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を
し
た
政
治
家
、
中
野
正
剛
の
弟
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
中
野
に
関
す
る
研
究
的
言
及
は
や
は
り
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
そ
の
数
少

な
い
研
究
の
う
ち
、
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
、
紅
野
敏
郎
「「
エ
ク
リ
バ
ン
」「
東

大
陸
」「
文
化
組
織
」
の
意
義

―
昭
和
十
年
代
文
学
再
検
討

―
」

（
５
）

だ
ろ
う
。

紅
野
は
こ
こ
で
雑
誌
『
エ
ク
リ
バ
ン
』『
東
大
陸
』『
文
化
組
織
』
の
意
義
を
詳

細
に
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
雑
誌
に
お
け
る
中
野
の
役
割
や
業
績
を
描
き
出
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
と
か
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
と
か
主
義
と
か

思
想
の
金
縛
り
か
ら
ま
っ
た
く
解
き
放
た
れ
た
」
中
野
の
「
不
敵
な
見
解
」
の

提
示
を
見
出
し
て
い
る
。
篠
原
敏
昭
「
中
野
秀
人
著
作
目
録
」
（
６
）は
そ
の
タ
イ
ト

ル
ど
お
り
、
中
野
の
著
作
を
調
査
、
整
理
し
た
労
作
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

中
野
の
仕
事
の
全
体
像
を
包
括
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
仕
事
で
あ

る
。
こ
の
論
考
に
よ
り
、
い
わ
ば
中
野
研
究
の
土
台
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
。

他
に
も
、
堀
切
直
人
「
戦
争
に
対
処
せ
る
工
夫
の
数
々

―
中
野
秀
人
「
真
田

幸
村
論
」」
（
７
）

や
柴
田
大
輔
「
中
野
秀
人
の
無
政
府
主
義
の
文
学
と
前
衛
精
神
」

（
８
）

１

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
時
間
の
な
が
れ
に
運
ば
れ
る
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
底
に
お
き
ざ
り
に
な
っ
た
作
家
は
お
そ
ら
く
数
多
く
存
在
す
る
。
本
稿

で
と
り
あ
げ
る
中
野
秀
人
（
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
〜
一
九
六
六
（
昭

和
四
一
）
年
）
も
そ
の
よ
う
な
〝
忘
れ
ら
れ
た
〞
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
中

野
は
お
も
に
大
正
後
半
期
か
ら
戦
前
・
戦
中
に
か
け
て
躍
動
し
た
詩
人
で
あ

り
小
説
家
で
あ
り
劇
作
家
で
あ
り
批
評
家
で
あ
り
、
そ
し
て
、
画
家
で
も
あ
っ

た
。
代
表
作
と
し
て
は
、
時
代
に
先
ん
じ
て
労
働
者
階
級
の
文
学
と
そ
の
問
題

を
論
じ
た
「
第
四
階
級
の
文
学
」（
１
）や
、
一
部
の
強
烈
な
支
持
を
獲
得
し
た
評
論

「
真
田
幸
村
論
」
（
２
）な
ど
が
あ
り
、
詩
集
で
は
『
聖
歌
隊
』

（
３
）、
小
説
で
は
『
精
霊
の

家
』
（
４
）な
ど
が
あ
る
。
い
ま
と
な
っ
て
は
人
知
れ
ず
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
多

岐
に
わ
た
る
足
跡
を
の
こ
し
た
中
野
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
人
口
に
膾
炙
し
て

い
る
〝
文
学
史
的
〞
情
報
は
中
野
が
、
東
條
英
機
に
反
発
し
た
の
ち
割
腹
自
殺

板

　

倉

　

大

　

貴

中
野
秀
人
と
花
田
清
輝

︱ 

批
評
の
挫
折
と
思
想
の
透
明
化
に
つ
い
て 

︱
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ふ
た
り
の
協
同
に
よ
っ
て
〈
文
化
再
出
発
の
会
〉
は
鮮
烈
に
機
能
し
て
い
た
わ

け
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
僕
等
も
ほ
と
ん
ど
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
交
際
な
ん

て
も
の
は
な
か
っ
た
」）

11
（

と
い
う
花
田
の
ふ
り
か
え
り
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
中

野
と
花
田
に
公
私
を
こ
え
た
交
際
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
中
野
は
運
動
の

な
か
で
だ
け
だ
れ
か
と
結
び
つ
き
、
運
動
が
消
滅
す
れ
ば
ひ
と
と
の
結
び
つ
き

も
消
滅
す
る
、
そ
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
花
田
に
と
っ
て
中
野

は
も
っ
と
も
親
密
か
つ
真
剣
に
議
論
を
交
わ
す
相
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え

て
補
足
す
る
な
ら
ば
、
花
田
は
議
論
と
い
う
か
た
ち
で
だ
け
中
野
と
こ
と
ば
を

交
わ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。花
田
は
中
野
の
記
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
述
と
も
親
密
に
む
き
あ
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
中
野
の
た
だ
ひ
と
つ
の
評
論
集
で
あ
る
『
中
野
秀
人
散
文

自
選
集
』）

12
（

の
校
正
を
お
こ
な
っ
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
花
田
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
中
野
と
花
田
の
近
接
が
容
易
に
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ

う
。若
年
の
花
田
は
つ
ね
に
中
野
の
思
考
の
圏
域
ち
か
く
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
に
な
る
と
中
野
と
花
田
の
む
す
び
つ
き
は
戦
前
・
戦
中
ほ
ど
で
は
な
く

な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
花
田
は
自
身
が
責
任
編
者
の
ひ
と
り
を
つ
と
め
た

全
集
『
現
代
文
学
の
発
見
』
シ
リ
ー
ズ
に）

13
（

お
い
て
第
一
巻
に
「
第
四
階
級
の
文

学
」
と
中
野
の
仕
事
の
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
目
立
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
「
高

村
光
太
郎
論
」）

14
（

を
、第
一
一
巻
に「
真
田
幸
村
論
」を
そ
れ
ぞ
れ
収
録
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
花
田
は
中
野
か
ら
多
く
の
影
響
を
う
け
た
だ
け
で
な
く
、
結
果
的
に

中
野
を
時
間
の
忘
却
か
ら
ま
も
ろ
う
と
し
た
存
在
で
も
あ
っ
た
。

な
ど
意
義
深
い
論
考
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
以
上
が
現
在
ま
で
の
中
野
研
究
の

お
お
よ
そ
の
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
中
野
に
関
す
る
考
察
は
不
足
し
て
い
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
本
稿
は
〝
忘
れ
ら
れ
た
〞
中
野
秀
人
に
関
し

て
先
行
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
戦
後
を
代
表
す
る
評
論
家
で
あ
る
花
田
清
輝

と
の
連
絡
か
ら
そ
の
文
学
的
足
跡
を
明
る
み
に
だ
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

な
ぜ
花
田
と
の
連
絡
と
い
う
補
助
線
が
必
要
か
。中
野
は
文
壇
や
詩
壇
や
画
壇
、

あ
る
い
は
文
学
思
潮
と
さ
え
距
離
を
と
り
え
た
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
（
９
）で

あ
り
、

そ
の
距
離
の
と
り
か
た
や
距
離
そ
の
も
の
を
把
捉
す
る
た
め
に
は
、
便
宜
的
に

で
は
あ
れ
な
に
か
し
ら
の
定
点
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
ま
た
、「
難
解
な
る
人
物
」
と
い
わ
れ
、「
手
法
に
非
常
に
独
特
な
も
の
が
あ

る
」
と
も
評
さ
れ
る
中）

10
（

野
の
独
自
性
を
空
転
さ
せ
な
い
た
め
に
も
定
点
は
必
要

だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
花
田
は
こ
の
定
点
と
し
て
あ
る
妥
当
性
を
有

し
て
い
る
。２

中
野
秀
人
と
花
田
清
輝
と
の
つ
な
が
り
の
端
緒
は
一
九
三
九
年
に
発
足
し
た

〈
文
化
再
出
発
の
会
〉に
あ
る
。中
野
は
こ
の
会
の
主
宰
者
、そ
し
て
、機
関
紙『
文

化
組
織
』
の
実
質
的
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
花
田
は
、
の
ち
に
代
表

