活
発
に

活
動
す
る
と
共
に
、
「
新
日
本
文
学
」
誌
上
に
連
名
で
「
読
書
ノ
ー
ト
」
を
連
載

し
、
「
初
期
の
〈
政
治
と
文
学
〉
の
テ
ー
マ
」
を
集
成
し
て
い
っ
た
。
こ
の
二
誌

上
で
の
日
野
啓
三
の
文
業
に
つ
い
て
は
、
続
稿
で
紹
介
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で

は
「
現
代
評
論
」
と
「
新
日
本
文
学
」
と
に
所
掲
の
稿
を
除
外
し
た
、
昭
和
二
十

九
年
に
公
表
の
日
野
啓
三
の
書
評
二
篇
と
評
論
二
篇
と
を
紹
介
し
た
い
。 

 

Ⅰ 

レ
オ
ニ
ー
ド
・
レ
オ
ー
ノ
フ
著
『
襲
来
』 

 

昭
和
二
十
九
年
第
一
の
業
績
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
二
月
一
日
付

発
行
の
「
近
代
文
学
」
第
九
巻
第
二
号
の
「
書
評
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
レ
オ
ニ

ー
ド
・
レ
オ
ー
ノ
フ
／
袋
一
平
訳
『
襲
来
』
」
で
あ
る
。
原
題
名
はН

аш
ествие

。

こ
の
書
評
は
、
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年
二
月
一
日
付
発
行
の
「
近
代
文
学
」

第
七
巻
第
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
日
野
啓
三
の
書
評
「
ジ
ャ
ン
・
ゲ
ノ
ー
著
『
深
夜

の
日
記
』
」
と
同
年
九
月
一
日
付
発
行
の
「
近
代
文
学
」
第
七
巻
第
九
号
に
掲
載

さ
れ
た
日
野
啓
三
の
書
評
「
除
村
吉
太
郎
編
『
ソ
ヴ
エ
ト
文
学
史
』
Ⅰ
・
Ⅱ
」
で

の
論
旨
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。 

ま
ず
、
こ
の
戯
曲
に
対
す
る
チ
モ
フ
ェ
イ
ェ
フ
の
『
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ェ
ト
文
学
』

一
九
四
九
年
版
で
の
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
掲
示
さ
れ
る
。 

 

「
愛
国
精
神
は
ロ
シ
ア
の
す
べ
て
の
人
々
を
統
一
し
、
彼
ら
の
心
の
中
に
あ

る
一
切
の
余
事
と
利
己
心
と
を
焼
き
つ
く
し
、
彼
ら
を
祖
国
の
敵
に
対
す
る

献
身
的
な
闘
士
に
一
変
さ
せ
る
―
―
そ
こ
に
こ
の
戯
曲
の
思
想
が
あ
る
」 

  

そ
の
あ
と
に
、
日
野
啓
三
の
次
の
よ
う
な
言
説
が
続
く
。 

 

 

た
し
か
に
こ
の
作
品
は
ド
イ
ツ
軍
襲
来
の
前
夜
、
出
獄
し
て
故
郷
の
町
に

か
え
つ
て
き
た
痴
情
に
よ
る
殺
人
事
件
と
い
う
余
り
感
心
で
き
な
い
前
科
を

も
つ
ひ
と
り
の
余
計
者
の
青
年
が
、
ド
イ
ツ
占
領
軍
の
司
令
官
を
射
殺
し
て

そ
の
場
で
逮
捕
さ
れ
、
お
尋
ね
も
の
の
パ
ル
チ
ザ
ン
指
導
者
の
身
代
り
に
な

つ
て
絞
首
刑
に
さ
れ
る
と
い
う
英
雄
的
な
物
語
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い

て
、
右
の
指
摘
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
主
人
公
フ
ョ
ー
ド
ル
は
た
し
か

日
野
啓
三
　
昭
和
二
十
九
年
の
文
業
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に
「
献
身
的
な
闘
士
に
一
変
」
し
た
こ
と
を
行
動
に
よ
つ
て
実
証
し
て
い
る
。 

  

書
評
「
除
村
吉
太
郎
編
『
ソ
ヴ
エ
ト
文
学
史
』
Ⅰ
・
Ⅱ
」
で
い
う
「
革
命
を
成

就
し
、
五
カ
年
計
画
を
戦
い
、
独
ソ
戦
争
を
勝
ち
ぬ
い
て
今
日
の
ソ
ヴ
ェ
ト
を
築

き
あ
げ
た
彼
等
ソ
ヴ
ェ
ト
人
た
ち
の
創
造
す
る
情
熱
と
精
神
の
美
し
さ
」
の
一
端

を
示
し
た
作
品
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
作
者
レ
オ
ー
ノ
フ
は
、

「
巨
星
の
前
に
は
」「
全
く
そ
の
色
を
失
う
に
至
」
っ
て
い
る
「
雑
階
級
的
或
は
マ
マ

ブ

ル
ジ
ョ
ア
色
が
か
つ
た
」
「
星
屑
」
と
い
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
日
野
啓
三
は
、

「
自
ら
の
現
在
を
創
造
す
る
た
め
」
に
「
わ
れ
〳
〵
自
身
の
問
題
」
と
し
て
、
こ

の
作
品
を
論
じ
よ
う
と
す
る
の
だ
。 

 

作
品
に
よ
れ
ば
「
両
親
や
妹
か
ら
さ
え
全
く
愛
想
を
つ
か
さ
れ
て
い
た
」
フ
ョ

ー
ド
ル
。
「
典
型
的
な
ソ
ヴ
エ
ト
女
性
で
あ
る
妹
オ
リ
ガ
の
彼
に
対
す
る
軽
蔑
」

は
、
と
り
わ
け
極
端
で
あ
っ
た
。
そ
の
フ
ョ
ー
ド
ル
と
彼
の
「
英
雄
的
行
為
」
と

の
間
に
は
、
「
ド
イ
ツ
兵
に
輪
姦
さ
れ
た
少
女
ア
ニ
ー
ス
カ
の
無
残
な
姿
を
目
の

あ
た
り
に
み
る
」
と
い
う
「
事
件
」
が
は
さ
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
「
事
件
」

を
転
機
と
し
て
「
忌
ま
わ
し
い
前
科
者
か
ら
、
輝
やマ
マ

か
し
い
闘
士
に
生
れ
変
つ
た
」

こ
と
に
な
り
、
レ
オ
ー
ノ
フ
は
「
こ
こ
に
一
種
奇
蹟
的
と
も
い
う
べ
き
信
念
甦
生

の
物
語
」
を
書
い
た
と
い
う
「
あ
と
が
き
」
ど
お
り
の
筋
書
と
な
る
。
だ
が
、
日

野
啓
三
は
、
「
フ
ョ
ー
ド
ル
が
捕
つ
マ
マ

て
か
ら
後
の
、
相
変
ら
ず
の
シ
ニ
ッ
ク
な
、

時
に
は
粗
暴
で
さ
え
あ
る
余
計
者
的
な
言
動
」
か
ら
、
チ
モ
フ
ェ
イ
ェ
フ
の
理
解

に
「
疑
問
」
を
提
す
る
の
だ
。
も
し
か
す
る
と
、
彼
は
ド
イ
ツ
軍
の
司
令
官
を
殺

し
て
か
ら
後
も
「
ほ
と
ん
ど
変
つ
て
い
な
い
」
で
「
全
く
以
前
の
ま
ま
の
彼
」
で

は
な
い
か
、「
人
間
が
ひ
と
つ
の
偶
然
の
事
件
で
決
定
的
に
変
る
と
い
う
よ
う
な
」

こ
と
は
、
あ
る
い
は
物
語
の
中
に
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
の
だ
。 

 

日
野
啓
三
は
、
フ
ョ
ー
ド
ル
が
妹
オ
リ
ガ
に
会
う
次
の
場
面
に
注
目
す
る
。 

  

オ
リ
ガ 

（
眠
つ
て
い
る
人
を
起
す
か
の
よ
う
に
）
あ
た
し
が
わ
か
つ
て
？ 

あ
た
し
よ
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
つ
た
の
？ 

あ
た
し
た
ち
も
う
一
年
も
会
わ

な
か
つ
た
よ
う
な
気
が
す
る
わ 

 

フ
ョ
ー
ド
ル 

（
じ
つ
と
妹
を
み
て
）
長
い
…
…
話
だ
つ
た
よ
。 

 

オ
リ
ガ 

（
兄
の
視
線
に
耐
え
ら
れ
ず
）
さ
、
あ
つ
ち
で
少
し
横
に
お
な
ん
な

さ
い
。 

  

こ
の
場
面
の
「
長
い
…
…
話
」
と
は
何
か
、
ま
た
オ
リ
ガ
は
何
故
兄
の
視
線
に

耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
日
野
啓
三
は
設
問
し
、
「
フ
ョ
ー
ド
ル
の
眼
」
は
、

