
何
か
と
い
ふ
説
を
梅
原
龍
三
郎
は
本
気
で
云
つ
て
ゐ
た
が
、
国
民
の
苦
み
を
軽
減
す
る
為
め
に
す

る
の
な
ら
、
そ
れ
も
面
白
い
考
へ
方
だ
と
当
時
思
つ
た
も
の
で
あ
る
。
／
文
化
財
保
護
な
ど
と
い

ふ
事
は
国
民
の
生
活
に
も
う
少
し
余
裕
の
出
来
た
時
に
す
べ
き
事
で
、
少
な
く
と
も
重
税
を
課
し

て
ま
で
や
る
べ
き
事
で
は
な
い
と
思
ふ
。
ギ
リ
シ
ヤ
彫
刻
の
や
う
な
も
の
な
ら
ば
始
末
が
い
い
が
、

日
本
の
さ
う
い
ふ
も
の
は
保
存
に
厄
介
な
も
の
が
多
い
。

（『
私
の
信
條
』）

小
林
秀
雄
が
若
い
こ
ろ
心
酔
し
、
坂
口
安
吾
や
無
頼
派
が
批
判
の
槍
玉
に
挙
げ
た
志
賀
直
哉
が
、
よ

り
に
も
よ
っ
て
坂
口
安
吾
と
近
い
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
は
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。
梅
原
龍
三
郎
に

つ
い
て
は
、
小
林
秀
雄
が
擁
護
し
、
坂
口
安
吾
が
非
難
す
る
と
い
う
対
立
を
生
じ
せ
し
め
た
画
家
で
あ

る
こ
と
も
興
味
深
い
。
む
ろ
ん
、
梅
原
龍
三
郎
や
志
賀
直
哉
の
発
言
が
戦
後
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
坂
口
安
吾
の
発
言
は
戦
時
下
の
も
の
で
あ
り
、
時
代
が
違
う
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
直
哉
は
安
吾

の
『
わ
が
人
生
観
』
を
読
ん
で
、
こ
の
よ
う
な
意
見
に
至
っ
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
細
部
に
お
け
る
差

異
を
見
出
そ
う
と
思
え
ば
、
い
く
ら
で
も
抽
出
で
き
る
に
相
違
な
い
。『
わ
が
人
生
観
』
に
お
け
る
安
吾

は
黄
河
に
比
し
た
無
常
の
肯
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
直
哉
は
税
の
問
題
に
意
識
が
行
っ
て
い
る
だ
け
だ

か
ら
本
質
的
に
異
な
る
、
云
々
。
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
意
外
な
近
似
を
闇
に
葬
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
こ
れ
な
ど
も
人
生
観
を
相
互
に
比
較
・
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な

っ
た
思
い
が
け
ぬ
副
産
物
の
一
つ
で
あ
る
。

か
か
る
効
能
は
無
論
、
他
に
も
導
き
出
せ
る
。
た
と
え
ば
（
四
）
で
は
下
山
事
件
が
話
題
に
な
っ
て

い
る
。
同
じ
ア
ド
ル
ム
中
毒
に
な
っ
た
無
頼
派
の
田
中
英
光
が
、
同
じ
『
新
潮
』
に
発
表
し
た
「
下
山

事
件
の
イ
ン
テ
リ
的
考
察
」（
一
九
四
九
・
八
）
と
の
相
互
性
が
気
に
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、（
五
）

と
三
島
由
紀
夫
『
金
閣
寺
』
の
関
係
は
、（
四
）
と
松
本
清
張
『
日
本
の
黒
い
霧
』
の
「
下
山
国
鉄
総
裁

謀
殺
論
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
六
〇
・
一
）
と
の
関
係
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。
水
上
勉

『
金
閣
炎
上
』（
一
九
七
九
・
七
、
新
潮
社
）
や
井
上
靖
『
黯
い
潮
』（
一
九
五
〇
・
一
〇
、
文
藝
春
秋

新
社
）
を
視
野
に
入
れ
た
文
学
史
も
可
能
と
な
ろ
う
。（
八
）
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
前
出
の
宮
澤
隆
義
が
論
じ
て
い
る
が
、
武
者
小
路
実
篤
『
自
分
の
人
生
観
』
と
の
関
連
に
は
言
及
が