作
『
自
明
の
理
』『
復
興
期
の
精
神
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
先
鋭
的
な

評
論
を
こ
の
雑
誌
に
書
き
継
い
だ
の
で
あ
っ
た
。こ
の
ふ
た
り
か
ら
は
じ
ま
り
、
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花
田
は
自
身
も
批
評
と
い
う
領
域
に
突
入
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
〈
文
化
再
出

発
の
会
〉
当
時
に
お
い
て
、
花
田
は
自
身
の
批
評
よ
り
中
野
の
批
評
の
ほ
う
が

批
評
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
か
ら

問
う
べ
き
は
中
野
の
批
評
の
機
能
と
い
う
原
理
的
で
さ
え
あ
る
問
題
で
あ
る
。

花
田
が
中
野
を
と
お
し
て
認
識
し
え
た
批
評
の
機
能
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
。

４

批
評
の
機
能
と
は
な
に
か
。
こ
れ
は
批
評
が
機
能
し
て
い
る
状
態
と
は
ど
の

よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
に
も
換
言
で
き
る
だ
ろ
う
が
、

こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
は
空
転
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
批

評
が
機
能
し
て
い
る
状
態
と
は
あ
き
ら
か
に
個
々
の
対
象
に
即
し
た
状
態
、
つ

ま
り
個
別
的
で
限
定
的
な
状
態
を
指
す
の
に
た
い
し
て
批
評
の
機
能
と
は
な
に

か
と
い
う
問
い
か
け
は
抽
象
的
で
普
遍
的
な
水
準
に
お
い
て
の
思
考
だ
か
ら
で

あ
る
。つ
ま
り
、批
評
は
批
評
い
が
い
の
な
に
か
と
接
着
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
機
能
す
る
の
で
あ
っ
て
、
批
評
が
批
評
と
し
て
独
立
し
、
包
括
さ

れ
て
純
粋
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
機
能
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
た
と
え
ば
小
林
秀
雄
は
「
様
々
な
る
意
匠
」）

18
（

に
お
い
て
批
評
の
機

能
を
「
己
れ
の
夢
を
懐
疑
的
に
語
る
事
」
つ
ま
り
「
自
意
識
」
を
提
示
す
る
こ

と
だ
と
し
た
。
批
評
に
、
批
評
が
そ
れ
な
し
で
は
存
在
し
え
な
い
依
存
先
た
る

創
作
物
と
お
な
じ
機
能
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
批
評
の
自
律
を
担
保
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
山
城
む
つ
み
が
い
み
じ
く
も
喝
破
し
て
い
る
よ
う

３

で
は
、
花
田
は
中
野
と
そ
の
文
学
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
。
そ

の
視
角
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

手
も
と
に
な
い
の
で
、
い
ま
、
再
読
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
も

し
も
わ
た
し
が
、
中
野
秀
人
の
『
ジ
イ
ド
、
ジ
ョ
イ
ス
、
デ
ュ
ア
メ
ル
論
』

を
読
ま
な
か
っ
た
ら
、
た
ぶ
ん
、
わ
た
し
は
、
批
評
家
な
ど
に
は
な
ら
な

か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
野
秀
人
は
、
図
解
を
し
な
が
ら
、
右
の
三
人

の
作
家
た
ち
を
、
あ
ざ
や
か
に
や
っ
つ
け
て
い
た
。
堂
々
た
る
見
識
で
あ

る
。
そ
れ
に
図
解
い
り
の
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
の
が
、
な
ん
と
も
ユ
ー
モ
ラ

ス
で
、変
わ
っ
て
い
た
。
続
い
て
読
ん
だ
『
真
田
幸
村
論
』
と
い
う
の
も
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
ふ
れ
て
い
て
、
興
奮
さ
せ
ら
れ
た
。）

15
（

花
田
は
こ
こ
で
自
身
の
批
評
家
と
し
て
の
出
発
点
に
は
中
野
の
「
ジ
イ
ド
、

ジ
ョ
イ
ス
、デ
ュ
ア
メ
ル
論
」）

16
（

が
あ
る
と
し
て
い
る
。
同
時
に
「
真
田
幸
村
論
」

に
も
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、〈
文
化
再
出
発
の
会
〉
当
時
の
花
田

は
「
内
心
、
わ
た
し
の
エ
ッ
セ
イ
よ
り
も
、
中
野
秀
人
の
エ
ッ
セ
イ
の
ほ
う
が

す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
」）

17
（

る
ほ
ど
、
中
野
秀
人
を
評
価
し
て
い
た
。

引
用
部
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
中
野
に
よ
っ
て
花
田
が
批
評
と
い

う
も
の
の
在
り
よ
う
や
輪
郭
を
獲
得
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
や
っ
つ

け
」
る
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
ふ
れ
て
い
」
る
、
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
示
唆
し

て
い
る
が
、
中
野
の
批
評
に
な
に
か
し
ら
の
役
割
や
機
能
を
認
め
る
か
ら
こ
そ
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く
こ
と
、そ
れ
は
現
実
と
の
関
係
に
於
て
既
に
批
評
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
移
行
が
「
既
に
」
批
評
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
批
評
の

機
能
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
か
け
は
解
消
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
移
行
と

い
う
機
能
そ
の
も
の
が
批
評
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
媒
体
で
あ

る
に
し
ろ
、
よ
り
よ
き
事
態
へ
の
移
行
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
か
な
ら
ず
批

評
が
内
在
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
導
き
だ
さ
れ
た
移
行
機
能
＝
批
評
と
い
う
考
え
は

批
評
の
内
実
の
す
べ
て
を
十
分
に
説
明
し
え
て
い
る
か
。
け
っ
し
て
そ
ん
な
こ

と
は
な
い
。
批
評
に
は
こ
の
移
行
機
能
に
尽
き
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

中
野
は
批
評
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
自
体
「
解
消
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
批
評
は
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
批
評
と

は
芸
術
の
対
象
と
さ
れ
る
あ
る
事
象
の
よ
り
よ
き
事
態
へ
の
移
行
で
あ
り
、「
制

限
の
中
で
の
完
成
」
を
達
成
す
る
こ
と
と
換
言
で
き
る
。
つ
ま
り
、
批
評
は
制

限
の
な
か
で
の
未
完
成
か
ら
完
成
へ
至
る
軌
跡
そ
の
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ

こ
で
到
達
さ
れ
る
「
完
成
」
は
全
き
意
味
で
の
完
成
で
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
完
成
＝
「
制
限
」
の
確
認
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
は
不
完

全
だ
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
完
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
不

完
全
さ
が
露
出
す
る
と
い
う
こ
の
二
重
性
を
批
評
は
か
か
え
込
ま
ざ
る
を
え
な

い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
批
評
は
そ
の
つ
ど
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
よ
り
よ
き
事
態
へ
の
移
行
を
な
し
と
げ
た

批
評
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不
完
全
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

に
、
こ
こ
で
の
「
批
評
」
は
、
た
と
え
ば
「
解
釈
」
と
い
う
こ
と
ば
を
代
わ
り

に
挿
入
し
て
も
文
脈
上
な
ん
ら
問
題
は
な
く
、「
判
明
さ
」
を
欠
い
た
概
念
す

な
わ
ち
中
身
の
な
い
概
念
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。）

19
（

中
野
は
こ
の
批
評
の
捉
え
に
く
さ
に
留
意
し
て
か
、
そ
の
機
能
を
反
転
的
に

描
き
だ
し
て
い
く
。

芸
術
が
「
置
き
代
え
る
術
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
批
評
の
役
割
が
生
ま

れ
て
い
る
。「
制
限
の
な
か
で
の
完
成
へ
」
こ
そ
、
人
間
の
意
欲
の
縮
図

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
り
よ
き
生
活
を
求
め
る
こ
と
、
よ
り
幸
福
を
追

求
す
る
こ
と
、
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
生
長
し
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ

