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統
を
忘
れ
な
い
姿
勢
を
基
本
に
据
え
、
改
良
を
意
図
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
二
十
七
年
、
鉄
幹
が
「
亡
国
の
音
」（
五
月
十
〜
十
八
日
、

『
二
六
新
報
』
に
て
八
回
連
載
）
を
発
表
し
、
同
三
十
一
年
に
は
正
岡
子
規
が

「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」（
二
月
十
二
日
〜
三
月
四
日
、『
日
本
』に
て
十
回
連
載
）

を
発
表
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
短
歌
革
新
の
動
き
は
徐
々
に
進
ん
で
い
く
こ

と
と
な
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、直
文
の
言
説
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
鉄
幹
・
子
規
登
場
以
後
の
直
文
の
改
良
論
に
つ
い
て
考

察
を
行
い
、
そ
の
変
容
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

ま
ず
、『
心
の
花
』三
巻
一
号（
明
治
三
十
三
年
一
月
）に
収
録
さ
れ
て
い
る「
国

風
家
懇
親
会
席
上
演
説
」（『
著
作
集
Ⅰ
』
収
録
）
を
見
て
み
る
。

私
の
大
に
諸
君
に
望
む
と
こ
ろ
は
、
世
の
所
謂
旧
派
と
新
派
と
合
同
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
で
す
。
歌
は
、
想
と
形
と
共
に
善
美
で
な
け
れ
ば
な

一

落
合
直
文
の
折
衷
的
立
場
に
立
つ
和
歌
改
良
論
は
、
新
派
、
特
に
高
弟
で
あ

る
与
謝
野
鉄
幹
に
よ
る
和
歌
革
新
論
と
比
較
さ
れ
、「
調
和
的
」「
微
温
的
」
と

評
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
折
衷
的
立
場
の
本
質
を
捉
え
た
評

価
と
は
言
い
難
い
た
め
、
拙
稿
（
１
）

で
は
ま
ず
、
明
治
二
十
二
年
か
ら
同
二
十
六
年

ま
で
の
直
文
の
改
良
論
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
、
折
衷
的
立
場
の
背
景
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
た
。

明
治
二
十
二
年
、
直
文
は
当
時
の
御
歌
所
寄
人
で
あ
っ
た
阪
正
臣
に
対
し
、

御
歌
所
派
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
西
洋
主
義
の
移
入
と
い
う
時
代
の
潮
流
を
背

景
に
、
直
文
は
歌
の
発
達
を
目
指
し
、
和
歌
改
良
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
と

な
る
。明
治
二
十
二
年
か
ら
同
二
十
六
年
ま
で
の
直
文
の
改
良
論
は
、「
景
樹
派
」

「
真
淵
派
」、「
守
旧
派
」「
改
進
派
」
等
の
流
派
に
拘
泥
せ
ず
、
各
流
派
の
長
所

を
公
平
に
重
視
し
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
折
衷
論
で
あ
る
。
歴
史
に
鑑
み
て
伝

落
合
直
文
の
和
歌
改
良
論
の
変
容

︱ 

新
派
の
立
場
表
明
を
め
ぐ
っ
て 

︱

長　

福　

香　

菜
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ば「
善
美
な
る
歌
」は
詠
め
な
い
た
め
、「
旧
派
も
す
て
な
い
」と
い
う
。
つ
ま
り
、

善
美
な
歌
を
詠
む
た
め
に
は
旧
派
と
し
て
の
素
養
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
旧
派
と
新
派
に
対
す
る
言
及
を
見
て
み
る
。

私
は
、
旧
派
の
歌
人
に
向
つ
て
い
ひ
た
い
事
が
あ
る
。
君
た
ち
の
歌
は
よ

く
錬
磨
の
巧
を
積
ん
で
居
ら
る
ゝ
故
、
想
は
と
も
か
く
も
、
よ
く
形
が
備

は
つ
て
居
る
。
長
歌
に
せ
よ
、
今
様
に
せ
よ
、
短
歌
に
せ
よ
、
た
し
か

に
新
派
の
人
々
が
就
い
て
教
を
き
く
べ
き
資
格
を
持
つ
て
居
ら
れ
ま
す
。

た
ゞ
、
あ
ま
り
守
旧
に
過
ぎ
て
、
さ
ら
に
進
取
の
気
象
の
な
い
と
い
ふ
誹

は
免
れ
な
い
や
う
に
思
ふ
。
歌
は
隠
居
の
仕
事
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

よ
く
私
の
聞
く
と
こ
ろ
な
る
が
、
か
く
歌
の
価
値
を
下
落
せ
し
め
た
る
は

誰
の
罪
で
あ
る
か
。〈
中
略
〉
旧
派
の
人
は
、
新
派
の
人
に
く
ら
ぶ
れ
ば

多
く
は
先
輩
で
す
。
そ
の
歌
に
つ
き
て
の
経
験
な
り
、
技
量
な
り
、
新
派

の
人
な
ど
の
遠
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
さ
て
は
、
意
久
地
の
な
い
野