な
く
、
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。『
自
分
の
人
生
観
』
は
、
安
吾
が
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
ろ
に
再

刊
が
出
て
い
る
。（
八
）が
安
吾
が
代
用
教
員
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
回
想
で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
れ
ば
、

偶
然
の
符
合
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
な
い
。
正
宗
白
鳥
「
我
が
人
生
観
」
は
、
安
吾
の
『
わ
が
人
生
観
』

連
載
開
始
の
一
か
月
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
安
吾
の
目
に
止
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

病
弱
だ
っ
た
正
宗
白
鳥
に
対
し
、
頑
強
だ
っ
た
安
吾
の
対
比
は
興
味
深
く
、
子
供
を
持
た
な
か
っ
た
親

の
視
点
の
欠
如
と
い
う
共
通
項
も
（
一
）
と
の
関
連
で
浮
か
び
上
が
る
。（
一
）
の
堕
胎
問
題
に
つ
い
て

は
、
夫
人
の
坂
口
三
千
代
『
ク
ラ
ク
ラ
日
記
』（
一
九
六
七
・
三
、
文
藝
春
秋
）
を
参
看
し
つ
つ
の
男
性

批
判
が
須
要
だ
ろ
う
。

如
上
、
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
小
林
秀
雄
と
の
資
質
の
差
異
を
主
と
し
、
最
後
は
駆
け
足
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
が
、
坂
口
安
吾
『
わ
が
人
生
観
』
が
研
究
対
象
と
し
て
可
能
性
の

あ
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
な
り
と
も
示
唆
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
よ
し
と
し
よ
う
。

付
記

引
用
に
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』（
一
九
九
八
―
二
〇
一
二
、
筑
摩
書
房
）、『
小
林
秀
雄
全
作
品
』

、

（
二
〇
〇
四
、
新
潮
社
）
を
用
い
た
。
そ
れ
以
外
の
引
用
は
原
典
に
拠
る
。
た
だ
し
、
旧
漢

字
は
適
宜
、
新
漢
字
に
改
め
た
。
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間
」
の
域
ま
で
引
き
ず
り
堕
ろ
せ
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
固
定
観
念
に
便
乗
し
、

拡
張
し
て
し
ま
う
「
お
歴
々
」
を
撃
つ
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
方
に
お
い
て
は
「
堕
落
論
」

で
あ
る
し
、
も
う
一
方
に
お
い
て
は
「
教
祖
の
文
学
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
極
め
て
ま
っ

と
う
な
批
判
精
神
の
発
現
が
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
尋
常
人
／
狂
人
と
い
う
対
立
が
、
あ
る
い
は
、

そ
も
そ
も
「
人
間
」
と
い
う
概
念
す
ら
無
化
さ
れ
る
よ
う
な
自
在
な
精
神
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
、
同
時
に
金
閣
寺
／
も
っ
と
名
も
な
い
建
物
と
い
う
区
別
の
脱
構
築
に
も
適
応
さ

れ
る
。

要
す
る
に
、
安
吾
は
狂
人
と
し
て
、
つ
ま
り
狂
人
に
と
っ
て
の
自
身
は
尋
常
人
で
あ
る
か
ら
尋
常
人

と
し
て
、
も
う
一
人
の
狂
人
の
中
に
も
尋
常
人
を
見
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
小
林
秀
雄
は
「
人
間
正
気

で
い
る
こ
と
で
沢
山
だ
」
と
、
最
後
ま
で
尋
常
人
た
る
資
格
を
手
放
そ
う
と
は
し
な
い
。

そ
う
い
え
ば
、
坂
口
安
吾
は
「
通
俗
と
変
貌
と
」
で
、
こ
う
言
っ
て
い
た
。「
対
象
に
く
ひ
こ
む
こ
と

に
よ
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
ハ
ラ
ン
は
起
る
筈
だ
、
魂
か
ら
の
ハ
ラ
ン
が
。
そ
の
ハ
ラ
ン
は
、
や
つ
ぱ
り