は
現
実
と
の
関
係
に
於
て
既
に
批
評
で
あ
る
。
そ
の
批
評
の
指
示
す
る
と

こ
ろ
が
何
で
あ
る
か
は
別
問
題
と
し
て
、
批
評
こ
そ
は
文
化
の
羅
針
盤
で

あ
る
。）

20
（

中
野
に
お
い
て
芸
術
は
科
学
と
の
対
比
に
よ
っ
て
描
き
だ
さ
れ
る
。
物
理
的

法
則
な
ど
の
究
極
的
根
源
、
つ
ま
り
「
置
き
代
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い
も
の
」

を
追
求
す
る
の
が
科
学
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
芸
術
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、

よ
り
リ
ア
ル
に
す
る
も
の
」つ
ま
り「
置
き
代
え
る
術
」で
あ
る
。
そ
の
た
め「
よ

り
よ
き
生
活
を
も
と
め
る
こ
と
」
な
ど
、絶
対
的
な
終
着
点
は
存
在
し
な
い
が
、

し
か
し
、
そ
れ
で
も
「
よ
り
よ
き
」
事
態
を
目
指
す
も
の
、
す
な
わ
ち
「
制
限

の
な
か
で
の
完
成
へ
」
む
か
う
志
向
は
芸
術
の
領
分
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

領
域
内
で
の
「
よ
り
よ
き
」
事
態
へ
の
移
行
を
か
な
え
る
の
が
批
評
で
あ
る
。

い
や
、
よ
り
正
確
に
述
べ
る
な
ら
「
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
生
長
し
て
ゆ
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な
い
。
批
評
は
挫
折
し
み
ず
か
ら
解
消
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
に
こ
そ
批

評
は
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
批
評
で
し
か
剔
出
さ
れ
え
な
い
問
題
が
あ
ら

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

５

で
は
、
中
野
の
批
評
が
挫
折
し
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
問
題
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。
ふ
た
た
び
花
田
の
視
座
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

〈
文
化
再
出
発
の
会
〉
当
時
、
花
田
が
辛
辣
に
批
判
し
た
人
物
が
い
る
。
三

浦
義
一
と
尾
崎
士
郎
で
あ
る
。こ
の
批
判
は
三
浦
が
顧
問
を
つ
と
め
て
い
た「
大

東
塾
」
の
塾
生
に
よ
る
花
田
襲
撃
と
い
う
有
名
な
事
件
を
よ
び
起
こ
す
。
花
田

は
「
虚
実
い
り
み
だ
れ
て
」）

22
（

に
お
い
て
三
浦
と
尾
崎
を
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

の
「
犬
山
道
節
」
と
「
犬
塚
信
乃
」
に
な
ぞ
ら
え
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
の
で

あ
る
。思

う
に
、
三
浦
義
一
、
尾
崎
士
郎
は
、
百
戦
錬
磨
の
古
強
者
で
あ
り
、
ま

ず
も
っ
て
、
犬
士
仲
間
の
頭
株
、
犬
山
道
節
、
犬
塚
信
乃
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
が

―
し
か
し
、
遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
対
談
だ
け
で
は
、
ど

ち
ら
が
犬
山
で
、
ど
ち
ら
が
犬
塚
で
あ
る
か
き
め
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

わ
ず
か
に
尾
崎
が
、
三
浦
に
比
し
、
よ
り
多
く
の
関
心
を
、
文
壇
に
た
い

し
て
も
っ
て
い
る
の
が
、う
か
が
わ
れ
る
く
ら
い
の
も
の
だ
。
い
っ
た
い
、

同
志
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
仲
の
い
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
南
総
里
見

八
犬
伝
』
の
欠
点
は
、
人
物
の
個
性
が
描
き
わ
け
ら
れ
て
い
な
い
点
に
あ

つ
ま
り
、
な
し
と
げ
た
移
行
い
が
い
の
ほ
か
の
移
行
を
遂
行
す
る
こ
と
は
不
可

能
だ
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
は
あ
る
批
評
が
古
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
た
だ
不
完
全
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
批
評
が

あ
ら
ゆ
る
対
象
を
よ
り
よ
き
状
態
へ
移
行
さ
せ
る
触
媒
と
し
て
機
能
し
て
い
る

と
み
な
さ
れ
る
状
況
こ
そ
批
評
が
窒
息
し
て
い
る
状
況
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
中
野
に
お
い
て
も
っ
と
も
批
評
が
先
鋭
化
し
て
い
る
瞬
間
と

は
批
評
が
挫
折
し
解
消
す
る
瞬
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

こ
の
批
評
へ
の
視
座
は
花
田
に
も
連
絡
す
る
。
戦
前
・
戦
中
と
い
う
〝
危
機
〞

の
時
代
に
醸
成
し
た
中
野
の
批
評
観
は
、
戦
争
が
終
わ
り
平
和
へ
と
む
か
う

戦
後
の
花
田
の
作
品
に
さ
え
そ
の
影
を
う
か
が
い
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
花
田
は
批
評
を
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
。

批
評
と
は
、
硲
伊
之
助
な
ど
の
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
目
き
き
を
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
感
覚
的
世
界
の
な
か
に
安
住
す
る
こ
と

を
拒
み
、
危
機
を
危
機
と
し
て
、
あ
ざ
や
か
に
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。）

21
（

批
評
と
は
「
目
き
き
」
つ
ま
り
、あ
る
批
評
的
尺
度
が
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
「
感

覚
的
に
」
適
応
可
能
な
も
の
と
し
て
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は

「
危
機
を
危
機
と
し
て
、
あ
ざ
や
か
に
意
識
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
と
ど
の
つ

ま
り
、
こ
れ
は
批
評
が
挫
折
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
危
機
が
危
機
で
あ

る
の
は
人
間
を
お
び
や
か
す
そ
の
事
態
に
た
い
し
て
有
効
な
手
だ
て
が
見
出
せ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
批
評
が
危
機
を
剔
出
し
、
ま
た
そ
れ
へ
の
対
策
と

し
て
有
効
に
機
能
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
と
き
危
機
は
も
は
や
危
機
で
は
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い
る
。中
野
は「
尾
崎
士
郎
論
」）

23
（

に
お
い
て
尾
崎
を「
懐
疑
」を
も
つ
作
家
と
し
て
、

誰
も
そ
の
「
才
能
に
つ
い
て
疑
を
挟
む
余
地
は
持
た
な
い
」
作
家
と
し
て
、
評

価
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
「
懐
疑
」
の
進
歩
の
な
さ
を
批
判
す
る
。

私
は
敢
て
、
彼
の
最
も
よ
き
反
面
が
一
瞬
間
に
し
て
過
ぎ
去
る
と
い
う
。

彼
は
、
新
し
い
文
学
の
型
を
創
造
す
る
よ
り
も
前
に
、
彼
が
迎
え
ら
れ
た

と
い
う
幻
想
に
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
、
彼
の
成
功
の
夢
に
酔
っ
て
、

去
勢
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
突
撃
の
な
か
に
あ
っ

た
、
最
初
に
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
功
利
的
な
る
も

の
が
、驚
く
べ
き
加
速
度
を
も
っ
て
膨
張
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

〔
…
〕
彼
に
と
っ
て
最
も
頑
強
な
る
敵
は
、
彼
の
生
命
の
糧
で
あ
る
彼
の

「
懐
疑
」
の
な
か
に
同
居
し
て
い
る
の
だ
。
自
然
の
道
に
、
無
理
押
し
な

ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
尾
崎
士
郎
は
、
彼
の
奮
起
を
永
続
的
た

ら
し
め
る
た
め
に
、
彼
の
思
想
を
し
て
透
明
た
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
必
要