卑
な
こ
と
は
や
め
、
又
つ
ま
ら
な
い
窮
屈
な
こ
と
は
い
は
で
、
大
に
後
進

の
徒
を
導
く
や
う
に
し
て
ほ
し
い
。〈
中
略
〉

私
は
、
新
派
の
歌
人
に
向
つ
て
も
、
い
ひ
た
い
事
が
あ
る
。
新
派
の
人
は
、

議
論
だ
け
は
や
か
ま
し
い
け
れ
ど
、
歌
は
旧
派
の
人
に
劣
つ
て
居
る
。
そ

れ
も
そ
の
筈
、
一
方
は
四
十
年
も
五
十
年
も
か
ゝ
つ
て
居
る
に
、
一
方
は

僅
に
こ
の
五
六
年
の
星
霜
を
経
た
ば
か
り
で
す
。
い
か
に
天
才
あ
る
人
に

て
も
、
そ
の
間
に
金
玉
の
歌
が
出
来
や
う
筈
が
な
い
。〈
中
略
〉
新
派
の

ら
ぬ
。
た
と
ひ
想
が
斬
新
で
あ
つ
て
も
形
に
し
て
不
完
全
の
と
こ
ろ
あ
ら

む
か
、
そ
の
歌
は
よ
き
歌
と
は
い
は
れ
な
い
。
又
、
た
と
ひ
形
が
完
全
で

あ
つ
て
も
想
に
し
て
陳
腐
な
ら
む
か
、
そ
の
歌
は
よ
き
歌
と
は
い
は
れ
な

い
。
旧
派
の
人
は
、
お
ほ
く
形
を
の
み
論
じ
て
、
想
の
如
何
を
問
は
ず
、

新
派
の
人
は
、
お
ほ
く
想
を
の
み
説
き
て
、
形
の
如
何
を
顧
み
な
い
。〈
中

略
〉
互
に
誹
り
て
、
見
も
せ
ず
、
よ
み
も
せ
ず
、
又
味
ひ
も
せ
な
い
。
そ

れ
故
に
、
新
旧
共
に
彼
の
長
所
も
知
ら
ね
ば
、
此
の
短
所
も
知
ら
ず
、
極

端
よ
り
極
端
に
走
り
て
、
更
に
顧
み
な
い
。
こ
れ
は
共
に
間
違
て
居
る
こ

と
で
、
こ
の
学
の
た
め
、
私
は
密
に
心
配
し
て
居
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
、

新
旧
二
派
が
合
同
し
て
、
想
に
も
心
を
と
め
、
形
に
も
思
を
こ
ら
す
や
う

な
ら
む
に
は
、
こ
ゝ
に
は
じ
め
て
善
美
な
る
歌
も
出
来
や
う
か
。
私
は
、

新
派
で
あ
る
か
、
旧
派
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
、
や
ゝ
新
派
に
左
袒
し
て
居

る
も
の
で
す
。
さ
れ
ど
ま
た
旧
派
も
す
て
な
い
、
否
、
旧
派
よ
り
出
で
た

る
新
派
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
到
底
善
美
な
る
歌
は
望
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と

思
ふ
。

（
２
）

直
文
は
こ
の
演
説
の
中
で
、「
旧
派
と
新
派
」
の
「
合
同
」
を
訴
え
た
。
旧

派
は
「
形
」、
新
派
は
「
想
」
を
論
じ
る
の
み
で
あ
る
が
、
歌
は
「
想
と
形
」

を
兼
備
し
、か
つ「
善
美
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
直
文
は
、

自
ら
を
「
や
ゝ
新
派
に
左
袒
し
て
居
る
も
の
」
と
位
置
付
け
た
。『
歌
学
』
誌

上
で
は
、
不
偏
の
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
き
て
新
派
の
立

場
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
派
か
ら
出
た
新
派
で
な
け
れ
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ま
た
、
同
三
十
三
年
三
月
二
十
八
日
付
『
毎
日
新
聞
』
に
は
「
落
合
直
文
氏

の
短
歌
談
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

頃
日
、
社
員
、
落
合
直
文
氏
を
訪
ふ
て
、
氏
の
文
学
論
を
聴
け
り
。
今
ま

短
歌
に
関
す
る
氏
の
意
見
を
記
さ
ん
。

氏
徐
に
語
て
曰
く
、
己
は
全
然
古
今
集
の
序
文
を
楯
と
せ
る
旧
派
に
反
対

す
る
に
非
ら
ざ
れ
ど
、
遠
か
ら
ず
短
歌
の
改
良
は
計
ら
ざ
る
可
ら
ず
。
左

り
と
て
今
日
の
所
謂
新
派
な
る
も
の
に
対
し
て
も
、
未
だ
全
く
合
同
す
る

能
は
ざ
る
な
り
。
乍
併
余
は
新
旧
両
派
に
向
つ
て
知
人
多
し
。
従
つ
て
両

種
の
中
間
に
介
在
し
て
、
研
究
上
都
合
好
き
位
置
に
あ
る
を
以
て
、
内
々

に
於
て
は
随
分
新
派
の
歌
を
試
み
置
け
り
。

直
文
は
、「
旧
派
に
反
対
」
は
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、「
短
歌
の
改
良
」

を
要
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、「
新
派
」

に
は
ま
だ
全
面
的
に
立
場
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
立
的
立
場
を
と
る
理
由
と
し
て
、
新
旧
両
派
に
「
知
人
」
が
い

る
か
ら
で
あ
る
と
直
文
自
身
が
明
言
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
一
見

改
良
論
の
問
題
を
矮
小
化
し
か
ね
な
い
発
言
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、
こ
れ

は
お
そ
ら
く
直
文
の
本
音
で
あ
り
、
人
脈
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
世
渡
り
の
術

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
直
文
を
一
個
人
と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
そ
れ
は
当

然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
こ
そ
改
良
論
の
本
質
が
あ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
新
旧
両
派
の
人
脈
を
大
切
に
す
る
以
上
、
直
文
は
、
御
歌

所
派
に
代
表
さ
れ
る
「
旧
派
」
と
、
自
ら
の
門
下
で
あ
る
鉄
幹
を
は
じ
め
と
す

人
々
に
は
種
々
の
人
々
が
居
る
が
、
大
体
は
一
致
し
て
居
る
や
う
で
す
。

三
十
一
字
で
は
十
分
に
思
想
を
あ
ら
は
す
事
が
出
来
ぬ
故
、
長
篇
を
作
ら

う
と
い
ふ
の
が
一
。
五
七
と
か
七
五
と
か
に
て
は
事
足
ら
ぬ
故
、
新
し
く

詩
形
を
作
ら
う
と
い
ふ
の
が
一
。
漢
語
も
洋
語
も
い
れ
て
、
用
語
を
自
由

に
な
さ
う
と
い
ふ
の
が
一
。
大
に
西
洋
の
思
想
を
い
れ
て
よ
ま
う
と
い
ふ

の
が
一
。
こ
れ
ら
四
を
実
行
せ
む
と
い
ふ
の
が
目
的
で
あ
る
や
う
だ
が
、

い
づ
れ
も
至
極
尤
も
な
る
論
と
思
ひ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
不
足
を
い