次
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
う
の
だ
。
「
問
題
は
一
瞬
の
偶
然
の
出
来
事
の
中
に
あ

る
ん
じ
や
な
い
。
長
い
…
…
話
な
の
だ
」
と
。
こ
こ
に
は
、
「
英
雄
だ
け
が
英
雄

的
な
行
為
を
な
し
う
る
の
だ
と
い
う
英
雄
の
論
理
」
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
「
英

雄
に
生
れ
変
ら
な
け
れ
ば
英
雄
的
な
行
為
を
な
し
え
な
い
と
い
う
凡
人
の
心
理
」

に
対
す
る
、
「
二
重
の
抗
議
」
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。
「
彼
は
ド
イ
ツ
軍
司
令
官

を
殺
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
々
の
軽
蔑
に
し
か
値
し
な
い
余
計
者
で
さ
え
英
雄
的

な
行
為
を
な
し
う
る
こ
と
」
「
捕
わ
れ
た
後
も
決
し
て
英
雄
を
気
取
ら
な
い
こ
と

に
よ
つ
て
、
英
雄
的
な
行
為
を
行
う
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
英
雄
に
生
れ
変
る
必

要
は
な
い
こ
と
」
を
示
し
た
の
だ
。
「
お
れ
は
お
れ
で
あ
り
、
お
れ
の
や
つ
た
こ

と
は
お
れ
の
や
つ
た
こ
と
だ
。
」
「
お
れ
は
お
れ
の
死
を
死
ぬ
、
ど
こ
に
お
れ
以

外
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
か
。
お
れ
が
お
れ
で
あ
る
た
め
に
苦
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し
ん
で
き
た
人
知
れ
ぬ
努
力
の
「
長
い
…
…
話
」
に
比
べ
れ
ば
、
一
瞬
の
転
機
に

よ
る
信
念
の
甦
生
と
い
つ
た
一
片
の
物
語
な
ど
何
程
の
こ
と
が
あ
ろ
う
」
―
―
こ

れ
が
、
フ
ョ
ー
ド
ル
の
「
視
線
」
の
意
味
で
あ
り
、
オ
リ
ガ
が
「
兄
の
視
線
に
耐

え
ら
れ
な
か
つ
た
」
理
由
だ
と
、
日
野
啓
三
は
い
う
の
だ
。
日
野
啓
三
は
、
こ
の

当
時
か
ら
、
作
品
を
「
言
葉
」
のexistentia

そ
の
も
の
自
身
か
ら
理
解
し
よ
う

と
し
、
な
ん
ら
か
の
形
でexistentia

に
先
立
っ
てessentia

を
考
え
、
後
者
に

よ
っ
て
前
者
を
律
し
よ
う
と
す
る
思
惟
方
法
に
反
撥
す
る
、
そ
う
い
う
姿
勢
を
基

本
的
に
緊
持
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

処
女
作Брыга

以
来
、
才
能
と
い
う
「
厭
う
べ
き
特
権
」
だ
け
を
唯
一
の
特

権
と
し
て
、
「
き
び
し
い
革
命
と
建
設
の
中
」
を
ひ
た
す
ら
生
き
て
き
た
レ
オ
ー

ノ
フ
も
、
彼
の
主
人
公
た
ち
の
よ
う
に
「
非
凡
な
反
逆
を
試
み
る
こ
と
よ
り
平
凡

に
生
き
る
こ
と
の
方
が
い
か
に
非
凡
な
努
力
を
必
要
と
し
た
か
」
と
、
日
野
啓
三

は
い
う
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
革
命
と
戦
争
と
い
う
異
常
な
現
実
が
あ
り
、
そ
の
現

実
は
人
々
に
長
い
人
知
れ
ぬ
魂
の
苦
闘
を
要
求
す
る
。
「
人
間
が
あ
り
、
現
実
が

あ
り
、
両
者
の
緊
張
し
た
対
応
関
係
」
が
あ
る
。
人
間
の
生
が
一
度
限
り
の
も
の

で
、
与
え
ら
れ
る
現
実
は
一
つ
し
か
な
い
以
上
、
そ
の
関
係
は
、
き
び
し
い
対
決

で
あ
り
、
い
わ
ば
「
真
剣
勝
負
」
に
も
ひ
と
し
い
闘
争
で
あ
る
。
日
野
啓
三
は
、

「
襲
来
」
が
「
献
身
的
な
闘
士
に
一
変
」
す
る
物
語
だ
と
は
思
わ
ぬ
と
い
う
。
逆

に
、
フ
ョ
ー
ド
ル
も
レ
オ
ー
ノ
フ
も
「
現
実
の
要
求
を
虚
心
に
受
け
容
れ
る
こ
と

を
知
つ
て
い
た
平
凡
な
一
人
の
人
間
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
の
だ
。
「
英
雄
」
「
余

計
者
」
「
凡
人
」
「
闘
士
」
、
こ
れ
ら
一
切
の
称
号
は
、
「
様
々
な
意
匠
」
に
す

ぎ
な
い
。
「
意
匠
」
の
下
の
「
裸
の
人
間
性
」
を
忘
れ
「
裸
の
現
実
」
を
見
据
え

る
術
を
見
失
う
と
、
「
人
間
と
現
実
と
」
の
き
び
し
く
生
き
生
き
と
し
た
関
係
が

消
え
去
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
だ
。 

 

日
野
啓
三
が
強
調
し
た
い
の
は
、
「
英
雄
崇
拝
と
凡
人
蔑
視
」
と
い
う
「
異
常

な
現
実
」
の
裡
で
は
、
凡
人
も
ま
た
非
凡
な
行
為
を
な
し
う
る
と
い
う
、
「
平
凡

な
現
実
」
で
あ
る
。
「
襲
来
」
に
は
、
戦
争
と
革
命
の
時
代
を
「
よ
ろ
め
き
つ
つ

耐
え
忍
び
つ
つ
ま
つ
と
う
に
生
き
よ
う
と
し
た
一
人
の
人
間
と
一
人
の
作
家
の
当

然
の
記
録
だ
け
」
が
あ
る
、
と
い
う
の
だ
。
だ
が
、
何
を
基
準
に
「
ま
つ
と
う
」

と
い
う
の
か
。
「
後
進
国
」
「
過
渡
期
」
「
知
識
人
」
の
生
き
方
の
問
題
に
真
剣

に
取
組
ん
で
い
た
日
野
啓
三
は
、
こ
の
後
「
大
審
問
官
論
」
で
、
そ
の
問
題
に
つ

い
て
徹
底
し
た
思
索
を
展
開
す
る
。 

  
 
 
 

Ⅱ 

「
大
審
問
官
論
」 

  

評
論
の
第
一
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
三
月
一
日
付
発
行
の
「
近
代

文
学
」
第
九
巻
第
三
号
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
大
審
問
官
論
」
で
あ
る
。
八
ポ

二
段
組
十
一
頁
に
及
ぶ
力
篇
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」Братья Карамазовы

の
第
五
篇Pro et 

Contra

の
第
五
「
大
審
問
官
」
の
章
を
論
じ
た
も
の
だ
。
導
入
部
で
第
五
篇
の
第

四
「
叛
逆
」
の
章
で
、
イ
ヷ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
、
弟
の
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
に
語

る
、
神
の
世
界
の
否
定
、
神
そ
の
も
の
の
拒
否
、
い
わ
ば
「
反
抗
の
信
念
」
を
紹

介
す
る
。 

 

「
罪
の
な
い
（
筈
の
）
子
供
に
加
え
ら
れ
る
不
当
な
暴
虐
と
い
わ
れ
な
き
苦
痛

の
存
在
」
と
い
う
「
事
実
」
か
ら
出
発
し
て
、
イ
ヷ
ン
は
「
二
十
四
歳
の
青
年
だ

け
に
許
さ
れ
る
あ
の
力
強
い
単
純
さ
を
も
つ
て
真
直
に
」
世
界
の
凡
ゆ
る
調
和
の
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否
認
、
人
間
の
条
件
の
不
正
と
い
う
結
論
」
に
ま
で
行
く
。
イ
ヷ
ン
は
、
冷
た
く

冴
え
た
思
考
を
展
開
し
根
源
的
に
考
え
抜
く
の
だ
。
日
野
啓
三
が
「
大
審
問
官
論
」

を
執
筆
発
表
し
た
の
も
、
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
日
野
啓
三
は
、
イ
ヷ
ン
が
自
分

と
同
年
齢
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
イ
ヷ
ン
と
同
様
自
分
も
「
二
十

四
歳
の
青
年
だ
け
に
許
さ
れ
る
あ
の
力
強
い
単
純
さ
を
も
つ
て
、
真
直
に
」
思
考

し
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ヷ
ン
は
い
う
。
「
ど
う
い
ふ
訳
で
子
供
ま
で