を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

尾
崎
は
た
し
か
に
才
能
を
も
つ
作
家
で
あ
る
。
し
か
し
、
尾
崎
は
「
迎
え
ら

れ
た
と
い
う
幻
想
」
＝
「
成
功
の
夢
に
酔
っ
て
」
み
ず
か
ら
の
才
能
を
「
去
勢
」

し
て
し
ま
う
。
尾
崎
の
主
張
を
お
お
ざ
っ
ぱ
に
類
別
し
て
み
る
な
ら
「
友
情
と

い
う
名
に
於
て
」、
あ
る
い
は
「
自
由
思
想
家
で
あ
る
と
い
う
覇
気
」
に
お
い

て
彼
自
身
を
主
張
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
如
何
な
る
文
明

批
評
の
精
緻
さ
も
備
わ
っ
て
い
な
い
」。

こ
こ
に
は
の
ち
に
花
田
が
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
尾
崎
の
「
朦
朧
」
さ
が
よ

り
、
犬
士
は
す
べ
て
絵
に
か
い
た
よ
う
な
英
雄
で
あ
り
、
ど
れ
を
と
っ
て

み
て
も
、
い
ず
れ
も
変
り
ば
え
の
し
な
い
代
物
ば
か
り
だ
と
い
わ
れ
て
き

た
が
、
た
と
え
ば
、
犬
山
と
犬
塚
と
の
一
緒
に
登
場
す
る
、
ど
の
一
場
面

で
も
い
い
か
ら
読
ん
で
み
た
ま
え
。
両
者
の
相
違
は
、
顕
著
で
あ
り
、
意

見
の
対
立
は
、
つ
ね
に
風
を
呼
び
、
雲
を
孕
む
。
そ
れ
で
こ
そ
、
真
に
強

固
な
同
志
的
結
合
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
互
い
に
同
感
ば

か
り
し
て
い
る
の
で
は
、
一
つ
穴
に
狢
が
、
馴
れ
合
い
で
話
を
し
て
い
る

か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
は
こ
の
対
談
に
た
い
し
て
の
み
な
ら
ず
、
文
学
報
国

会
の
あ
ら
ゆ
る
会
合
に
た
い
し
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
文
学
者

が
、
八
犬
士
よ
り
も
朦
朧
と
し
た
性
格
の
持
ち
主
ば
か
り
だ
と
は
、
情
け

な
い
次
第
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
花
田
は
国
家
主
義
を
強
烈
に
先
導
し
た
三
浦
と
小
説
『
人
間
劇
場
』

に
よ
っ
て
国
民
的
作
家
と
な
り
文
学
報
国
会
に
も
参
与
し
た
尾
崎
に
た
い
し

て
、「
百
戦
錬
磨
の
古
強
者
」
と
い
う
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
は
ん
す
る
よ
う
な
「
朦
朧
と
し
た
性
格
」
を
指
摘
し
、
批
判
し
て
い
る
。

花
田
は
こ
の
「
朦
朧
と
し
た
性
格
」
が
対
談
に
お
け
る
「
馴
れ
合
い
」
に
表
れ

て
い
る
と
み
な
し
て
い
る
が
、
で
は
、
こ
の
「
朦
朧
」
と
し
た
も
の
は
ど
こ
か

ら
き
て
い
る
の
か
。

６

中
野
は
一
九
三
五
年
に
花
田
に
さ
き
が
け
て
尾
崎
士
郎
批
判
を
お
こ
な
っ
て
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に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は
「
無
理
押
し
」（
中

野
は
評
論
「
神
」）

24
（

に
お
い
て
こ
の
「
無
理
押
し
」
を
「
犠
牲
」
と
い
う
概
念
と

同
義
に
扱
っ
て
い
る
）
で
し
か
な
か
っ
た
。
中
野
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
先
ん

じ
て
対
峙
す
る
か
の
よ
う
に
、
当
時
の
状
況
に
お
い
て
文
学
を
前
進
さ
せ
る
た

め
に
は
「
確
固
た
る
理
論
」
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
自

然
の
道
」
を
た
ど
る
よ
う
に
「
思
想
を
透
明
た
ら
し
め
る
」
こ
と
だ
と
素
描
す

る
の
で
あ
る
。

７

中
野
が
素
描
す
る
「
自
然
の
道
」
を
た
ど
る
よ
う
に
「
思
想
を
透
明
た
ら
し

め
る
」
と
は
、
語
感
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
な
る
主
義
主
張
に
も
と
ら
わ
れ
な
い

こ
と
、
よ
り
端
的
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
あ
え
て
無
思
想
の
立
場
を
と
る
と
い
う

ふ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
、
無
思
想
が
ほ
ん

と
う
に
な
ん
ら
か
の
前
進
を
生
む
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
こ

こ
か
ら
は
そ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
も
、
中
野
の
評
論
お
け
る
「
透
明
」
と

い
う
比
喩
・
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

中
野
は
「
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
文
学
断
片
」）

25
（

に
お
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
を
概
括

的
に
紹
介
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

シ
ン
グ
や
、
イ
エ
ー
ツ
や
、
ゴ
ル
ス
ワ
ー
ジ
ー
や
、
グ
レ
ゴ
リ
ー
夫
人

や
、
す
べ
て
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
簇
出
し
た
劇
作
家
に
は
、
個
性
の
差
異

は
別
と
し
て
、
同
じ
や
う
に
見
へ
ざ
る
世
界
へ
の
戦
ひ
が
あ
る
。
そ
れ
は

く
表
れ
て
い
る
。
戦
前
・
戦
中
を
と
お
し
て
三
浦
や
尾
崎
は
そ
の
才
能
に
よ
っ

て
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
た
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
強
烈
な
主
張
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
し
か
な
足
ど
り
で
人
々
を
導
く
と
い
っ
た
種

類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
新
し
い
文
学
の
型
」
を
創
造
す
る
だ
け
の
力
を

も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
す
る
ま
え
に
「
迎
え
ら
れ
た
と
い
う
幻
想
」
に
「
酔
っ

て
」
し
ま
っ
た
尾
崎
は
他
者
だ
け
で
な
く
自
分
自
身
さ
え
も
前
進
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

尾
崎
が
前
進
す
る
た
め
に
は「
彼
の
な
か
に
あ
る
一
切
の
保
守
的
な
る
も
の
」

を
「
破
壊
」
し
、「
確
固
た
る
理
論
」
を
も
つ
こ
と
が
「
必
要
」
だ
と
中
野
は

指
摘
す
る
。
で
は
、
こ
の
「
理
論
」
と
は
な
に
を
指
す
の
か
。
こ
こ
で
注
目
し

た
い
の
は
さ
き
ほ
ど
の
引
用
部
後
半
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
尾
崎
に
必

要
な
も
の
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
中
野
は「
自
然
の
道
に
、

無
理
押
し
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
」と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
、

尾
崎
は
前
進
し
続
け
る
た
め
に
「
彼
の
思
想
を
し
て
透
明
た
ら
し
め
」
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。こ
こ
に
お
い
て「
確
固
た
る
理
論
」を
も
つ
こ
と
は「
自

然
の
道
」
を
た
ど
る
よ
う
に
「
思
想
を
透
明
た
ら
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
と
重

な
る
。こ
れ
は
の
ち
の
尾
崎
を
考
え
る
と
か
な
り
示
唆
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

花
田
が
批
判
を
お
こ
な
っ
た
当
時
の
尾
崎
は
文
学
報
国
会
に
参
与
し
戦
意
を

高
揚
さ
せ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
花
田
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の

は
明
確
な
理
論
で
は
な
く
、
た
だ
「
朦
朧
」
と
し
た
思
考
で
あ
り
、
敷
衍
す
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
思
考
こ
そ
が
時
代
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
尾
崎
ひ
と
り
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で
は
、「
戦
ひ
」
の
「
道
」
が
は
っ
き
り
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ま
た
、

そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
「
は
っ
き
り
」
し
て
く
る
か
。
前
者
に
関
し
て
は
中
野
の

他
言
説
を
参
照
し
の
ち
ほ
ど
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
。
こ
こ
か
ら
は
後
者
に
関

し
て
述
べ
て
い
き
た
い
。「
見
へ
ざ
る
世
界
へ
の
戦
ひ
」と
い
う
不
可
解
な
「
戦

ひ
」
の
な
か
で
、ど
の
よ
う
に
「
戦
ひ
」
の
「
道
」
は
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
か
。