つ
た
ら
い
ろ

く
言
ふ
べ
き
点
が
あ
る
。

旧
派
は
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、「
経
験
」
と
「
技
量
」
を
有
し
て
い
る
た
め
、

歌
の
基
礎
を
身
に
付
け
て
お
り
、「
形
」
は
整
っ
て
い
る
が
、
そ
の
頑
迷
固
陋

な
態
度
が
「
歌
の
価
値
を
下
落
せ
し
め
た
る
」
と
言
い
、
新
味
を
見
出
せ
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
。
新
派
に
対
し
て
は
、「
歌
は
、
旧
派
の
人
に
劣
つ
て
居
る
」

と
し
、
議
論
だ
け
が
先
行
し
て
実
力
が
伴
っ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
る
が
、
改

良
の
意
図
に
は
納
得
の
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。

〈
前
略
〉
思
へ
ば
、歌
学
社
会
の
今
日
の
急
務
は
、新
旧
両
派
の
合
同
で
す
。

若
し
、
合
同
せ
な
け
れ
ば
、
旧
派
は
陳
腐
に
陥
り
、
新
派
は
蕪
雑
に
流
れ
、

共
に
真
正
な
る
発
達
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
い
と
思
ふ
。

新
旧
派
の
「
合
同
」
を
訴
え
る
点
に
お
い
て
は
、こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
自
ら
を
「
新
派
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
歌
学
の
進
歩

と
い
う
志
を
同
じ
く
す
る
鉄
幹
ら
の
新
派
が
短
歌
革
新
を
推
し
進
め
る
趨
勢
に

あ
っ
て
は
、
や
は
り
「
新
派
」
の
呼
称
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
ゝ
で
は
鉄
幹
の
歌
論
の
一
端
を
伺
ふ
に
足
る
べ
く
、
ま
た
有
力
な
短
歌

史
料
と
も
な
る
べ
き
、
次
の
一
通
だ
け
を
発
表
し
て
お
き
た
い
。

御
手
紙
拝
見
仕
り
候
さ
て
御
垂
示
の
む
ね
実
は
宅
の
先
生
よ
り
も
叱

ら
れ
申
候
や
ゝ
血
気
に
ハ
ヤ
リ
た
る
跡
有
之
候
へ
も

〈
マ
マ
〉か

ゝ
る
こ
と
は

到
底
両
先
生
の
お
口
よ
り
は
痛
論
し
玉
ふ
こ
と
叶
は
さ
る
義
と
存
じ

槐
園
氏
と
共
に
筆
を
採
り
初
め
申
し
候
一
応
御
高
見
伺
ひ
申
候
は
至

当
の
義
に
て
軽
率
の
罪
〈
マ
マ
〉

万
謝
候
も
は
や
完
結
と
致
し
更
に
海
上

胤
平
氏
を
攻
挙
致
度
と
存
居
り
候
革
新
論
は
進
歩
を
促
す
第
一
の
要

素
と
し
て
是
非
必
要
に
候
へ
は
差
支
な
き
範
囲

0

0

0

0

0

0

に
於
て
此
論
を
唱
導

仕
り
度
是
非
一
度
は
誰
か
の
口
よ
り
出
づ
べ
き
議
論
ゆ
ゑ
人
に
は
譲

り
か
た
く
候
さ
て
議
論
は
む
し
ろ
極
端
に
出
て
候
方
コ
タ
ヘ
ル
処
よ

く
コ
タ
ヘ
可
申
と
存
候
近
日
拝
趨
之
上
万
々
お
詫
も
度〈
マ
マ
〉し

御
高
見
も

承
り
度
先
は
〈
マ
マ
〉

ま
て
　
　
草
々

　
　
　
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
謝
野
　
寛

　
　
小
中
村
先
生
侍
史
（
消
印
、
明
治
二
十
七
年
五
月
十
六
日
）

こ
の
書
簡
は
、
明
治
二
十
七
年
五
月
十
日
か
ら
「
二
六
新
報
」
に
連
載

さ
れ
た
「
亡
国
の
音
」
に
対
す
る
弁
解
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
弁
解
の
な

か
に
、
非
妥
協
的
な
短
歌
革
命
へ
の
道
が
指
示
さ
れ
て
ゐ
る
。

書
簡
に
は
、
鉄
幹
が
、
義
象
か
ら
教
示
を
、
直
文
か
ら
は
叱
責
を
そ
れ
ぞ
れ

受
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
歌
壇
に
お
い
て
、
義
象
と
直
文

の
「
両
先
生
の
お
口
よ
り
は
痛
論
し
玉
ふ
こ
と
叶
は
さ
る
」
状
況
を
指
摘
し
て

る
「
新
派
」
の
双
方
へ
配
慮
し
た
折
衷
的
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
立
た
ず
に
新
派
の
歌
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
を
敢
え

て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
暗
に
新
派
寄
り
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
こ

と
は
否
め
な
い
。

三

明
治
二
十
七
年
発
表
の
「
亡
国
の
音
」
に
お
い
て
、
御
歌
所
長
で
あ
っ
た
高

崎
正
風
を
筆
頭
に
御
歌
所
派
歌
人
ら
を
論
難
し
た
鉄
幹
は
、
新
派
の
急
先
鋒
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
「
亡
国
の
音
」
に
つ
い
て
、鉄
幹
は
『
心
の
花
』

三
巻
九
号
（
明
治
三
十
三
年
九
月
）
掲
載
「
国
詩
革
新
の
歴
史
」
で
、
以
下
の

よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

翌
年
の
春
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
僕
が
『
亡
国
の
音
』
と
云
ふ
も
の
を
二
六