が
苦
痛
を
も
つ
て
調
和
を
贖
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
？ 

そ
ん
な
調
和
は
あ

の
臭
い
牢
屋
の
中
で
小
さ
な
拳
を
固
め
て
、
わ
れ
と
わ
が
胸
を
叩
き
な
が
ら
『
神

ち
や
ま
』
と
祈
つ
た
哀
れ
な
女
の
子
の
、
一
滴
の
涙
に
す
ら
値
し
な
い
」
哲
学
者

や
神
学
者
に
と
っ
て
は
、
「
あ
る
超
越
的
な
絶
対
」
を
前
提
と
し
て
出
発
し
、
そ

の
前
に
地
上
の
不
調
和
を
い
か
に
合
理
的
に
正
当
化
す
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
イ
ヷ
ン
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
と
っ
て
は
、
「
人
間
に
加
え
ら
れ
た
明

ら
か
な
こ
の
生
き
た
不
正
が
不
動
の
事
実
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
で
「
何
を
受
け

い
れ
何
を
拒マ
マ

け
て
生
き
る
か
、
―
―
こ
れ
が
問
題
だ
」
と
日
野
啓
三
は
い
う
の
だ
。 

 

イ
ヷ
ン
は
い
う
。
「
僕
は
調
和
な
ど
ほ
し
く
な
い
。
人
類
に
対
す
る
愛
の
た
め

に
ほ
し
く
な
い
。
た
と
え
僕
の
考
え
が
間
違
つ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ゐ、
て
も
、
、
、
贖
は
れ
ざ
る
苦
悶
と

癒
さ
れ
ざ
る
不
満
の
境
に
と
ど
ま
る
の
を
潔
し
と
す
る
。
（
略
）
僕
は
神
様
を
承

認
し
な
い
の
ぢ
や
な
い
。
た
ゞ
〈
調
和
〉
の
入
場
券
を
謹
ん
で
お
返
し
す
る
だ
け

だ
。
」
と
。
こ
れ
に
対
し
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
は
、
眼
を
伏
せ
な
が
ら
小
さ
な
声
で
「
そ

れ
は
謀
叛
で
す
」
と
答
え
た
。
「
謀
叛
？ 

僕
は
お
前
か
ら
そ
ん
な
言
葉
を
聞
き

た
く
は
な
か
つ
た
」
と
い
う
イ
ヷ
ン
に
、
日
野
啓
三
は
共
鳴
す
る
。
一
度
「
人
類

に
対
す
る
愛
」
を
受
け
入
れ
、
「
人
間
の
条
件
の
不
当
さ
」
を
認
め
た
以
上
、
謀

叛
は
始
め
ら
れ
、
問
題
は
「
〈
調
和
〉
を
讃
え
て
人
間
を
裏
切
る
か
、
〈
調
和
〉

を
拒
否
し
て
謀
叛
に
参
ず
る
か
」
―
―
こ
れ
が
イ
ヷ
ン
の
つ
き
つ
け
る
二
者
択
一

で
あ
る
と
、
日
野
啓
三
は
い
う
の
だ
。
イ
ヷ
ン
が
選
択
を
迫
っ
て
い
る
の
は
、
信

念
の
問
題
で
あ
り
生
き
る
覚
悟
の
問
題
で
あ
る
以
上
、
天
と
地
と
の
い
ず
れ
か
一

方
を
取
る
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
。
天
を
拒
ん
で
こ
の
人
間
の
条
件
は
不
正
で
あ

る
と
認
め
た
以
上
、
新
た
な
条
件
を
人
間
の
手
で
こ
の
地
上
に
つ
く
り
あ
げ
る
の

で
な
け
れ
ば
、
地
を
選
ん
だ
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
事
業
が
完
成
さ
れ
た
暁
に
は
、

地
上
か
ら
一
切
の
不
正
は
消
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
は
地
上
に
不
正

が
残
る
。
こ
の
間
違
っ
て
つ
く
ら
れ
た
世
界
は
、
そ
の
故
に
こ
そ
拒
否
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
だ
。 

 

イ
ヷ
ン
は
、
「
叛
逆
」
の
次
の
「
大
審
問
官
」
の
章
で
、
自
作
の
劇
詩
「
大
審

問
官
」
を
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
に
語
り
、
反
抗
の
信
念
の
歴
史
的
帰
結
を
示
す
。
日
野

啓
三
は
、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
のLa révolte m

étaphysique

の
言
葉
を
借

り
、
「
叛
逆
」
の
章
は
「
形
而
上
的
反
抗
」
を
取
り
扱
い
、
「
大
審
問
官
」
の
部

分
は
「
歴
史
的
反
抗
」
に
相
当
し
、
劇
詩
「
大
審
問
官
」
は
「
叛
逆
」
の
章
の
当

然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
形
而
上
的
反
抗
」
は
「
歴
史
的
反
抗
」
の

序
章
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
「
叛
逆
」
の
章
で
イ
ヷ
ン
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
彼

の
「
反
抗
に
関
す
る
信
念
」
で
あ
っ
た
と
日
野
啓
三
は
い
い
「
こ
の
世
界
に
は
正

し
い
信
念
が
あ
り
ま
た
正
し
い
行
為
が
あ
る
」
「
問
題
は
正
し
い
信
念
が
こ
の
歴

史
的
現
実
で
実
行
に
う
つ
さ
れ
た
場
合
、
必
ず
し
も
正
し
い
行
為
で
結
果
し
な
い

こ
と
が
あ
る
。
一
見
不
正
な
行
為
が
正
し
い
信
念
の
正
当
な
帰
結
で
さ
え
あ
り
う

る
。
」
と
い
う
。
大
審
問
官
は
「
形
而
上
的
反
抗
の
信
念
、
、
を
歴
史
的
反
抗
の
行
為
、
、

に
ま
で
す
す
め
る
」
「
人
間
の
不
幸
、
、
と
い
う
形
而
上
的
事
実
で
は
な
く
、
不
幸
な

人
間
、
、
と
い
う
歴
史
的
現
実
が
、
新
し
い
出
発
点
と
な
る
。
」
と
い
う
の
だ
。
イ
ヷ
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ン
の
思
想
が
「
現
実
と
火
花
を
散
ら
し
て
接
触
す
る
最
も
困
難
な
部
分
」
か
ら
大

審
問
官
は
生
ま
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 

日
野
啓
三
は
、
大
審
問
官
の
提
出
す
る
問
題
を
四
点
に
集
約
す
る
。 

 

第
一
の
問
題
―
―
キ
リ
ス
ト
は
、
人
間
に
対
し
て
余
り
に
多
く
の
完
全
な
も
の

を
求
め
す
ぎ
た
が
故
に
、
却
っ
て
人
間
を
苦
し
め
不
幸
に
し
、
結
局
は
そ
の
純
粋

な
愛
と
は
反
対
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
大
審
問
官
は
い
う
。

「
パ
ン
と
権
威
と
奇
蹟
、
キ
リ
ス
ト
が
拒マ
マ

け
た
こ
の
三
つ
の
も
の
こ
そ
、
人
間
の

幸
福
を
現
実
に

、
、
、
約
束
す
る
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
。
日
野
啓
三
は
、
こ
れ

を
換
言
し
、
「
合
理
的
な
計
画
経
済
、
強
大
な
政
治
権
力
、
確
固
た
る
指
導
原
理

（
世
界
観
）
」
―
―
こ
れ
ら
が
人
々
に
は
パ
ン
を
、
世
界
に
は
統
一
と
秩
序
を
、

〈
人
生
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
〉
〈
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
る
べ
き
か
〉

〈
善
と
は
何
か
〉
と
い
っ
た
疑
問
に
は
整
然
と
し
た
解
答
を
与
え
て
、
「
饑
餓
と

騒
乱
と
良
心
の
悩
み
」
は
完
全
に
地
上
か
ら
姿
を
消
す
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
大
審

問
官
は
「
精
神
的
領
域
と
い
う
あ
の
不
毛
の
荒
野
か
ら
、
こ
の
豊
か
な
歴
史
の
中

へ
帰
つ
て
き
た
の
だ
」
と
、
日
野
啓
三
は
い
う
。
そ
れ
は
「
人
々
と
と
も
に
歴
史

を
生
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
も
は
や
人
々
の
た
め
に
歴
史
を
創
る
こ
と
だ
」
と
い

う
の
だ
。
も
し
不
調
和
を
直
視
す
る
こ
と
が
心
の
平
和
を
乱
す
な
ら
、
乱
さ
れ
た

心
の
ま
ま
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
。 

 

第
二
の
問
題
―
―
彼
ら
は
戦
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
他
人
の
不
幸
に
よ
っ
て
利
益
を