引
用
部
に
即
せ
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
う
ち
に
あ
る
余
分
な
も
の
＝
夾
雑
物
を
取

り
除
く
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
は
な
く
、「
科
学
知
識
」
の
輸
入
や
「
コ
ン
ミ
ュ

ニ
ズ
ム
」
や
「
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
の
強
要
的
選
択
と
い
っ
た
不
可
避
的
に
迫
り

く
る
現
実
と
の
「
劇
的

0

0

」
な
葛
藤
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
野
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
に
、
決
し
て
現
実
に
安

住
す
る
こ
と
な
く
、
迫
り
く
る
現
実
を
斥
け
な
が
ら
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
へ
と

臨
み
つ
づ
け
る
姿
を
見
出
し
て
い
る
。
国
家
を
め
ぐ
る
複
雑
な
歴
史
的
経
過
を

背バ
ッ
ク
ボ
ー
ン

景
と
し
て
も
つ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
に
は
、
中
野
の
い
う
精
神
の
「
透
明
」

化
＝
殺
到
す
る
現
実
を
否
定
し
続
け
る
こ
と
で
、「
見
へ
ざ
る
世
界
」
へ
の
道

の
り
を
た
し
か
な
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
運
動
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
な
に
よ
り
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
い
く
ら
「
戦
ひ
の
意
味
」が
「
洗
練
」＝
「
透
明
」化
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
「
見
え
ざ
る
世
界
」
と
い
う
見
え
ざ
る
「
戦
ひ
」
の
相
手
が
、
つ
ま
り
、

そ
の
表
現
や
思
索
を
否
定
的
に
支
え
る
も
の
や
そ
の
表
現
や
思
索
が
向
か
う
終

着
点
が
、
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ス
タ
ン
プ
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
粗
に
な
る
こ
と
も
あ
る

で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
な
く
し
て
は
そ
の
表
現
の
動
機
を
失
ふ
の

で
あ
る
。
こ
の
劇
的
要
素
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
衆
自
身
が
生
活
す
る
。
そ

れ
が
革
命
を
染
め
る
血
潮
で
あ
る
。
戦
ひ
は
は
て
し
な
く
続
く
。
然
し
戦

ひ
の
意
味
が
洗
練
さ
れ
て
来
る
。
科
学
知
識
が
は
い
っ
て
来
る
。
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
戦
ひ
の
後
方
に
退
く
。
シ
ー
ン
・
オ
ケ
シ
イ
に
ま
で
来
れ
ば
、

コ
ン
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
か
、ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
へ
か
の
悩
み
が
は
い
っ
て
来
る
。

そ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
フ
リ
ー
・
ス
テ
ー
ト
に
し
た
と
き
の
市
街
戦
を

描
く
戯
曲
が
示
し
て
い
る
。こ
の
旧
式
の
政
治
革
命
を
捨
て
て
来
た
点
に
、

現
代
の
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
文
学
の
勃
興
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
見
へ
ざ

る
世
界
へ
の
戦
ひ
の
道
が
、
や
や
は
っ
き
り
し
て
来
る
。
そ
の
現
実
否
定

の
精
神
が
透
明
に
な
る
。

中
野
は
こ
こ
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
を
考
察
し
な
が
ら「
透
明
」化
の
イ
メ
ー

ジ
＝
「
現
実
否
定
の
精
神
」
の
「
透
明
」
化
を
描
き
だ
す
。
端
的
に
い
っ
て
、

そ
れ
は
、表
現
や
思
索
と
い
う
「
戦
ひ
の
意
味
の
洗
練
」
化
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
た
だ
の
「
戦
ひ
の
意
味
の
洗
練
」
化
で
は
な
く
「
見
へ
ざ
る
世

界
へ
の
戦
ひ
」
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
の
「
戦
ひ
」
の
相
手
が
な
ん
な
の
か
、

戦
う
目
的
や
戦
い
が
何
を
も
た
ら
す
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
戦
う
「
戦
ひ
」
で

あ
っ
て
、「
透
明
」
化
は
そ
の
よ
う
な
不
可
解
な
「
戦
ひ
」
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、

そ
の
「
戦
ひ
」
の
「
道
」
が
「
は
っ
き
り
」
し
て
く
る
と
い
う
事
態
を
意
味
し

て
い
る
。
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せ
な
い
評
論
が
あ
る
。
中
野
の
代
表
的
評
論
「
真
田
幸
村
論
」
で
あ
る
。

「
真
田
幸
村
論
」
は
幸
村
を
徳
川
家
康
や
豊
臣
秀
吉
な
ど
と
対
比
さ
せ
な
が

ら
、そ
の
唯
一
無
二
の
「
個
性
」
を
、幸
村
の
み
が
も
ち
え
た
純
粋
な
「
武
」
を
、

高
ら
か
に
謳
い
あ
げ
た
評
論
で
あ
る
。
花
田
に
よ
る
と
「
真
田
幸
村
論
」は「
真

田
三
代
記
」
と
い
う
あ
ま
り
め
ず
ら
し
い
と
は
い
え
な
い
テ
ク
ス
ト
を
材
料
に

し
、
広
末
保
に
よ
る
と
、「
真
田
幸
村
の
講
談
や
な
ん
か
で
創
ら
れ
た
イ
メ
ー

ジ
を
避
け
な
い
で
、
し
か
も
俗
説
を
排
す
と
い
う
形
」
で
創
り
あ
げ
ら
れ
た
。）

26
（

中
野
は
、幸
村
を
「
あ
の
戦
国
時
代
に
於
て
」、「
宗
教
も
、道
徳
も
、禅
学
も
、

精
神
の
修
養
も
」
武
人
の
生
活
を
糊
塗
す
る
た
め
に
必
要
と
せ
ず
に
「
闘
争
を

本
当
に
享
楽
す
る
こ
と
が
出
来
」
た
た
だ
ひ
と
り
の
存
在
と
し
て
描
き
出
す
。

な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
た
か
。
幸
村
が
他
の
ど
ん
な
戦
国
武
将
よ
り

も
自
身
の
「
行
為
の
必
然
性
を
最
後
ま
で
追
い
詰
め
た
」か
ら
で
あ
る
。
で
は
、

幸
村
は
戦
国
武
将
と
し
て
ひ
と
り
立
っ
た
そ
の
と
き
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

意
識
し
て
、
心
が
け
て
そ
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
中
野
は

「
真
田
幸
村
を
し
て
、
そ
の
よ
う
な
一
大
高
峰
た
ら
し
め
た
と
こ
ろ
の
原
因
は
、

彼
の
な
か
に
は
な
く
て
彼
の
外
に
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
具
体
的
に
い
う
な

ら
ば
、
幸
村
が
戦
場
に
臨
む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、「
そ
こ
に
、
徳
川
、
織
田
、

北
条
、
上
杉
、
そ
の
他
、
後
に
天
下
の
覇
権
を
争
う
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
す
べ

て
の
武
将
達
が
、
悉
く
合
流
し
た
敵
と
し
て
殺
到
し
て
来
て
い
た
」。
こ
の
よ

う
な
敵
を
斥
け
て
い
く
う
ち
に
、
そ
の
戦
闘
や
折
衝
を
通
し
て
幸
村
の
「
武
」

は
「
抽
象
」
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
幸
村
の
「
活
躍
の
舞
台
は
、
味
方
の

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
野
の
い
う
「
戦
ひ
」
つ
ま
り
表
現
や
思
索
を
い
く
ら

つ
づ
け
て
も
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
は
ず
っ
と
見
え
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
逆
説
的

だ
が
、
中
野
の
い
う
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
へ
の
道
が
は
っ
き
り
す
る
と
は
、
お

そ
ら
く
、
そ
の
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
よ
り
見
え
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
か
。
も
し
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
へ
の
道
す
じ
が
は
っ
き
り
し
た
こ

と
を
、
い
ま
足
下
に
あ
る
道
が
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
へ
と
確
実
に
つ
な
が
っ
て