新
報
に
書
い
た
。
高
崎
正
風
、
小
出
粲
な
ど
云
ふ
宮
内
省
の
歌
人
達
を
攻

撃
し
て
、
其
歌
を
挙
げ
て
、
今
か
ら
見
れ
ば
随
分
乱
暴
な
批
難
を
下
し
た
。

是
は
落
合
先
生
と
も
槐
園
と
も
合
意
の
上
の
議
論
で
あ
つ
て
、
僕
等
浅
香

社
の
者
が
正
面
か
ら
旧
派
歌
人
を
罵
つ
た
第
一
の
声
で
あ
つ
た
と
思
ふ
。

「
乱
暴
な
批
難
」
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
、
直
文
と
の
「
合
意
の
上
の
議

論
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
関
連
し

て
、
神
崎
清
氏
が
「
与
謝
野
鉄
幹
の
生
涯
（続）
」（『
立
命
館
文
学
』
二
巻
十
号
、

一
九
三
五
年
十
月
）
に
お
い
て
、「
明
治
二
十
七
年
五
月
十
六
日
」
消
印
の
小

中
村
義
象
宛
鉄
幹
書
簡
を
紹
介
し
、
（
３
）

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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来
る
一
月
よ
り
会
員
の
文
集
第
一
号
を
発
兌
す
る
と
い
ふ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
文
章
会
設
立
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
正
風
と
直

文
は
と
も
に
名
前
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、「
萩
の
家
主

人
追
悼
録
」（『
国
文
学
』
六
十
二
号
、
明
治
三
十
七
年
二
月
、
以
下
「
追
悼
録
」

と
略
す
）
に
は
粲
の
追
悼
歌
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　
年
々
忘
年
会
に
う
ち
集
ひ
し
事
な
ど
思
ひ
て

忘
ら
れ
ぬ
今
は
か
た
み
と
な
り
に
け
り
年
わ
す
れ
に
と
集
ひ
し
こ
と
も

「
追
悼
録
」
に
は
、
正
風
や
粲
同
様
に
「
亡
国
の
音
」
で
名
指
し
さ
れ
た
他

の
御
歌
所
派
歌
人
ら
の
名
前
も
見
え
、
そ
の
交
遊
が
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
あ

る
。直

文
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
正
面
切
っ
て
の
御
歌
所
派
批
判
は
到
底
納
得
で

き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
直
文
は
御
歌
所
派
歌
人
ら

と
懇
意
な
間
柄
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、拙
稿
（
４
）

で
述
べ
た
通
り
、

実
際
に
直
文
は
旧
知
の
仲
で
あ
る
正
臣
に
対
し
て
は
個
人
的
に
御
歌
所
派
批
判

を
行
っ
た
が
、
そ
れ
を
公
に
展
開
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
成
し
得

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
両
派
へ
配
慮
し
、
あ
く
ま
で
折
衷
的
立
場
を
主
張
し

て
き
た
直
文
に
と
っ
て
、
当
時
の
歌
壇
の
権
威
で
あ
り
、
か
つ
人
脈
の
あ
る
御

歌
所
派
を
自
分
の
門
下
が
批
判
す
る
こ
と
は
、
直
文
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
受
け
止
め
ら
れ
か
ね
な
い
。
お
そ
ら
く
新
派
偏
向
と
見
な
さ
れ

る
の
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
る
。「
合
意
の
上
の
議
論
」で
あ
り
な
が
ら
、直
文
は
な
ぜ「
痛
論
」し
得
な
か
っ

た
の
か
、
ま
た
鉄
幹
を
叱
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
前
述
の
直
文
の
発
言

を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
理
由
が
御
歌
所
派
歌
人
ら
と
の
人
脈
に
あ
っ
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。

直
文
は
、
前
述
の
阪
正
臣
を
は
じ
め
と
し
て
、
鉄
幹
が
「
亡
国
の
音
」
で
批

判
の
対
象
と
し
た
正
風
や
小
出
粲
な
ど
と
も
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
佐
佐
木
信
綱

は
、『
落
合
直
文
先
生
三
十
三
回
忌
追
悼
録
』（
一
九
三
六
年
　
落
合
直
文
先
生

追
悼
会
編
輯
所
編
・
発
行
）
所
収
「
落
合
直
文
さ
ん
と
私
」
の
中
で
、
正
風
主

催
の
景
樹
の
追
悼
会
へ
直
文
と
と
も
に
出
席
し
た
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る
。

ま
た
お
歌
所
の
長
、
高
崎
正
風
さ
ん
が
星
ヶ
岡
茶
寮
で
香
川
景
樹
の
追

悼
会
を
開
か
れ
た
時
、
座
の
末
席
に
落
合
、
井
上
（
通
康

〈
マ
マ
〉）、

私
の
三
人

が
坐
り
、
其
の
前
に
は
三
宅
花
圃
、
樋
口
一
葉
、
伊
東
夏
子
の
三
閨
秀
歌

人
が
中
島
歌
子
門
下
の
三
才
媛
と
い
ふ
格
で
坐
つ
て
ゐ
た
。

ま
た
明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
二
日
付
『
時
事
新
報
』
に
は
、

○
日
本
文
章
会
　
高
崎
正
風
、
西
村
茂
樹
、
西
周
三
氏
の
発
起
に
て
、
今

度
設
立
し
た
る
日
本
文
章
会
は
、
小
中
村
義
象
、
萩
野
由
之
、
丸
山
正
彦
、

関
根
正
直
、
佐
藤
定
介
の
五
氏
幹
事
と
な
り
、
会
員
は
小
中
村
清
矩
、
依

田
百
川
、
黒
川
真
頼
、
前
田
健
二
郎
、
木
村
正
辞
、
坂
正
臣
、
中
村
秋
香
、

落
合
直
澄
、
落
合
直
文
、
村
岡
良
弼
、
大
槻
文
彦
、
物
集
高
見
の
十
二
氏

に
し
て
、
毎
月
一
回
づ
ゝ
定
会
を
開
て
文
章
を
研
究
す
る
よ〈
マ
マ
〉り
な
る
が
、

其
目
的
と
す
る
処
は
我
国
普
通
の
文
体
を
一
定
す
る
に
あ
る
よ
し
に
て
、
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の
不
十
分
な
り
し
が
た
め
、
全
く
歌
に
な
ら
ざ
り
し
も
の
十
三
首
、
仮