獲
得
す
る
人
々
、
数
々
の
壮
麗
な
体
系
と
巧
妙
な
論
理
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
等
美

し
い
言
葉
を
も
っ
て
現
実
の
粉
飾
と
合
理
化
と
に
専
念
す
る
人
々
等
々
と
戦
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
戦
う
以
上
、
勝
つ
こ
と
だ
け
が
最
上
の
道
徳
で
、
道
徳
さ
え
も
利
用

し
て
冷
静
で
あ
り
う
る
も
の
に
だ
け
、
戦
う
権
利
が
あ
る
。 

 

第
三
の
問
題
―
―
彼
ら
は
き
び
し
く
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
天
は
神
聖
な
ほ
ど

空
虚
で
、
歴
史
は
醜
悪
な
ほ
ど
無
意
味
だ
」
と
い
う
「
事
実
」
に
耐
え
え
た
も
の

だ
け
が
、
欲
す
る
ま
ま
に
歴
史
を
創
っ
て
行
く
資
格
が
あ
る
。
こ
の
世
に
は
も
と

も
と
絶
対
的
な
基
準
と
い
う
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
と
い
う
形
而
上
的
真
実
に
耐

え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
彼
等
の
共
同
の
行
為
だ
け
が
絶
対
の
意
味
を
無
か
ら
こ

の
地
上
に
呼
び
戻
す
。 

 

第
四
の
問
題
―
―
彼
等
は
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
義
務
が
あ
る
。
相
対

的
で
し
か
な
い
歴
史
の
各
瞬
間
に
お
い
て
、
人
間
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
絶
対

的
な
二
者
択
一
で
あ
る
。
架
空
の
神
話
的
意
味
づ
け
を
受
け
と
る
か
、
歴
史
に
意

味
を
与
え
る
か
。
後
者
を
選
ん
だ
も
の
だ
け
を
歴
史
の
創
造
者
と
呼
ぶ
。
自
ら
の

信
念
だ
け
が
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
賭
け
る
に
値
す
る
全
世
界
で
唯
一
の
も
の

だ
、
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
決
断
は
絶
対
的
で
あ
り
、
孤
独
の
裡
に
し
か
な
さ
れ

な
い
。 

 

以
上
の
四
点
が
大
審
問
官
の
提
出
し
た
問
題
だ
と
、
日
野
啓
三
は
い
う
。
そ
の

上
で
、
日
野
啓
三
は
、
次
の
よ
う
に
思
考
す
る
の
で
あ
る
。 

 

イ
ヷ
ン
の
段
階
、
つ
ま
り
世
界
の
不
正
と
い
う
絶
対
の
条
件
に
自
ら
の
正
義
と

い
う
信
念
を
対
立
さ
せ
る
段
階
に
止
る
限
り
、
人
は
人
類
愛
の
要
請
と
自
ら
潔
白

な
人
間
で
あ
る
こ
と
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
世
界
の
不
正
を

告
発
す
る
だ
け
で
、
事
実
不
正
の
訂
正
に
従
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
は
己
が
反
抗

を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
条
件
が
不
当
だ
と
信
ず
る
な

ら
、
そ
の
条
件
の
改
変
や
新
し
い
条
件
の
創
造
に
手
を
染
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
大
審
問
官
の
事
業
は
、
イ
ヷ
ン
の
信
念
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
と
も
に
心

理
的
必
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
大
審
問
官
の
「
確
信
と
体
験
と
」
に
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よ
れ
ば
、
そ
の
事
業
は
キ
リ
ス
ト
が
つ
い
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
荒
野
の

精
霊
の
三
つ
の
警
告
―
「
地
上
に
お
け
る
人
間
性
の
歴
史
的
矛
盾
を
こ
と
ご
と
く

包
含
し
た
三
つ
の
形
態
」
を
「
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
成
立
し
う
る
も

の
」
で
あ
っ
た
。
「
意
識
し
て
故
意
に
明
ら
か
な
虚
偽
を
行
い
不
正
を
受
け
入
れ

る
こ
と
だ
け
が
、
恐
ら
く
こ
の
、
、
歴
史
の
中
で
歴
史
と
と
も
に
地
上
の
正
義
を
要
求

す
る
唯
一
の
方
法
な
の
だ
」
―
―
こ
れ
が
大
審
問
官
の
「
九
十
年
間
秘
め
て
き
た

沈
黙
の
覚
悟
」
だ
と
日
野
啓
三
は
い
う
の
で
あ
る
。
「
大
審
問
官
が
不
正
で
あ
る

、
、
、

の
で
は
な
い
、
彼
は
不
正
を
選
ん
だ

、
、
、
の
だ
」
と
い
う
の
だ
。
イ
ヷ
ン
の
物
語
る
と

こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
の
「
人
類
に
対
す
る
愛
」
「
人
間
の
不
幸
に
対
す
る
憎
悪
」

が
度
を
越
え
て
い
た
た
め
に
「
彼
は
扉
を
蹴
つ
て
歴
史
の
中
に
踏
み
こ
ま
ざ
る
を

え
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
日
野
啓
三
は
、
イ
ヷ
ン
に
お
い
て
「
人
類
に
対
す
る

愛
が
彼
を
反
抗
の
信
念
に
導
い
た
」
と
す
れ
ば
、
大
審
問
官
に
お
い
て
は
「
反
抗

の
信
念
が
人
類
に
幸
福
を
も
た
ら
す
歴
史
的
事
業
に
彼
を
導
い
た
」
の
だ
と
い
う
。

第
一
に
、
「
反
抗
の
信
念
」
は
、
そ
れ
が
「
歴
史
の
場
に
お
け
る
反
抗
の
行
為
」

に
ま
で
至
る
の
で
な
け
れ
ば
不
充
分
で
あ
り
、
第
二
に
「
歴
史
的
反
抗
の
事
業
」

は
、
そ
れ
が
き
び
し
い
「
形
而
上
的
反
抗
の
信
念
」
に
根
ざ
す
も
の
で
な
け
れ
ば

不
充
分
で
あ
る
。 

 

「
正
義
」
に
内
容
を
与
え
る
た
め
に
、
「
歴
史
の
矛
盾
」
を
自
ら
引
き
受
け
、

「
歴
史
に
正
義
を
返
す
」
た
め
に
あ
え
て
「
不
正
」
を
行
う
と
い
う
の
が
大
審
問

官
の
「
覚
悟
」
で
あ
り
、
自
ら
選
ん
だ
「
運
命
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
彼
の

汚
れ
た
手
」
は
「
人
間
の
真
実
と
歴
史
と
の
契
約
の
徴
し
」
で
あ
り
、
彼
は
「
形

而
上
的
絶
対
と
歴
史
的
相
対
と
の
生
き
た
繋
辞
」
で
あ
り
、
彼
の
事
業
は
「
地
を

天
に
近
づ
け
る
真
実
の
バ
ベ
ル
の
塔
」
だ
と
日
野
啓
三
は
い
う
の
だ
。 

 

語
り
終
っ
た
大
審
問
官
に
キ
リ
ス
ト
は
静
か
に
接
吻
し
た
と
、
イ
ヷ
ン
は
最
後

に
つ
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
「
接
吻
」
は
、
大
審
問
官
の
「
覚
悟
」
と
そ
の
事
業

に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
「
理
解
と
承
諾
の
徴
し
だ
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
日

野
啓
三
は
い
う
。
彼
ら
の
結
論
と
行
為
と
は
正
確
に
逆
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

「
不
幸
な
人
類
に
対
す
る
愛
」
と
い
う
そ
の
「
動
機
」
と
そ
れ
故
に
彼
ら
が
生
涯

背
負
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
精
神
的
十
字
架
の
重
さ
」
は
等
し
い
の
だ
と
、
イ

ヷ
ン
は
い
い
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
い
、
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
、
ア
リ

ョ
ー
シ
ャ
を
自
作
の
劇
詩
を
語
り
終
つ
た
イ
ワ
ン

マ
マ

に
接
吻
さ
せ
て
い
る
理
由
も
同

様
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
「
大
審
問
官
」
は
、
作
者
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
ロ

シ
ア
の
革
命
運
動
に
対
す
る
黙
示
録
的
希
望
の
書
だ
」
と
、
日
野
啓
三
は
結
ん
で

い
る
。 

 

却
説
、
荒
正
人
「
同
人
雑
誌
評
」
（
「
文
学
界
」
第
八
巻
第
四
号
、
昭
和
二
十

九
年
四
月
一
日
付
発
行
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。 

 