い
る
こ
と
を
た
し
か
な
こ
と
と
し
て
そ
の
ま
ま
了
解
で
き
る
な
ら
、「
見
へ
ざ

る
世
界
」
が
見
え
て
い
よ
う
が
見
え
て
い
ま
い
が
、
そ
れ
は
本
質
的
な
問
題
で

は
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
中
野
の
い
う
思
想
の
「
透
明
」
化
と
は
、
む
し
ろ
こ

の
よ
う
な
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
の
可
視
不
可
視
が
本
質
的
で
は
な
く
な
る
ほ
ど

の
強
烈
な
了
解
（
と
い
う
文
学
作
用
）
を
こ
そ
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

文
学
が
「
見
へ
ざ
る
世
界
」
と
い
っ
た
未
知
な
る
も
の
へ
向
か
い
、
そ
れ
を
現

出
さ
せ
る
運
動
で
あ
る
と
し
て
も
、
中
野
の
描
き
出
す
思
想
の
「
透
明
」
化
、

あ
る
い
は
思
想
の
「
透
明
」
化
が
駆
動
す
る
文
学
は
、自
ら
が
向
か
う
そ
の
「
見

へ
ざ
る
世
界
」・
未
知
な
る
も
の
を
無
限
に
遠
ざ
け
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
、

そ
こ
へ
と
い
た
る
道
は
よ
り
た
し
か
で
着
実
な
も
の
へ
と
洗
練
さ
せ
て
い
く
と

い
う
逆
説
的
操
作
を
含
意
し
て
い
る
。

８

こ
の
中
野
の
い
う
思
想
の
透
明
化
を
よ
り
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
く
う
え
で
外
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よ
っ
て
ほ
ぼ
同
じ
も
の
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
思
想

の
透
明
化
と
は
、
幸
村
の
よ
う
に
自
身
を
抽
象
化
し
て
い
き
、
自
身
の
必
然
を

生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
文
脈
を
前
に
も
ど
す
な
ら
、
尾
崎
に
は
こ
の
こ
と

が
足
り
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
尾
崎
は
自
身
の
あ
り
方
を
突
き
つ
め
る
こ
と

で
自
分
自
身
の
必
然
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
身
の
必
然
を
生
き
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
計
画
・
企
図
さ
れ

て
そ
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
。
自
ら
計
画
・
企
図
し
た
終
着
点
か
ら
逆
算

し
た
そ
の
と
き
ど
き
の
必
然
を
生
き
た
存
在
と
し
て
「
真
田
幸
村
論
」
で
は
徳

川
家
康
が
登
場
す
る
。
中
野
に
よ
る
と
家
康
は
「
感
情
や
勝
敗
に
捉
わ
れ
る
こ

と
な
し
に
、
ひ
た
す
ら
大
局
を
収
め
る
と
こ
ろ
の
碁
を
打
っ
て
い
た
」
存
在
で

あ
り
、
そ
の
た
め
必
然
的
に
天
下
を
と
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
家
康
は
「
大
阪
の

陣
」
に
お
い
て
不
可
解
に
も
幸
村
に
脅
か
さ
れ
、
そ
の
必
然
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
幸
村
の
必
然
と
家
康
の
必
然
と
は
衝
突
す
る
も
の
と
し

て
、
差
異
あ
る
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
家
康
の
、
計
画
・
企
図
し

た
終
着
点
か
ら
逆
算
す
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
必
然
に
た
い
し
て
幸
村
の
必
然

は
そ
れ
自
体
が
偶
然
の
よ
う
な
他
な
る
も
の
の
外
か
ら
の
殺
到
と
葛
藤
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
家
康
の
必
然
は
た
だ
遂
行
す
べ
き

も
の
と
し
て
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
幸
村
の
必
然
は
享
楽
す
べ
き
も
の
、
つ
ま

り
、
遊
ぶ
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
た
思
想
の
透
明
化
と
し
て
の
必
然
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。
こ
の
最
後
の
疑
問
に
答
え
る
ま
え
に
、「
真
田
幸
村
論
」
に

数
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
敵
の
数
に
よ
っ
て
無
限
に
大
き
く
な
っ
て
い
」
き
、

そ
の
よ
う
な
数
多
く
の
巨
大
な
葛
藤
を
通
し
て
幸
村
は
「
抽
象
」
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
武
」
と
は
何
ぞ
や
？
　
武
は
、
勝
つ
こ
と
に
非
ず
し
て
、
武
の

術
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
そ
の
よ
う
な
抽
象
さ
れ
た
る

も
の
の
み
が
、
有
徳
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
「
武
」
が
な
か
っ
た
な

ら
ば
、
戦
国
時
代
は
人
類
精
神
の
汚
辱
史
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
し

て
そ
れ
は
単
な
る
荒
唐
無
稽
の
悲
喜
劇
を
も
っ
て
被
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

〔
…
〕
真
田
幸
村
に
よ
っ
て
、「
武
」
が
「
武
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

は
何
か
新
し
い
も
の
、
何
か
不
思
議
な
も
の
、
一
輪
の
花
開
く
が
如
く

に
「
武
」の
絶
頂
が
見
え
は
じ
め
て
来
る
よ
う
な
観
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、

幸
村
が
武
人
た
る
名
に
そ
む
か
ず
、
し
か
も
先
駆
者
と
し
て
現
れ
、
英
雄

と
し
て
現
れ
て
来
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
に
蒸
留
さ
れ
た
る
も
の
、
何
か

一
番
高
き
も
の
と
共
通
な
も
の
が
幸
村
の
な
か
に
あ
る
。
彼
は
そ
う
い
う

意
味
に
於
て
抽
象
人
間
に
し
て
、
未
来
人
間
に
し
て
、
新
し
い
一
人
の
男

で
あ
る
。

以
上
、「
真
田
幸
村
論
」
の
内
容
を
概
括
的
に
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
言

説
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
問
題
に
し
て
き
た
中
野
の
い
う
思

想
の
「
透
明
」
化
の
内
実
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。
幸
村
の

抽
象
化
と
思
想
の
透
明
化
と
は
「
透
明
」と
「
蒸
留
」と
い
う
近
似
し
た
イ
メ
ー

ジ
、
ま
た
、
他
な
る
も
の
と
の
葛
藤
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
る
と
い
う
共
通
点
に
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を
考
察
し
て
い
く
。

一
葉
の
木
の
葉
と
雖
も
、
耳
を
掠
め
て
過
ぎ
去
っ
た
と
し
た
な
ら
、
そ
の

耳
の
主
体
の
生
涯
を
決
定
し
は
し
な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
そ
れ
は
、
一
握

の
砂
が
、
川
の
生
涯
を
決
定
す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
偶
然
の
は
い
り

込
む
余
地
は
何
処
に
も
な
い
。
も
の
は
そ
れ
の
機
能
を
寸
毫
も
怠
り
は
し

な
い
。
も
の
は
、
精
密
に
し
て
玄
妙
で
あ
る
。
も
の
は
単
純
へ
は
帰
一
さ

れ
る
が
、「
粗
」
ま
た
は
「
間
違
ひ
」
と
い
う
も
の
は
存
在
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
と
き
、
戦
争
も
平
和
も
、
建
設
も
破
壊
も
、
喜
び
も
、
悲
し
み
も
、

み
な
「
宿
命
」
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
？
　
人
は
み

な
「
宿
命
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
位
置
」
を
知
る
の
で
は
な

い
で
あ
ら
う
か
？

抽
象
化
さ
れ
る
こ
と
で
見
出
さ
れ
る
「
も
の
」
自
体
に
は
「
偶
然
の
は
い
り

込
む
余
地
」
が
な
く
、
つ
ま
り
、
必
然
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
も
の
」

は
自
身
の
「
機
能
を
寸
毫
も
怠
り
」
は
せ
ず
、「
も
の
」
に
は
「
間
違
ひ
」
さ

え
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
強
固
な
必
然
を
指
し
て
中
野
は
そ
れ
を
「
宿

命
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
人
は
こ
の
「
宿
命
」
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、

自
身
の
「
位
置
」
を
知
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
宿
命
」
を
知
る

と
い
う
こ
と
が
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
き
た
思
想
の
透
明
化
の
最
終
的
な
内
実