名
を
あ
や
ま
れ
る
も
の
六
十
六
首
、
文
法
を
あ
や
ま
れ
る
も
の
二
十
六

首
あ
り
し
が
、
こ
れ
ら
は
無
学
の
罪
と
い
は
む
よ
り
は
、
寧
不
注
意
の

罪
と
い
ふ
べ
き
か
。〈
中
略
〉

四
、
古
歌
そ
の
ま
ゝ
の
も
の
ま
じ
り
し
こ
と
。〈
中
略
〉
余
は
、
こ
れ
ら

の
歌
ど
も
の
よ
り
て
来
る
と
こ
ろ
を
知
れ
り
。
そ
は
、
こ
ゝ
に
い
ふ
ま

で
も
な
き
こ
と
に
て
、
作
者
自
身
が
わ
が
心
に
問
は
む
に
は
、
お
の
づ

か
ら
分
明
な
ら
む
。

世
人
は
、
歌
を
「
老
人
の
寝
言
」
と
い
へ
り
。
こ
は
、
お
な
じ
こ
と
の
み

く
り
か
へ
し
て
得
々
し
た
る
人
の
み
お
ほ
け
れ
ば
な
り
。
余
は
、
い
か
に

も
し
て
、
こ
の
堕
落
せ
る
歌
学
社
会
を
救
済
せ
む
と
す
る
念
、
切
な
り
。

か
ゝ
る
小
言
の
如
き
は
い
は
ず
し
て
も
あ
る
べ
き
を
、
い
は
ず
は
い
つ
ま

で
も
改
ま
る
期
も
あ
ら
ざ
る
べ
け
れ
ば
、し
ひ
て
い
へ
る
な
り
。
見
む
人
、

そ
の
心
し
て
や
。

旧
派
に
は
「
想
の
陳
腐
平
凡
」
に
つ
い
て
、
新
派
に
は
「
調
の
不
調
不
和
」

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
、そ
し
て
両
派
に
対
し
て
「
詞
づ
か
ひ
の
不
十
分
」

を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
方
に
偏
す
る
こ
と
な
く
両
派
に
対
す
る
直
文

の
配
慮
が
看
取
さ
れ
る
。「
懸
賞
和
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
旧
両
派
の
応

募
者
に
対
し
て
特
定
の
立
場
を
言
わ
な
い
方
が
得
策
で
あ
る
と
の
判
断
が
あ
っ

た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

明
治
二
十
七
年
に
「
亡
国
の
音
」
を
発
表
し
た
鉄
幹
を
叱
責
し
た
直
文
は
、

雑
誌
『
新
小
説
』
で
、
直
文
は
「
懸
賞
和
歌
」
の
選
者
を
九
回
務
め
て
お
り
、

そ
の
九
回
の
う
ち
一
度
だ
け
批
評
を
行
っ
て
い
る
。『
新
小
説
』五
巻
十
号
（
明

治
三
十
三
年
七
月
）
掲
載
「
第
卅
四
回
懸
賞
和
歌
」（
題
「
月
前
水
鶏
」）
に
お

い
て
で
あ
る
。

〈
前
略
〉
余
は
、
こ
た
び
集
れ
る
歌
ど
も
を
よ
み
て
、
不
快
に
感
じ
た
る

こ
と
す
く
な
か
ら
ず
。

と
批
評
理
由
を
述
べ
、
以
下
四
点
を
指
摘
す
る
。

一
、
想
の
陳
腐
平
凡
な
り
し
こ
と
。〈
中
略
〉
類
似
せ
る
も
の
、
殆
ど
枚

挙
に
暇
あ
ら
ざ
る
な
り
。
こ
は
、み
づ
か
ら
を
主
と
せ
ず
し
て
、他
（
歌

集
な
ど
を
い
ふ
）を
主
と
す
る
よ
り
起
る
弊
害
な
り
。
旧
派
の
歌
人
の
、

新
派
の
歌
人
よ
り
軽
蔑
せ
ら
る
ゝ
も
の
、
全
く
こ
の
点
に
あ
り
。
戒
め

ざ
る
べ
け
む
や
。

二
、
調
の
不
調
不
和
な
り
し
こ
と
。〈
中
略
〉
歌
に
用
ゐ
る
詞
の
範
囲
を

広
く
す
る
は
、
余
も
極
め
て
賛
成
な
り
。
故
に
、
漢
語
を
用
ゐ
た
る
も

の
に
て
も
、
よ
く
調
和
せ
る
も
の
は
選
抜
せ
り
。
た
ゞ
何
の
趣
味
も
な

き
に
、
何
の
風
情
も
な
き
に
、
こ
と
に
水
鶏
に
は
あ
ま
り
関
係
も
あ
ら

ぬ
に
、
み
だ
り
に
さ
る
語
を
用
ゐ
る
な
ど
、
そ
の
歌
に
と
り
て
利
益
な

き
の
み
な
ら
ず
、
中
々
に
奇
を
好
む
と
い
ふ
誹
を
受
く
べ
き
な
り
。
新

派
の
歌
人
の
、
旧
派
の
歌
人
に
侮
辱
せ
ら
る
ゝ
も
の
、
全
く
こ
の
点
に

あ
り
。
慎
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
。

三
、
種
々
な
る
誤
謬
の
あ
り
し
こ
と
。
新
派
旧
派
を
問
は
ず
、
詞
づ
か
ひ
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風
に
、
詰
ら
ぬ
規
則
に
拘
泥
し
、
詰
ら
ぬ
古
人
の
真
似
を
し
て
居
つ
た
の

で
は
、
致
し
方
が
な
い
か
ら
し
て
、
大
に
夫
を
ば
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。」
と
云
ふ
や
う
な
考
を
起
し
て
、
更
に
か
ゝ
る
組
合
が
諸
方
に
出
来