近
代
文
学
に
は
、
日
野
啓
三
が
「
大
審
問
官
論
」
を
か
い
て
い
る
。
少
し
緊

張
し
て
畏
縮
し
た
筆
致
だ
が
、
近
代
の
擁
立
、
変
革
の
公
式
の
陰
画
を
作
り

あ
げ
て
ゐ
る
点
で
、
新
し
い
世
代
の
ひ
と
つ
の
成
熟
を
示
す
評
論
で
あ
る
。

今
後
の
一
層
積
極
的
な
発
言
を
待
つ
。 

  
ま
た
、
山
室
静
、
荒
正
人
、
日
高
六
郎
、
佐
々
木
基
一
、
久
保
田
正
文
の
五
人

連
名
の
「
文
藝
時
評
」
（
「
近
代
文
学
」
第
九
巻
第
四
号
、
昭
和
二
十
九
年
四
月

一
日
付
発
行
）
の
「
『
近
代
文
学
』
三
月
号
」
の
項
に
は
、
日
野
啓
三
の
「
大
審

問
官
論
」
に
つ
い
て
の
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。 
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日
野
啓
三
の
も
の
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
戦
後
と
い
ふ
環
境
の
な
か
で

よ
み
、
そ
れ
を
控
え
目
の
肉
声
で
語
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
世
代
に
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
が
こ
の
や
う
な
形
で
よ
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
や
は
り
一
つ
の
成
熟

と
し
て
み
た
い
。
但
し
、
結
び
に
な
つ
て
ゐ
る
キ
リ
ス
ト
の
接
吻
は
、
全
く

反
対
の
解
釈
、
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
否
定
と
い
ふ
工
合
に
も
解
釈
で
き
る
。

こ
の
場
合
は
、
絶
望
の
予
言
者
と
し
て
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
心
に
描
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。
方
程
式
の
解
を
一
つ
し
か
だ
さ
な
い
で
、
吟
味
を
忘
れ
た
と

い
ふ
感
じ
は
あ
る
が
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
筋
道
は
良
く
通
つ
て
ゐ
る
。

欲
を
い
へ
ば
、
も
つ
と
裂
け
目
が
覗
い
て
ゐ
て
も
よ
か
つ
た
。 

  

日
野
啓
三
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
裡
に
あ
る
、
新
し
い
も
の
、
未
来
的
な

も
の
、
予
言
的
な
も
の
、
此
岸
を
越
え
た
〈
向
う
側
〉
か
ら
露
出
し
て
き
た
も
の

を
、
覗
き
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
接
吻
」
の
場
面
で
彼
が
指
摘
し
た
か
っ
た

の
は
、
極
限
ま
で
徹
底
さ
れ
た
反
対
物
は
い
つ
か
必
ず
〈
極
端
の
一
致
〉
と
い
う

不
思
議
な
運
命
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

な
お
、
こ
の
「
大
審
問
官
論
」
は
、
日
野
啓
三
第
四
の
著
書
『
虚
点
の
思
想 
動

乱
を
越
え
る
も
の
』
（
永
田
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
付
発
行
）

の
「
第
二
部 

虚
点
の
黙
示
録
」
に
収
載
さ
れ
た
。
そ
の
書
の
巻
末
の
「
解
説
的

あ
と
が
き
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。 

 
 

第
二
部
の
な
か
で
は
、
と
く
に
「
大
審
問
官
論
」
が
私
に
は
強
い
記
憶
が

あ
る
。
こ
れ
は
ス
タ
ー
リ
ン
が
死
ん
だ
翌
年
、
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判

の
行
わ
れ
る
二
年
前
の
も
の
だ
。
私
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
顔
を
終
始
思
い
浮
か

べ
な
が
ら
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
。 

 

何
年
も
の
間
、
若
い
私
の
心
に
の
し
か
か
っ
て
い
た
聖
像
の
死
屍
を
鞭
う

つ
快
感
と
、
す
で
に
ぼ
つ
ぼ
つ
出
始
め
て
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
誹
謗
の
意
見
に

対
し
て
「
悪
い
の
は
彼
個
人
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
を
含
め
た
歴
史
の

法
則
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
反
発
と
の
、
矛
盾
す
る
モ
チ
ー
フ
が

か
ら
み
合
っ
て
い
た
。 

  

ス
タ
ー
リ
ン
の
事
業
、
と
り
わ
け
モ
ス
ク
ワ
粛
清
裁
判
な
ど
に
つ
い
て
の
事
情

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
大
審
問
官
と
い
う
異
様
な
幻
想
的
人
物
の

姿
が
、
改
め
て
恐
ろ
し
い
現
実
性
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。 

 

「
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
」
の
中
心
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
三
つ
の
次
元
に
わ

た
る
人
間
性
の
基
本
的
要
素
の
対
立
が
あ
る
。
第
一
は
イ
ヷ
ン
と
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ

と
の
対
立
、
第
二
は
イ
ヷ
ン
の
劇
詩
の
主
人
公
大
審
問
官
と
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
の
師

ゾ
シ
マ
長
老
と
の
対
立
、
第
三
は
悪
魔
的
に
人
間
的
な
も
の
と
神
的
に
人
間
的
な

も
の
と
の
対
立
。
日
野
啓
三
の
「
大
審
問
官
論
」
は
、
こ
の
人
間
性
の
基
本
的
要

素
の
前
者
に
重
点
を
置
い
て
、
冴
え
た
思
考
を
展
開
し
た
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
大
審
問
官
は
、
「
人
間
へ
の
強
す
ぎ
る
愛
の
た
め
に
、
あ
え
て
孤
独
と
不
正

を
自
ら
に
引
き
受
け
る
受
難
者
」
「
自
ら
意
識
し
て
歴
史
の
矛
盾
を
引
き
受
け
る

受
難
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
キ
リ
ス
ト
の
理
想
を
捨
て
て
悪
魔
と
手
を

結
ん
だ
は
ず
の
大
審
問
官
が
、
真
に
人
類
を
愛
す
る
孤
独
な
受
難
者
の
相
貌
を
呈

し
て
い
る
。
限
界
を
越
え
て
予
言
的
に
根
源
的
に
思
考
し
ぬ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
野
啓
三
は
人
間
の
既
成
の
感
覚
、
思
考
形
式
そ
の
も
の
の
変
革
を
企
図
し
た
の
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だ
ろ
う
。 

  
 
 
 

Ⅲ 

伊
藤
整
著
『
火
の
鳥
』 

  

書
評
の
第
二
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
四
月
一
日
付
発
行
の
「
近
代

文
学
」
第
九
巻
第
四
号
の
「
書
評
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
伊
藤
整
著
『
火
の
鳥
』
」

で
あ
る
。 

 

劈
頭
、
日
野
啓
三
は
、
「
も
し
こ
れ
が
他
の
誰
か
凡
庸
の
作
家
の
か
い
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
作
品
を
心
か
ら
歓
迎
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
。
こ
の
作
品
の
出
現
は
、
次
の
二
つ
の
意
味
で
「
画
期
的
な
〈
事
件
〉
で
あ
る
」

と
い
う
の
だ
。
第
一
に
、
こ
の
作
品
で
作
者
は
「
自
己
の
エ
ゴ
を
仮
託
す
る
に
足

る
一
人
の
客
観
的
人
物
」
を
造
型
し
、
自
由
に
動
か
し
、
そ
の
「
人
物
の
心
理
分

析
、
内
的
独
白
、
現
実
感
覚
、
現
実
批
判
を
通
じ
て
、
作
者
自
身
の
精
神
の
動
き
」

を
表
現
し
て
い
る
。
第
二
に
、
「
現
代
的
な
政
治
的
現
実
」
に
対
す
る
「
感
覚
と

反
応
と
行
動
と
怒
り
と
悲
し
み
」
と
を
描
き
あ
げ
て
い
る
。 

 

だ
が
、
作
者
が
「
か
の
有
名
な
伊
藤
整
氏
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
見
過
ご
せ
な

い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
。
ま
ず
「
現
実
へ
の
関
心
」
の
問
題
。
ア
メ
リ
カ
と
ソ

ヴ
エ
ト
と
を
、
ひ
と
し
く
「
技
術
奴
隷
」
の
組
織
と
並
置
し
た
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
と
同

じ
や
り
方
で
、
伊
藤
整
は
、
商
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
党
組
織
と
を
「
鋼
鉄
の
よ

う
な
残
忍
な
、
利
用
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
利
用
し
て
、
し
か
も
ゆ
る
す
こ
と

を
知
ら
な
い
秩
序
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
し
て
、
読
者
の
前
に
つ
き
つ
け
て
い
る
。

主
人
公
が
「
次
第
に
あ
く
ど
く
利
用
さ
れ
て
人
間
性
を
喪
失
し
て
い
く
過
程
」
は

よ
く
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
女
主
人
公
の
「
人
格
破
壊
、
自
由
放
奔
マ
マ

の
下

手
人
」
と
し
て
、
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
一
緒
に
「
党
組
織
」
が
告
発
さ
れ
て

い
る
の
は
「
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
」
と
日
野
啓
三
は
い
う
。
ジ
イ
ド
の
ソ
ヴ

ェ
ト
紀
行Retour de l’ U

.R.S.S.