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
な
に
よ
り
も
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
「
宿
命
」
は
人
の

行
く
末
を
決
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
時
間
的
概
念
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
の
透
明
化
や
幸
村
の
抽
象
化
の
検
討
を
経
て
措

関
し
て
あ
る
留
保
を
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
留
保
と
は
、「
真

田
幸
村
論
」
に
た
い
す
る
花
田
の
反
発
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
真
田
幸
村
論
」
は
あ
ら
ゆ
る
主
義
や
思
想
か
ら
離

れ
て
た
だ
自
身
の
必
然
の
み
を
生
き
た
幸
村
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
は
は
た
し
て
あ
ら
ゆ
る
主
義
や
思
想
か
ら
離
れ
る
こ

と
が
で
き
て
い
た
の
か
。
こ
こ
に
花
田
の
反
発
が
あ
る
。
花
田
は
「
真
田
幸
村

論
」
に
高
い
評
価
を
与
え
る
が
、
一
方
で
、「
陶
酔
し
て
る
み
た
い
な
形
」
が

あ
る
と
指
摘
す
る
。）

27
（

戦
争
と
い
う
時
代
へ
の
陶
酔
で
あ
る
。「
真
田
幸
村
論
」

と
い
え
ど
も
戦
争
へ
と
向
か
う
時
代
の
雰
囲
気
か
ら
は
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
反
発
が
花
田
に
評
論
「
サ
ル
ト
ビ
・
レ
ゲ
ン
デ
」
を
書
か
せ
た
。
つ
ま
り

中
野
が
真
田
幸
村
を
主
人
公
に
「
真
田
幸
村
論
」
を
書
い
た
の
に
た
い
し
て
、

花
田
は
幸
村
の
家
臣
で
あ
る
猿
飛
佐
助
を
主
人
公
と
し
て
、
ま
た
、「
外
国
人
」

と
い
う
仮
構
さ
れ
た
立
場
か
ら
「
サ
ル
ト
ビ
・
レ
ゲ
ン
デ
」
を
書
い
た
の
で
あ

る
。）

28
（

こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
伏
在
し
て
い
る
が
、
紙
数
の
関
係
上
、
そ

の
考
察
は
ま
た
機
会
を
改
め
て
行
い
た
い
。

９

で
は
、
本
題
に
戻
り
最
後
の
疑
問
を
考
え
て
い
こ
う
。
中
野
が
描
き
出
す
思

想
の
透
明
化
と
し
て
の
必
然
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
突
き
つ

め
た
の
が
評
論
「
神
」
で
あ
る
。「
神
」
の
な
か
で
中
野
は
幸
村
と
同
様
に
抽

象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
も
の
」
自
体
を
取
り
あ
げ
、「
も
の
」
と
は
な
に
か
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さ
れ
た
中
野
の
思
想
の
透
明
化
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
の
考
察
を

通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、「
全
日
本
文
学
者
ノ
総
力
ヲ
結
集
シ
、
大
東

亜
戦
争
完
遂
ノ
為
メ
、
国
家
総
動
員
態
勢
ノ
一
翼
タ
ラ
ン
決
意
ヲ
中
外
ニ
宣
明

ス
ル
ト
共
ニ
、
他
ノ
文
化
諸
部
門
ト
密
接
ニ
連
繋
シ
ツ
ツ
、
国
民
文
化
ノ
向
上

ニ
努
メ
、
新
文
化
ノ
創
造
ニ
邁
進
」）

29
（

す
べ
し
、
と
い
う
文
学
報
国
会
設
立
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
的
行
為
が
国
家
の
年
代
記
的

必
然
性
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
可
能
性
を
も
つ
時
代
と
そ
の
雰
囲
気
の
な
か

に
あ
っ
て
、
ま
た
、
血
を
分
け
た
存
在
で
あ
る
兄
正
剛
が
自
身
の
提
唱
す
る
強

力
政
治
の
た
め
に
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遠
謀
と
モ
ル
ト
ケ
の
計
畫
」
つ
ま
り
「
遠

謀
と
深
慮
と
自
重
と
英
断
と
、
周
到
な
る
計
畫
と
、
精
密
な
る
打
算
」
を
な
に

よ
り
も
要
求
す
る
と）

30
（

い
う
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
中
野
が
思
想
の
透
明
化
と

い
う
こ
と
ば
で
そ
の
よ
う
な
年
代
記
的
必
然
性
に
は
回
収
さ
れ
え
な
い
よ
う
な

別
種
の
必
然
性
、
時
間
的
概
念
か
ら
は
逸
脱
し
た
宿
命
を
、
時
代
を
先
読
み
す

る
か
の
よ
う
に
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
概
念
の
強
度
や
有
効
性
に
つ
い
て
は
留
保
が
つ
く
。
先
に

あ
げ
た
花
田
の
反
発
が
示
す
よ
う
に
中
野
自
身
も
時
代
の
な
が
れ
に
ま
き
こ
ま

れ
て
い
る
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
な
が
れ
に
の
る
い
が

い
に
道
は
な
い
と
い
う
強
固
な
必
然
性
を
遊
ぶ

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の

な
が
れ
に
一
見
沿
う
か
の
よ
う
で
実
は
逆
流
し
て
い
る
よ
う
な
形
象
（
真
田
幸

村
な
ど
）
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
中
野
の
限
界
や
「
真
田
幸
村
論
」
と
花
田
の
「
サ
ル
ト
ビ
・

定
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
に
お
け
る
思
想
の
透
明
化
や
幸
村

の
抽
象
化
、
そ
し
て
「
宿
命
」
の
発
見
は
未
来
や
目
的
、
計
画
や
企
図
か
ら
切

断
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
ど
こ
に
も
繋
が
る
こ
と
の

な
い
必
然
な
の
で
あ
り
瞬
間
に
し
か
存
在
し
な
い
宿
命
な
の
で
あ
る
。だ
か
ら
、

人
は
「
宿
命
」
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
「
位
置
」
し
か

0

0

知
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
も
い
え
る
。

中
野
の
独
自
性
は
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
っ
た
。
大
正
後
半
期
か
ら
戦
前
・

戦
中
と
い
う
不
可
避
的
に
戦
争
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
時
代
に
お
い
て
、
あ
ら

ゆ
る
行
為
は
国
家
の
年
代
記
的
必
然
性
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
く
可
能
性
が
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
に
あ
っ
て
、
中
野
は
そ
の
年
代
記
的
必
然
性
へ

は
還
元
さ
れ
え
な
い
必
然
と
宿
命
を
描
き
出
す
。
そ
れ
は
、
未
来
や
目
的
、
計

画
や
企
図
か
ら
切
断
さ
れ
、
他
な
る
も
の
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
す

ま
す
純
化
し
て
い
く
必
然
で
あ
り
宿
命
で
あ
る
。
だ
か
ら
中
野
は
「
神
」
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
か
つ
て
文
化
は
、そ
の
意
味
合
ひ
が
曖
昧
で
あ
っ

た
が
、
い
ま
や
文
化
は
、「
戦
争
」
の
な
か
に
も
「
平
和
」
の
な
か
に
も
な
く
、

大
衆
が
、
分
に
応
じ
て
、
そ
の
「
宿
命
」
を
護
る
こ
と
の
な
か
に
あ
る
」。

10

以
上
、〝
忘
れ
ら
れ
た
〞中
野
秀
人
の
文
学
的
足
跡
と
そ
の
独
自
性
の
一
端
を
、

花
田
清
輝
の
諸
言
説
を
定
点
と
す
る
こ
と
で
検
討
し
て
き
た
。
な
か
で
も
具
体

的
焦
点
と
し
た
の
は
、
花
田
と
中
野
の
尾
崎
士
郎
批
判
で
あ
り
、
そ
こ
で
提
示
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（
11
）座
談
会（
出
席
者
：
岡
本
潤
・
長
谷
川
四
郎
・
花
田
清
輝
・
関
根
弘
・
中
野
和
泉
）「
中