た
や
う
に
思
ふ
。
新
派
と
云
ふ
と
、
大
変
よ
そ

く
し
く
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
私
な
ど
も
新
派
中
の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
短
所

を
い
つ
た
な
ら
、
旧
派
に
も
短
所
が
あ
り
、
新
派
に
も
短
所
が
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
長
所
を
い
つ
た
ら
、
旧
派
に
も
長
所
が
あ
れ
ば
、
新
派
に
も
長

所
が
あ
る
と
云
ふ
や
う
な
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
互
に
、
そ
の
間
の
消
息

が
能
く
分
か
る
や
う
な
風
に
研
究
を
致
し
ま
し
て
、
旧
派
の
取
る
べ
き
所

は
何
処
ま
で
も
取
り
、
又
新
派
の
取
る
べ
き
所
は
十
分
に
取
り
、
さ
う
し

て
新
旧
二
派
の
長
所
を
ば
互
に
取
り
集
め
て
、
一
つ
の
完
全
な
歌
を
拵
へ

る
の
が
、
現
今
歌
学
社
会
に
と
り
て
必
要
な
事
柄
と
思
ひ
ま
す
。

直
文
は
、
当
時
の
歌
壇
が
「
旧
派
と
新
派
」
に
二
分
化
し
て
い
る
現
状
を
述

べ
た
。
そ
し
て
、
旧
派
は
古
今
集
や
新
古
今
集
を
基
礎
と
し
、
千
蔭
や
春
海
、

蘆
庵
、
景
樹
の
歌
を
手
本
と
し
て
詠
む
人
々
を
指
し
、
一
方
新
派
は
、「
規
則

に
拘
泥
」
し
、「
古
人
の
真
似
」
を
す
る
従
来
の
歌
に
対
し
て
不
満
を
抱
き
、「
改

革
」
の
必
要
を
訴
え
る
人
々
の
こ
と
で
あ
る
と
定
義
付
け
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え

て
、
直
文
は
自
ら
を
「
新
派
中
の
一
人
」
で
あ
る
と
し
た
。「
国
風
家
懇
親
会

席
上
演
説
」
や
「
落
合
直
文
氏
の
短
歌
談
」
で
の
曖
昧
な
発
言
に
比
べ
る
と
、

新
派
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
新
旧

派
は
共
に
長
所
と
短
所
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、両
派
の
長
所
を
「
取
り
集
め
」

子
規
登
場
を
見
た
三
十
一
年
以
後
、新
派
に
与
す
る
立
場
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
、
人
脈
を
大
切
に
す
る
直
文
は
「
旧
派
も
す
て
な
い
」
と
い
う
。
新
派

へ
の
全
面
的
一
致
を
否
定
し
、旧
派
も
重
視
す
る
姿
勢
は
崩
さ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
「
懸
賞
和
歌
」
の
批
評
の
よ
う
に
、
場
に
応
じ
て
立
場
の
明
言
を
避
け
て

い
た
ら
し
い
。
改
良
論
に
お
け
る
直
文
の
言
説
の
揺
れ
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ

る
。

四

そ
れ
か
ら
三
年
後
の
明
治
三
十
六
年
六
月
、『
筆
の
花
』
一
九
〇
に
「
歌
談

の
一
」
（
５
）

が
掲
載
さ
れ
る
。「
歌
談
の
一
」
は
、
塙
忠
雄
主
幹
の
「
わ
か
ば
会
」

で
直
文
が
行
っ
た
講
演
内
容
で
あ
る
。

近
来
、
詠
歌
社
会
の
現
状
と
云
ふ
も
の
を
ば
見
ま
す
る
と
、
種
々
様
々
派

別
の
あ
る
や
う
に
は
存
じ
ま
す
る
が
、
其
派
別
の
中
で
も
、
細
か
し
い
様

な
も
の
は
暫
く
措
き
ま
し
て
、
大
体
二
様
に
分
れ
て
居
り
ま
す
。
其
二
様

と
い
ふ
は
、今
の
流
行
り
詞
で
い
ふ
と
、旧
派
と
新
派
と
で
あ
り
ま
す
。〈
中

略
〉
さ
て
、
旧
派
と
は
、
古
今
集
や
新
古
今
な
ど
を
土
台
に
し
て
、
さ
う

し
て
近
来
の
千
蔭
と
か
、
春
海
と
か
、
芦
庵
と
か
、
景
樹
と
か
云
ふ
や
う

な
人
の
歌
を
標
本
に
し
て
詠
ん
で
居
る
人
々
を
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
新

派
と
は
、
近
年
現
は
れ
た
所
の
歌
詠
で
あ
り
ま
し
て
、
夫
は
従
来
の
歌
に

不
満
足
を
抱
い
て
居
る
所
の
人
々
で
あ
り
ま
す
。「
到
底
、
今
日
吾
々
の

思
想
を
十
分
に
、
自
在
に
言
ひ
現
は
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。
旧
派
の
や
う
な
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も
、
多
く
は
知
ら
ぬ
人
が
多
い
や
う
で
あ
る
。
仮
名
遣
に
も
無
頓
着
で
文

法
に
も
無
頓
着
で
、
さ
う
し
て
変
な
詞
づ
か
ひ
を
な
し
て
、
さ
う
し
て
句

調
が
ご
き

く
す
る
の
を
新
派
の
歌
と
思
ふ
や
う
な
こ
と
で
は
、
実
に
驚

か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

新
派
の
歌
も
ま
た
「
同
語
同
句
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、「
陳

腐
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
。
直
文
は
、
新
派
と
い
う
の
は
、
古
歌
を

元
に
し
て
そ
の
上
に
成
り
立
つ
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

歌
の
基
礎
を
習
得
し
て
い
な
い
新
派
は
、
ま
ず
歌
の
歴
史
に
つ
い
て
知
り
、
古

歌
か
ら
仮
名
遣
い
や
文
法
と
い
っ
た
基
本
的
な
こ
と
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
す
る
。