以
来
、
党
の
非
人
間
性
を
云
々
す
る
人
々
は
、

「
具
体
的
に
非
人
間
的
な
事
実
」
を
あ
げ
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
頭
か
ら
「
党
は

非
人
間
的
」
と
決
め
て
か
か
る
。
伊
藤
整
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
。
「
勿
論
、
党

の
中
に
も
多
く
の
非
人
間
的
な
人
間
が
い
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
誰
よ
り
も
被

害
を
う
け
て
い
る
の
は
党
自
身
で
あ
る
。
」
と
、
日
野
啓
三
は
、
懸
命
に
「
党
」

を
擁
護
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
も
し
善
意
か
ら
党
が
人
間
的
で
あ
る
こ
と
を
の
ぞ

む
な
ら
、
党
一
般
で
は
な
く
、
そ
の
個
々
人
、
個
々
の
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
こ

そ
批
判
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
「
党
を
全
体
と
し
て
向
う
側
に
お
し
や
り
頭
か
ら
非

人
間
性
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
る
場
合
、
実
は
却
つ
て
党
を
硬
化
さ
せ
て
い
る
と
知
る

べ
き
だ
。
彼
は
自
分
で
自
分
の
善
意
を
裏
切
つ
て
い
る
。
」
と
ま
で
い
う
。
な
ぜ
、

「
党
」
に
「
善
意
」
を
も
つ
こ
と
を
要
求
す
る
の
か
。
日
野
啓
三
は
、
次
の
よ
う

に
い
う
。
「
こ
の
末
期
資
本
主
義
の
も
ろ
も
ろ
の
非
合
理
性
と
矛
盾
を
い
く
ら
か

で
も
合
理
化
し
う
る
も
の
は
、
党
を
お
い
て
他
に
な
い
」
か
ら
だ
と
。
さ
ら
に
「
党

を
合
理
的
に
人
間
的
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
自
分
た
ち
の
未
来
を
人
間
的
に
す
る
こ

と
で
あ
り
、
現
在
の
非
人
間
的
な
事
実
を
変
革
す
る
こ
と
に
通
ず
る
。
反
対
に
党

を
却
つ
て
非
人
間
に
マ
マ

硬
化
さ
せ
る
も
の
は
、
現
在
の
矛
盾
に
暗
黙
の
同
意
を
与
え
、

自
ら
己
が
未
来
の
可
能
性
を
殺
す
も
の
だ
。
」
と
、
日
野
啓
三
は
、
「
党
」
へ
の

「
味
方
」
を
強
引
に
要
求
す
る
の
だ
。 

 

伊
藤
整
と
女
主
人
公
生
島
エ
ミ
と
は
、
「
現
在
の
矛
盾
に
目
を
と
ざ
さ
ず
、
そ

の
変
革
の
事
業
を
理
解
し
て
い
る
」
と
日
野
啓
三
は
い
う
。
し
か
し
、
伊
藤
整
が

こ
の
作
品
で
示
し
た
「
現
実
的
関
心
」
は
、
「
現
実
の
中
の
、
で
は
な
く
現
実
の
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外
か
ら
の
現
実
に
対
す
る
関
心
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
個
人
的
人
間
観
と
抽

象
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
そ
の
基
本
的
理
念
と
し
て
き
た
西
欧
的
近
代
、
、
か
ら
の
現

代
の
政
治
的
現
実
に
対
す
る
批
判
あ
る
い
は
恐
怖
」
―
そ
れ
が
「
こ
の
作
品
の
作

者
の
立
場
だ
」
と
い
い
、
こ
の
書
は
「
見
事
に
立
ち
お
く
れ
た
日
本
文
学
現
マ
マ

実
と

と
も
に
進
も
う
と
す
る
日
本
の
人
々
の
希
望
の
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
々
の
現

状
維
持
と
立
ち
ど
ま
り
と
を
正
当
化
す
る
有
毒
の
書
と
も
な
り
う
る
」
と
、
日
野

啓
三
は
結
ん
で
い
る
。
「
後
進
国
」
「
過
渡
期
」
「
知
識
人
」
と
い
っ
た
問
題
に
、

真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
日
野
啓
三
が
、
「
現
在
の
非
人
間
的
な
事
実
」
を
「
変

革
」
す
る
た
め
に
、
い
か
に
「
善
意
」
を
も
っ
て
「
党
」
に
寄
り
添
っ
て
接
近
し

て
い
た
か
が
判
か
る
書
評
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。 

 

日
野
啓
三
の
こ
の
書
評
を
読
ん
で
い
て
、
想
起
さ
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。
昭
和

三
十
三
（
一
九
五
八
）
年
十
月
に
発
生
し
た
、
所
謂
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
事
件
で
あ

る
。
私
は
、
当
時
「
文
藝
時
評
」
を
担
当
し
て
い
た
新
聞
に
依
頼
さ
れ
て
、
「
パ

ス
テ
ル
ナ
ァ
ク
と
「
ジ
ヴ
ァ
ゴ
博
士
」
」
（
「
関
西
学
院
新
聞
」
第
三
百
八
十
二

号
、
昭
和
三
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
付
発
行
）
と
題
す
拙
稿
を
掲
げ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
書
き
出
し
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。 

 
 

ソ
ヴ
ェ
ト
作
家
ボ
リ
ス
・
エ
ル
・
パ
ス
テ
ル
ナ
ァ
ク
「
ジ
ヴ
ァ
ゴ
博
士
」

の
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
与
と
そ
の
辞
退
、
な
い
し
ソ
ヴ
ェ
ト
国
内
に
お
け
る
作

者
に
対
す
る
痛
烈
な
弾
劾
悪
罵
、
作
家
同
盟
コ
ム
ソ
モ
ル
の
除
名
決
議
、
こ

れ
ら
一
連
の
奇
矯
な
事
態
が
、
パ
ス
テ
ル
ナ
ァ
ク
事
件
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。 

  

さ
ら
に
、
そ
の
拙
稿
の
末
尾
の
一
節
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。 

 
 

小
説
「
ジ
ヴ
ァ
ゴ
博
士
」
は
政
策
で
は
な
い
、
と
パ
ス
テ
ル
ナ
ァ
ク
は
外

国
記
者
に
語
る
。
「
何
故
な
ら
わ
た
し
は
、
政
治
家
で
は
な
い
か
ら
だ
。
だ

が
す
べ
て
の
詩
人
、
す
べ
て
の
藝
術
家
は
そ
の
時
代
の
志
向
を
い
か
様
に
し

て
で
も
探
り
出
し
、
こ
れ
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
。
こ
の
〈
時
代

の
志
向
〉
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
パ
ス
テ
ル
ナ
ァ
ク
は
、
犠
牲
者
に
対
す
る

憎
悪
か
ら
で
は
な
く
、
犠
牲
者
の
置
か
れ
た
滑
稽
な
立
場
に
対
す
る
嘲
笑
、

た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
残
虐
行
為
を
遂
行
す
る
殺
人
鬼
の
、
異
様
な

相
貌
を
浮
彫
り
に
す
る
―
―
「
嘲
笑
を
た
た
え
て
射
殺
す
る
」
と
。
優
秀
を

誇
る
か
れ
ら
パ
ル
チ
ザ
ン
の
心
の
、
人
間
性
欠
如
は
階
級
的
良
心
の
発
露
と

理
解
さ
れ
、
残
念
性
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
エ
ネ
ル
ギ
イ
と
革
命
本
能
の
見
本

と
な
る
の
だ
、
と
主
人
公
ジ
ヴ
ァ
ゴ
は
淡
々
と
語
る
。
だ
が
社
会
主
義
が
、

苦
悩
す
る
人
間
へ
の
憐
憫
と
、
社
会
に
対
す
る
そ
の
擁
護
と
い
う
高
貴
な
精

神
的
動
因
に
よ
っ
て
は
じ
ま
り
な
が
ら
、
か
か
る
宿
命
的
道
を
た
ど
っ
た
の

は
な
ぜ
か
。
人
間
を
圧
迫
し
苛
責
す
る
〈
普
遍
概
念
〉
に
対
す
る
反
抗
に
は

じ
ま
り
な
が
ら
、
新
し
い
別
の
〈
普
遍
概
念
〉
―
〈
人
類
愛
〉
を
宣
言
す
る

に
至
っ
た
か
ら
だ
。
〈
人
類
愛
〉
は
生
け
る
人
間
に
対
す
る
愛
で
は
な
い
。

人
間
性
と
い
う
〈
概
念
〉
に
対
す
る
愛
、
〈
遥
か
な
る
何
も
の
か
〉
に
対
す

る
、
〈
正
義
〉
と
〈
完
全
な
社
会
秩
序
〉
と
い
う
抽
象
的
観
念
に
対
す
る
愛

で
あ
る
。
こ
の
新
し
き
〈
普
遍
概
念
〉
は
生
け
る
人
間
を
自
己
の
道
具
と
化

し
、
人
間
の
価
値
と
内
的
生
命
を
拒
否
す
る
。
憐
憫
は
苛
酷
と
化
し
、
人
間

的
な
道
徳
的
良
心
は
、
社
会
、
集
団
、
運
動
、
党
派
の
道
徳
的
良
心
に
よ
っ

て
片
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
置
換
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、
共
産
主
義
に
お
い
て