野
秀
人
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
」（『
中
野
秀
人
全
詩
集
』附
録
、思
潮
社
、一
九
六
八
年
七
月
）

で
の
花
田
清
輝
の
発
言
。

（
12
）
魚
麟
叢
書
３
、
文
化
再
出
発
の
会
、
一
九
四
一
年
一
二
月
。

（
13
）
学
芸
書
林
か
ら
刊
行
。

（
14
）『
日
本
詩
』
二
巻
二
号
、
一
九
三
五
年
四
月
。

（
15
）「
最
初
の
批
評

―
『
赤
ず
き
ん
』」（
初
出
：『
群
像
』、一
九
六
四
年
五
月
、原
題
「『
赤

ず
き
ん
』」。
引
用
：『
花
田
清
輝
全
集
』
第
一
一
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
六
月
）。

（
16
）『
エ
ク
リ
バ
ン
』
一
巻
一
号
、
一
九
三
五
年
一
〇
月
。

（
17
）「
は
じ
め
て
の
本

―
『
自
明
の
理
』」（
初
出
：
『
週
刊
読
書
人
』、
一
九
六
四
年
二

月
二
四
日
、
原
題
「『
自
明
の
理
』」。
引
用
：『
花
田
清
輝
全
集
』
第
一
一
巻
、
講
談
社
、

一
九
七
八
年
六
月
）。

（
18
）『
改
造
』、
一
九
二
九
年
九
月
。

（
19
）「
小
林
批
評
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
」（『
群
像
』、
一
九
九
二
年
六
月
）。

（
20
）「
批
評
精
神
の
登
場
」（『
文
化
組
織
』
一
巻
二
号
、
一
九
四
〇
年
二
月
）。

（
21
）「
危
機
と
批
評
精
神
」（
初
出
：
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
五
六
年
九
月
二
五
日
、

原
題
「
新
世
代
に
批
評
精
神
／
一
水
会
展
と
新
制
作
展
を
み
て
」。
引
用
：
『
花
田
清

輝
全
集
』
第
六
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
八
年
一
月
）。

（
22
）
初
出
：『
現
代
文
学
』第
六
巻
第
九
号
、一
九
四
三
年
九
月
。
引
用
：『
花
田
清
輝
全
集
』

第
二
巻
、
講
談
社
、
一
九
七
七
年
九
月
。

（
23
）『
新
潮
』、
一
九
三
五
年
一
一
月
。

（
24
）『
文
化
組
織
』
一
巻
一
〇
号
、
一
九
四
〇
年
一
〇
月
。

（
25
）『
新
興
文
学
』
一
巻
一
〇
号
、
一
九
二
八
年
一
二
月
。

（
26
）
座
談
会
（
出
席
者
：
花
田
清
輝
・
広
末
保
）「
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
イ
で
把
え
る
」（『
現

代
文
学
の
発
見
』
第
一
一
巻
附
録
、
学
芸
書
林
、
一
九
六
八
年
一
一
月
）
で
の
花
田

清
輝
と
広
末
保
の
発
言
。

レ
ゲ
ン
デ
」
の
関
係
性
な
ど
は
別
の
機
会
に
詳
細
に
論
じ
た
い
。

ま
た
、
若
年
の
花
田
を
ひ
き
つ
け
た
中
野
の
批
評
の
機
能
に
対
す
る
思
考
も

検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
に
関
し
て
も
ま
だ
考
察
が
足
り
ず
、
今
後
の
機
会
に
改

め
て
調
査
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、批
評
と
い
う
看
板
に
と
ら
わ
れ
ず
、

も
っ
と
も
機
能
す
る
も
の
と
し
て
の
批
評
の
あ
り
か
た
の
ひ
と
つ
を
中
野
が
素

描
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
で
き
た
と
考
え
る
。
き
わ
め
て
鋭
く
そ
し
て
独

自
な
作
家
で
あ
る
中
野
秀
人
に
関
す
る
研
究
は
ま
だ
明
確
に
は
じ
ま
っ
て
い
る

と
も
言
え
な
い
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
そ
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

注（
１
）『
文
章
世
界
』
一
五
巻
九
号
、
一
九
二
〇
年
九
月
。

（
２
）『
エ
ク
リ
バ
ン
』
二
巻
一
号
、
一
九
三
六
年
一
月
。

（
３
）
帝
国
教
育
会
出
版
部
、
一
九
三
八
年
七
月
。

（
４
）
真
善
美
社
、
一
九
四
八
年
一
月
。

（
５
）『
文
学
』、
一
九
七
七
年
一
月
。

（
６
）『
駒
澤
大
学
外
国
語
論
集
』、
二
〇
〇
六
年
九
月
。

（
７
）『
現
代
詩
手
帖
』、
一
九
九
〇
年
二
月
。

（
８
）『
社
会
文
学
』、
二
〇
〇
七
年
。

（
９
）座
談
会（
出
席
者
：
岡
本
潤
・
長
谷
川
四
郎
・
花
田
清
輝
・
関
根
弘
・
中
野
和
泉
）「
中

野
秀
人
の
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
」（『
中
野
秀
人
全
詩
集
』附
録
、思
潮
社
、一
九
六
八
年
七
月
）

で
の
岡
本
潤
の
発
言
。

（
10
）（
９
）
に
同
じ
。
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（
27
）
座
談
会
（
出
席
者
：
花
田
清
輝
・
広
末
保
）「
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
イ
で
把
え
る
」（『
現

代
文
学
の
発
見
』
第
一
一
巻
附
録
、
学
芸
書
林
、
一
九
六
八
年
一
一
月
）
で
の
花
田

清
輝
の
発
言
。

（
28
）（
27
）
に
同
じ
。

（
29
）
浦
西
和
彦
「
関
西
大
学
図
書
館
蔵
「
日
本
文
学
報
国
会
法
人
設
立
許
可
一
件
書
類
」

翻
刻
」（『
国
文
学
』、
一
九
九
三
年
一
二
月
）。

（
30
）
中
野
正
剛
「
強
力
政
治
論
」（『
改
造
』
第
一
五
巻
二
号
、
一
九
三
三
年
二
月
）。

―
い
た
く
ら
・
た
い
き
、
広
島
新
庄
高
等
学
校
臨
時
教
諭
―

国 

文 

学 

攷 

投 

稿 

規 

定

一
、
本
誌
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
学
会
員
か
ら
の
投
稿

を
常
時
募
集
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
当
学
会
委
員
よ
り
選
出
さ
れ
た
編
集
委
員
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
編
集
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

一
、
採
否
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
に
は
一
切
応
じ
ま
せ
ん
。

一
、
投
稿
論
文
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
四
〇
枚
以
内
を
原
則
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
末
尾
に
氏
名
の
ふ
り
が
な
・
所
属
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
の
投
稿
の
際
に
は
、
縦
書
き
の
場
合
は
三
〇
字
×
二
一
行
、

横
書
き
の
場
合
は
四
〇
字
×
三
五
行
の
書
式
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
投
稿
は
、
メ
ー
ル
添
付
、
ま
た
は
郵
送
に
よ
り
、
な
る
べ
く
電
子
デ
ー
タ
で

お
願
い
し
ま
す
。
メ
ー
ル
添
付
の
場
合
に
は
、
文
書
デ
ー
タ
（
Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
フ
ァ
イ
ル
、

一
太
郎
フ
ァ
イ
ル
等
）
と
、
印
字
し
た
状
態
が
わ
か
る
ｐ
ｄ
ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
、

メ
ー
ル（
件
名
は
、「『
国
文
学
攷
』投
稿
論
文（
氏
名
）」）に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
の
場
合
に
は
、
文
書
デ
ー
タ
を
収
め
た
電
子
媒
体
と
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し

た
原
稿
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。

一
、
論
文
掲
載
の
場
合
、
本
誌
三
部
と
抜
き
刷
り
三
〇
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
余
分

に
必
要
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
実
費
で
お
頒
ち
し
ま
す
。

一
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
、
著
者
に
帰
属
し
ま
す
。
た
だ
し
、

当
学
会
は
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
電
子
化
し
、
公
開
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
送
り
先
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