基
礎
を
無
視
し
て
の
新
派
成
立
は
あ
り
得
な
い
と
の
考
え
を
示
し
た
の
で
あ

る
。

以
上
の
べ
た
る
如
く
、
旧
派
、
新
派
、
互
に
長
所
が
あ
り
互
に
短
所
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
ば
、
お
互
に
能
く
見
較
べ
ま
し
て
、
さ
う
し
て
、
取
る

べ
き
と
こ
ろ
は
取
り
、
捨
つ
べ
き
と
こ
ろ
は
捨
て
ゝ
、
互
に
旧
派
と
新
派

と
が
接
近
す
る
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
如
く
旧
派
新
派
が
軋
轢

し
て
居
る
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
た
ゞ
う
ち
す
て
置
た
な
ら
ば
、
歌
の
進
歩

上
非
常
な
障
害
だ
ら
う
と
思
ふ
。〈
中
略
〉
私
の
平
生
の
持
論
は
、
文
学
、

こ
と
に
歌
の
如
き
は
、
歴
史
に
鑑
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
歴
史
的
発
達
と
云
ふ
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
て
居

る
。
今
の
新
派
の
如
く
、
歌
の
歴
史
を
ば
、
更
に
顧
み
ず
に
、
な
に
も
か

も
古
き
も
の
を
打
破
し
よ
う
と
云
ふ
の
は
不
賛
成
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
か

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
旧
派
の
歌
に
つ
い
て
は
、

〈
前
略
〉
旧
派
の
歌
は
、
そ
の
材
料
を
見
て
も
、
そ
の
い
ひ
あ
ら
は
し
か

た
を
見
て
も
、
そ
の
こ
と
ば
を
見
て
も
、
そ
の
思
想
を
見
て
も
、
悉
く
古

人
の
口
ま
ね
ば
か
り
に
て
、
更
に
を
か
し
く
も
お
も
し
ろ
く
な
い
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。〈
中
略
〉
か
く
、小
区
域
、小
天
地
に
齷
齪
し
て
居
る
か
ら
、

そ
れ
に
対
す
る
考
が
大
か
た
同
じ
事
で
、
更
に
斬
新
な
る
も
の
も
な
け
れ

ば
、
奇
抜
な
る
も
の
も
な
い
。〈
中
略
〉

か
や
う
に
、
内
容
に
於
て
、
外
形
に
於
て
、
旧
派
の
歌
と
云
ふ
も
の
は
、

甚
だ
区
域
が
狭
い
。
余
り
に
規
則
に
拘
泥
す
る
。
其
区
域
を
ひ
ろ
げ
、
其

規
則
を
破
り
、
自
由
自
在
に
作
つ
て
行
く
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ひ

ま
す
。

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
旧
派
の
歌
は
、
伝
統
に
固
執
し
、「
規
則
」
を
気
に
し
て

こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
た
め
、
そ
れ
を
打
破
し
て
「
内
容
」「
外
形
」
の
範
囲
の
拡

充
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

一
方
、
新
派
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

さ
う
か
と
云
つ
て
、
新
派
の
人
に
向
ふ
も
、
私
は
い
ひ
た
い
事
が
沢
山
あ

り
ま
す
。
そ
の
一
二
を
い
は
う
な
ら
ば
、
新
派
の
人
は
、
旧
派
の
人
に
向

つ
て
、
千
篇
一
律
と
か
、
変
化
が
な
い
と
か
、
陳
腐
と
か
い
ひ
居
れ
ど
、

そ
の
新
派
の
歌
も
、
近
来
同
語
同
句
を
く
り
か
へ
し
て
、
更
に
顧
み
ぬ
や

う
に
な
り
た
る
に
あ
ら
ず
や
。〈
中
略
〉
要
す
る
に
、
新
派
と
い
ふ
人
々

の
中
に
は
、
従
来
の
歌
の
歴
史
を
知
つ
て
居
る
人
も
あ
り
ま
せ
う
け
れ
ど
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状
況
下
に
お
い
て
、
特
に
弟
子
で
あ
る
鉄
幹
の
言
の
与
え
る
影
響
が
大
き
く
な

る
中
に
あ
っ
て
は
、「
新
派
」
の
呼
称
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

御
歌
所
派
歌
人
ら
と
の
人
脈
を
持
つ
直
文
が
、
揺
れ
動
か
ざ
る
を
得
な
い
立
場

に
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
新
旧
両
派
の
長
所
を

斟
酌
し
、
伝
統
を
忘
れ
ず
に
進
歩
を
意
図
す
る
と
い
う
改
良
論
の
本
質
は
変
わ

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
新
派
の
立
場
表
明
を
行
っ
て
も
、
御
歌
所
派
へ
の
配
慮
を

怠
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
追
悼
録
」
に
は
、
直
文
の
歌
の
変
化
を
指
摘
す
る
正
臣
の
談
話
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

〈
前
略
〉
歌
に
於
て
は
慥
か
に
豹
変
だ
ネ
ー
。
正
臣
が
所
へ
遣
り
込
め
に

来
ら
れ
た
時
の
議
論
は
、
丁
度
久
米
先
生
の
や
う
な
主
義
で
、
今
の
お
歌

所
の
歌
は
野
鄙
だ
と
言
は
れ
た
が
、
晩
年
の
直
文
君
の
歌
、
新
派
的
の
歌

は
前
主
義
と
丸
で
反
対
で
、
是
は
南
洲
翁
が
子
分
か
ら
迫
ら
れ
て
軍
を
起

し
た
様
に
、
与
謝
野
、
服
部
な
ん
か
の
有
力
者
か
ら
促
さ
れ
て
、
改
め
ら

れ
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
う
か
。

旧
派
と
新
派
が
徐
々
に
拮
抗
し
て
い
く
状
況
の
中
で
、
言
が
左
右
し
て
い
く

こ
と
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
直
文
の
折
衷
的
改
良
論
は
否
定
的
に
評
さ