− 75 −

日野啓三　昭和二十九年の文業（上）



 

異
常
な
威
力
を
も
っ
て
現
前
す
る
様
相
を
、
パ
ス
テ
ル
ナ
ァ
ク
は
真
摯
に
描

出
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
だ
。 

 
（
略
）Partisan Review

誌
ニ
コ
ラ
・
キ
ャ
ル
モ
ン
テ
は
、
パ
ス
テ
ル

ナ
ァ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
伝
統
に
帰
属
す
る
、
と
指

摘
し
た
が
、
こ
れ
は
、
〈
伝
統
〉
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
刻

な
人
間
的
課
題
と
直
結
す
る
だ
ろ
う
。
ぼ
く
は
率
直
に
信
ず
る
の
だ
が
、「
ジ

ヴ
ァ
ゴ
博
士
」
が
時
代
の
証
言
と
し
て
の
、
真
の
意
味
を
持
つ
の
は
こ
の
点

に
お
い
て
で
あ
る
、
と
。 

  

日
野
啓
三
は
、
パ
ス
テ
ル
ナ
ー
ク
事
件
が
発
生
す
る
以
前
の
昭
和
三
十
年
に
、

す
で
に
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
」
と
か
「
わ
れ
ら
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
か
と

い
っ
た
「
人
間
」
を
「
主
体
」
と
し
た
問
題
に
は
関
心
を
喪
い
、
現
代
的
未
来
的

な
「
存
在
の
追
求
と
表
現
」
と
い
う
問
題
の
領
域
に
大
き
く
踏
み
こ
ん
で
い
た
。 

  
 
 
 

Ⅳ 

「
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
と
正
義
」 

  

評
論
の
第
二
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
五
月
一
日
付
発
行
の
「
三
田

文
学
」
第
四
十
四
巻
第
四
号
の
「
評
論
」
欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ

ミ
ュ
と
正
義
―
『
正
義
の
人
々
』
に
つ
い
て
―
」
で
あ
る
。 

 

劈
頭
、
日
野
啓
三
は
〈
決
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
何
も
の
の
名
に
お
い
て
も

許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
〉
と
い
う
言
説
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
「
大

審
問
官
論
」
で
の
イ
ヷ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
「
形
而
上
的
反
抗
」
の
言
葉
を
想

起
さ
せ
る
。
映
画
「
禁
じ
ら
れ
た
遊
び
」
の
少
女
ポ
ー
レ
ッ
ト
の
姿
を
例
に
挙
げ
、

「
こ
の
世
界
で
生
起
す
る
す
べ
て
の
事
象
に
は
当
然
す
ぎ
る
原
因
と
充
分
の
必
然

性
が
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て
受
け
容
れ
て
は
な
ら
ぬ
結
果
と
い
う
も
の
が
確
か

に
あ
る
。
」
「
人
間
が
あ
る
事
実
の
前
で
〈
否ノ
ン

！
〉
と
い
う
と
き
、
そ
の
と
き
だ

け
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
相
対
的
な
意
味
し
か
も
た
ぬ
世
界
に
ひ
と
つ
の
絶
対
的
な
意

味
を
創
り
与
え
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
。
「
不
正
を
拒
否
す
る
」

と
い
う
「
反
逆
の
意
志
」
を
と
お
し
て
、
「
世
界
に
ひ
と
つ
の
意
味
を
与
え
、
人

間
の
歴
史
に
方
向
を
与
え
、
自
ら
の
生
存
を
人
間
の
生
と
化
す
る
」
と
い
う
の
だ
。

も
し
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
人
類
の
歴
史
も
自
然
の
歴
史
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、

「
人
間
は
単
な
る
存
在
一
般
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
直
立
動
物
の
一
変
種
に
す
ぎ

な
い
」
と
い
う
。
カ
ミ
ュ
が
戯
曲
「
正
義
の
人
々
」Les justes

の
中
で
行
お
う

と
し
た
の
は
、
「
不
正
」
「
正
義
」
と
い
う
手
垢
に
汚
れ
た
言
葉
の
も
つ
決
定
的

な
意
味
を
と
り
出
す
と
い
う
「
危
険
な
操
作
」
で
あ
っ
た
と
、
日
野
啓
三
は
い
う

の
だ
。 

 

「
異
邦
人
」L’Étranger

の
ム
ル
ソ
ー
も
「
誤
解
」La m

alentendu

の
マ

ル
タ
も
、
そ
の
無
垢
は
そ
の
ま
ま
、
悪
に
対
し
不
正
に
対
し
て
受
動
的
で
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
の
事
件
は
た
だ
事
件
と
し
て
起
こ
っ
た
と
い
う
意
味
し
か
も
た
ず
、
あ
ら

ゆ
る
事
物
は
、
単
に
そ
こ
に
在
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
そ
こ
に
在
る
。
「
異
邦
人
」

の
文
体
は
、
諸
々
の
価
値
が
価
値
を
喪
失
し
た
「
ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
文
体
」
で
あ
っ

た
。
「
こ
の
世
界
に
は
最
高
の
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
今
も
私
は
信
じ
つ
づ

け
て
い
る
。
し
か
し
今
や
こ
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
何
か
が
意
志
を
も
つ
て
い
る

こ
と
を
私
は
知
つ
て
い
る
。
」
こ
れ
が
ナ
チ
の
侵
略
に
よ
っ
て
カ
ミ
ュ
が
発
見
し
、

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
闘
争
を
通
じ
て
カ
ミ
ュ
が
学
ん
だ
教
訓
で
あ
っ
た
。 

 

か
く
し
て
新
し
い
仕
事
が
確
定
し
た
。
カ
ミ
ュ
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
人
間
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だ
け
が
唯
一
の
受
諾
者
で
あ
る
正
義
に
機
会
を
与
え
る
こ
と
」
が
、
仕
事
の
主
題

で
あ
る
。
日
野
啓
三
は
、
ア
ル
ベ
レ
ー
ス
が
『
カ
ミ
ュ
論
』
で
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

運
動
と
解
放
の
頃
」
を
境
に
し
て
、
そ
の
前
を
「
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
時
代
」
そ
の
後

を
「
プ
ロ
メ
テ
の
時
代
」
と
名
付
け
た
の
を
分
析
し
、
「
シ
ジ
フ
ォ
ス
」
と
「
プ

ロ
メ
テ
」
と
の
微
妙
な
ち
が
い
は
決
定
的
で
あ
る
と
い
う
。
日
野
啓
三
に
よ
れ
ば
、

「
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
自
尊
心
」
と
「
プ
ロ
メ
テ
の
正
義
」
、
こ
れ
が
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
の
一
時
期
を
中
に
は
さ
ん
で
書
か
れ
た
、
二
つ
の
戯
曲
「
誤
解
」
と
「
正
義
の

人
々
」
と
の
主
題
の
相
違
だ
と
い
う
の
だ
。 

 

「
誤
解
」
の
主
人
公
マ
ル
タ
が
宿
泊
客
を
殺
す
の
は
、
「
傷
つ
け
ら
れ
た
自
尊

心
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
だ
が
日
野
啓
三
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
不
幸
、
人
生
の
冷

酷
、
人
間
の
条
件
の
不
正
を
、
彼
女
は
自
ら
が
「
傷
つ
い
た
自
尊
心
の
復
讐
の
正

当
化
に
利
用
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
、
受
け
容
れ
て
い
る
。
手
は
こ
ん
で
い
て
も

世
界
の
不
正
を
受
け
容
れ
る
と
い
う
一
事
に
変
わ
り
は
な
い
、
と
い
う
の
だ
。
彼

女
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
「
世
界
に
新
し
い
不
正
を
加
え
、
人
間
の
条
件
の
悲
惨

を
さ
ら
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
天
に
味
方
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
闘
争
を
通
じ
て
カ
ミ
ュ
が
学
ん
だ
真
実
は
、
「
人
間
は
人