れ
る
が
、
歌
壇
に
お
け
る
革
新
へ
の
足
掛
か
り
を
築
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
鉄
幹
や
子
規
の
新
派
登
場
以
前
に
、
和
歌
改
良
の
問
題
を
提
示
し
、
進

歩
を
意
図
し
た
こ
と
自
体
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
和
歌
史
を

考
え
る
と
き
、
御
歌
所
派
と
新
派
の
間
に
介
在
す
る
直
文
の
存
在
を
看
過
す
る

と
云
つ
て
、
旧
派
の
や
う
に
、
歴
史
を
唯
保
存
す
れ
ば
よ
い
、
模
擬
的
の

歌
が
真
の
歌
な
り
と
思
う
て
居
る
が
如
き
は
、
一
向
役
に
立
た
ぬ
。
そ
れ

で
は
、
発
達
も
せ
な
け
れ
ば
、
進
歩
も
せ
な
い
。〈
中
略
〉
夫
故
に
、
歴

史
を
顧
み
る
こ
と
は
無
論
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
其
歴
史
を
顧
み
る
と

同
時
に
、
発
達
も
せ
さ
せ
進
歩
も
せ
さ
す
る
方
法
手
段
を
取
つ
て
行
か
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ら
う
と
思
ふ
。
で
、
私
は
、
新
派
の
人
に
向
つ
て
は
、

歴
史
を
蔑
に
す
る
か
ら
賛
成
は
出
来
ぬ
と
言
ひ
、
旧
派
の
人
に
向
つ
て
は

歴
史
ば
か
り
に
拘
泥
し
て
、
進
歩
発
達
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
か
ら
、
同
意

は
出
来
ぬ
と
い
う
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
国
風
家
懇
親
会
席
上
演
説
」
で
は
新
旧
派
の
「
合
同
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
両
派
の
「
接
近
」
を
訴
え
る
。「
合
同
」
が
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
の
か
、「
接
近
」
と
い
う
言
葉
に
変
え
て
互
い
へ
の

歩
み
寄
り
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
旧
派
と
新
派

の
争
い
は「
歌
の
進
歩
」の「
障
害
」だ
と
い
う
。
歴
史
を
蔑
ろ
に
す
る
新
派
と
、

歴
史
に
「
拘
泥
」
す
る
旧
派
が
と
も
に
歌
の
歴
史
を
顧
み
て
、
そ
れ
を
活
か
し

な
が
ら
進
歩
を
図
っ
て
い
く
「
歴
史
的
発
達
」
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

五

明
治
三
十
三
年
以
降
、
直
文
は
自
ら
を
「
新
派
」
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
明
治
二
十
七
年
の
鉄
幹
、
同
三
十
三
年
の
子
規

に
よ
る
御
歌
所
批
判
を
発
端
に
、
短
歌
革
新
の
動
き
が
次
第
に
激
化
し
て
い
く
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（
４
）　
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
５
）　
引
用
は
、『
著
作
集
Ⅰ
』
に
よ
る
。

〔
付
記
〕　
注
記
の
な
い
限
り
、
直
文
の
言
説
の
引
用
は
原
雑
誌
・
原
新
聞
か
ら
行
っ
た
。

本
稿
は
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
二
十
四
年
度
研
究
集
会
（
平
成

二
十
四
年
七
月
八
日
　
於
広
島
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
、
加
筆
修

正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
際
し
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
深
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

― 

ち
ょ
う
ふ
く
・
か
な
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教 

―

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）　
拙
稿
「
落
合
直
文
の
和
歌
改
良
論
の
内
実
―
御
歌
所
派
批
判
か
ら
雑
誌
『
歌
学
』

ま
で
―
」（『
国
文
学
攷
』
第
二
一
七
号
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
て
詳
述
し
て
い
る
の

で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
）　
以
下
、
資
料
及
び
雑
誌
等
の
引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
の
字
体
に
改
め
、
振
り
仮

名
は
省
略
し
、
適
宜
句
読
点
・
濁
点
・
カ
ギ
括
弧
を
補
っ
た
。
引
用
文
中
に
私
に
施

す
括
弧
は
〈
　
〉
で
示
し
、
引
用
文
に
本
来
あ
る
（
　
）
と
区
別
し
た
。
傍
線
や
波

線
は
私
に
付
し
た
。

ま
た
、落
合
秀
男
編
『
落
合
直
文
著
作
集
Ⅰ
』（
一
九
九
一
年
　
明
治
書
院
）
は
、『
著

作
集
Ⅰ
』
と
略
す
。

（
３
）　
神
崎
氏
は
、
こ
の
前
に
も
う
一
通
書
簡
（
鉄
幹
か
ら
義
象
宛
）
を
掲
載
し
て
お
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
、

最
近
、
こ
の
「
東
西
南
北
」
の
出
版
に
関
す
る
小
中
村
義
象
宛
の
鉄
幹
の
書

簡
を
、
隠
れ
た
る
明
星
学
者
湯
浅
光
雄
氏
の
好
意
に
よ
つ
て
披
見
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

と
前
置
き
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
明
治
二
十
七
年
五
月
十
六
日
」
付
書
簡
も
湯
浅
光

雄
氏
所
蔵
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
永
岡
健
右
氏
は
、「
あ
さ
香
社
時
代
の
与
謝
野

鉄
幹
―
和
歌
革
新
意
識
の
背
景
を
中
心
に
―
」（『
語
文
』
五
十
一
輯
、
一
九
八
一
年
五

月
）
に
お
い
て
、「
明
治
二
十
七
年
五
月
十
六
日
」
付
書
簡
を
引
用
し
、

神
崎
清
氏
、湯
浅
光
雄
氏
に
よ
っ
て
昭
和
十
年
に
『
立
命
館
文
学
』
や
『
冬
柏
』

誌
上
で
発
表
さ
れ
て
お
り
、
書
簡
の
消
印
は
明
治
二
十
七
年
五
月
十
六
日
の
由

で
あ
る
。

　
と
記
し
て
い
る
。