間
の
条
件
の
形
而
上
的
、
歴
史
的
不
正
と
戦
う
た
め
に
こ
そ
正
義
を
受
諾
す
べ
き

で
あ
り
、
地
上
の
正
義
を
要
求
し
て
不
断
に
天
と
地
の
不
正
と
戦
う
こ
と
に
よ
つ

て
世
界
と
人
間
に
意
味
を
与
え
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
ペ

ス
ト
」La peste

「
戒
厳
令
」L’État de siège

「
正
義
の
人
々
」
の
新
し
い
主

題
だ
と
い
う
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
同
志
と
共
に
戦
う
、

デ
ィ
エ
ゴ
や
リ
ュ
ー
や
カ
リ
ア
ー
エ
フ
た
ち
は
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
戦
火
の
中
か

ら
誕
生
し
た
「
二
十
世
紀
の
プ
ロ
メ
テ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
、
日
野
啓
三

は
い
う
。 

 

プ
ロ
メ
テ
は
、
「
地
上
の
正
義
」
を
要
求
し
た
た
め
に
、
地
の
果
て
の
岩
頭
に

縛
り
つ
け
ら
れ
、
鎖
の
重
み
と
酷
暑
と
寒
風
と
禿
鷹
の
嘴
と
を
耐
え
ぬ
く
各
瞬
間

毎
に
「
正
義
」
を
確
保
し
た
。
「
正
義
」
を
生
き
る
と
は
己
が
全
存
在
を
賭
け
て

地
の
果
て
の
孤
独
の
裡
で
「
天
」
と
戦
い
ぬ
く
こ
と
だ
。
「
天
」
と
は
こ
の
場
合
、

「
不
正
」
も
知
ら
ず
「
正
義
」
と
も
無
縁
の
ま
ま
に
地
上
を
支
配
す
る
絶
対
的
な

力
の
謂
だ
。
「
地
上
の
不
正
」
に
無
関
心
で
「
人
間
の
正
義
」
に
非
情
な
の
が
、

わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
こ
の
世
界
で
あ
る
。
よ
り
公
正
な
未
来
を
求
め
て
専
制
と
戦

う
革
命
的
人
間
は
、
不
断
に
「
天
」
と
戦
う
時
に
の
み
誕
生
す
る
。 

 

「
正
義
の
人
々
」
と
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
の
た
め
に
「
天
」
に
反
抗
し
、
「
ロ

シ
ア
の
未
来
」
の
た
め
に
「
ツ
ア
ー
リ
ズ
ム
」
に
反
抗
す
る
、
二
重
の
反
抗
者
だ
。

彼
等
が
愛
す
る
の
は
、
公
正
な
人
生
で
あ
る
。
「
社
会
的
正
義
」
だ
け
で
な
く
、

「
社
会
的
」
「
形
而
上
的
」
二
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
「
人
間
的
正
義
」
こ
そ
革

命
の
最
新
で
最
後
の
条
件
で
あ
る
。
カ
リ
ア
ー
エ
フ
が
、
最
初
セ
ル
ゲ
イ
太
公
の

馬
車
に
太
公
の
幼
い
甥
と
姪
と
が
同
乗
し
て
い
た
た
め
爆
弾
を
投
げ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
「
子
供
を
殺
す
の
は
名
誉
に
反
す
る
」

こ
と
で
あ
り
、
「
名
誉
は
貧
し
い
人
間
の
最
後
の
富
」
で
あ
る
と
い
う
カ
リ
ア
ー

エ
フ
の
科
白
を
引
用
し
、
こ
の
考
え
こ
そ
「
人
間
が
人
間
で
な
く
な
る
か
否
か
の

最
後
の
条
件
で
あ
る
」
と
日
野
啓
三
は
い
う
。
カ
ミ
ュ
は
「
子
供
の
苦
し
み
が
そ

れ
自
身
耐
え
難
い
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
苦
痛
が
正
当
化
さ
れ
な
い
事
実
が
耐
え

難
い
の
だ
」
と
い
う
。
太
公
は
殺
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
理
由
を
自
ら
つ
く
っ
た
。

子
供
の
死
は
何
も
の
を
も
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
が
、
太
公
の
死
は
正
当
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
、
加
害
者
の
生
命
を
も
っ
て
贖
う
こ
と
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が
で
き
る
。
革
命
家
は
す
べ
て
自
ら
の
生
命
を
も
っ
て
流
血
を
贖
う
だ
け
の
覚
悟

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
覚
悟
が
本
物
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
確
実
に
太
公
と
そ
の

仲
間
の
血
を
流
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
野
啓
三
は
、
「
支
配
階
級
は
社
会
的
不
正

を
作
り
出
す
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
不
正
を
も
わ
れ
わ
れ
に
課
す
」

と
い
う
。
カ
リ
ア
ー
エ
フ
は
子
供
を
殺
さ
ず
太
公
を
殺
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

道
主
義
者
で
も
殺
人
鬼
で
も
な
い
「
革
命
的
テ
ロ
リ
ス
ト
」
に
な
っ
た

、
、
、
の
だ
。「
彼

は
革
命
に
意
味
を
与
え
、
自
分
自
身
の
行
動
に
意
味
を
与
え
、
さ
ら
に
太
公
の
死

に
さ
え
も
意
味
を
与
え
た
」
と
い
う
の
だ
。 

 

だ
が
、
カ
リ
ア
ー
エ
フ
が
「
正
義
」
の
た
め
に
捨
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

「
清
い
手
の
自
覚
」
だ
け
で
な
く
「
あ
る
が
ま
ま
の
愛
の
よ
ろ
こ
び
」
も
で
あ
っ

た
。
二
度
目
に
出
発
す
る
直
前
、
彼
は
ド
ラ
か
ら
は
げ
し
い
愛
の
言
葉
を
き
く
。

彼
は
こ
こ
で
、
ド
ラ
へ
の
直
接
的
な
愛
情
を
お
し
殺
し
、
あ
の
や
さ
し
い
心
の
平

和
を
捨
て
る
。
ほ
と
ん
ど
抽
象
的
存
在
に
も
ひ
と
し
い
「
民
衆
へ
の
愛
」
を
、
彼

は
心
の
平
和
と
引
き
換
え
に
受
け
容
れ
る
。
彼
の
「
人
類
に
対
す
る
愛
」
に
は
、

「
民
衆
の
支
配
者
」
と
「
世
界
の
支
配
者
」
と
に
対
す
る
「
二
重
の
反
抗
」
の
意

志
の
裏
打
ち
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
人
間
の
愛
」
だ
け
が
よ
く
「
神
の
愛
」
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
、
神
の
救
い
を
斥
け
て
自
分
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
だ
。 

 

「
正
義
」
は
人
間
に
余
り
に
多
く
の
代
償
を
要
求
す
る
。
そ
れ
が
ド
ラ
の
実
感

で
あ
り
、
カ
ミ
ュ
の
確
信
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
、
日
野
啓
三
は
い
う
。
「
世

界
の
悲
惨
」
に
抗
議
す
る
た
め
に
自
ら
「
悲
惨
」
を
引
き
受
け
、
「
地
上
の
不
正
」

を
な
く
す
た
め
に
自
ら
新
し
い
「
不
正
」
を
選
び
、
そ
の
「
不
正
」
は
、
自
ら
の

「
死
」
に
よ
っ
て
し
か
正
当
化
で
き
な
い
。
革
命
的
テ
ロ
リ
ス
ト
の
場
合
が
そ
れ

で
あ
る
。
「
正
義
」
と
は
抽
象
的
原
理
で
は
な
く
、
「
生
き
た
人
間
」
に
加
え
ら

れ
る
「
不
正
」
に
対
し
て
「
抗
議
す
る
意
志
」
の
こ
と
だ
と
、
カ
ミ
ュ
は
強
調
す

る
。
人
間
の
た
め
に
、
人
間
が
正
し
く
人
間
と
な
る
た
め
に
こ
そ
「
正
義
」
は
あ

る
。
「
生
き
た
人
間
」
と
そ
の
「
尊
厳
」
、
そ
の
「
倫
理
的
意
志
」
こ
そ
尊
重
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
日
野
啓
三
は
い
う
。
人
間
の
「
不
正
」
な
状
態
は
、
「
社
会

的
」
な
も
の
で
あ
れ
「
形
而
上
的
」
な
も
の
で
あ
れ
、
告
発
さ
れ
る
べ
き
で
、
人

間
の
「
反
抗
的
意
志
」
だ
け
が
ひ
と
つ
の
意
味
を
こ
の
世
界
に
与
え
る
、
と
い
う

の
だ
。
こ
の
「
評
論
」
は
、
パ
ス
カ
ル
が
「
考
え
る
葦
」
の
比
喩
で
主
張
し
た
「
人

間
の
尊
厳
」
と
い
う
近
代
的
観
念
に
強
く
囚
わ
れ
て
、
「
如
何
に
生
く
べ
き
か
」

を
真
剣
に
考
え
た
論
考
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。 
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日野啓三　昭和二十九年の文業（上）