病
人
以
外
に
は
、
用
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。」

小
林
は
骨
董
品
を
さ
が
す
よ
う
に
文
学
を
探
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
小
さ
な
掘
り
出
し
物
を
し

て
、
む
や
み
に
理
窟
を
つ
け
す
ぎ
、
有
難
が
り
す
ぎ
て
ゐ
る
。
埃
を
か
ぶ
つ
て
寝
て
ゐ
る
奴
を
ひ

き
だ
し
て
き
て
、
修
繕
し
た
り
説
明
を
つ
け
て
陳
列
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
西
行
だ
の
実

朝
の
歌
な
ど
、
君
の
解
説
ぬ
き
で
、
手
ぶ
ら
で
、
お
つ
ぽ
り
出
し
て
み
た
ま
へ
。
何
物
で
も
な
い

で
は
な
い
か
。
芸
術
は
自
在
奔
放
な
も
の
だ
。
そ
れ
自
体
が
力
の
権
化
で
、
解
説
ぬ
き
で
、
横
行

闊
歩
し
て
い
る
も
の
だ
。

（
坂
口
安
吾
「
通
俗
と
変
貌
と
」）

「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」
と
「
金
閣
焼
亡
」
を
並
べ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
作
家
の
資

質
の
違
い
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

安
吾
の
〈
国
宝
焼
亡
結
構
論
〉
は
、
周
知
の
通
り
「
日
本
文
化
私
観
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
二
・

二
）
に
遡
る
。「
法
隆
寺
も
平
等
院
も
焼
け
て
し
ま
つ
て
一
向
に
困
ら
ぬ
。
必
要
な
ら
ば
、
法
隆
寺
を
と

り
こ
は
し
て
停
車
場
を
つ
く
る
が
い
ゝ
」
の
一
節
は
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
柄
谷
行
人
「「
日

本
文
化
私
観
」
論
」（『
文
芸
』
一
九
七
五
・
五
）
以
来
、
こ
の
一
節
は
伝
説
の
よ
う
に
語
り
継
が
れ
、

坂
口
安
吾
を
讃
え
る
際
の
最
大
の
堡
塁
と
な
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
発
想
自
体
は
特
段
、
安
吾
な
ら
で
は
の
も
の
と
言
え
な
い
と
の
冷
や
水
を
浴
び
せ
て

お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
志
賀
直
哉
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

正
倉
院
の
仮
倉
に
あ
る
古
い
布
れ
の
断
片
を
整
理
し
、
安
全
に
保
護
す
る
為
め
に
一
億
円
の
金

を
国
庫
か
ら
出
し
て
貰
へ
る
事
に
な
つ
た
と
い
ふ
事
だ
が
、
重
税
に
苦
し
み
一
家
心
中
な
ど
の
出

て
ゐ
る
今
日
、
そ
ん
な
事
を
し
な
く
て
も
よ
さ
さ
う
に
思
つ
た
。
こ
れ
ま
で
千
年
以
上
も
そ
の
ま

ま
で
残
つ
た
物
を
今
、
急
に
文
化
財
保
護
な
ど
と
い
つ
て
、
さ
う
い
ふ
事
を
す
る
必
要
は
な
い
。

文
化
財
の
保
護
も
大
切
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
庶
民
に
と
つ
て
は
そ
れ
は
ボ
ロ
布
れ
と
い
つ
て

も
い
い
も
の
だ
。
現
在
は
先
づ
生
き
た
人
間
を
救
ふ
為
め
に
全
力
を
集
注
す
る
方
が
本
統
の
や
う

に
思
ふ
が
、
こ
ん
な
事
を
い
ふ
の
は
青
臭
い
書
生
論
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
か
。
文
化
財
保
護
に
使

ふ
金
も
一
家
心
中
を
起
こ
し
た
重
税
の
一
部
だ
と
思
ふ
と
、
も
の
の
軽
重
が
逆
に
な
つ
た
感
じ
で

愉
快
で
な
い
。
終
戦
直
後
、
敗
戦
の
償
金
と
し
て
法
隆
寺
を
そ
つ
く
り
ア
メ
リ
カ
に
渡
し
て
は
如

デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
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間
」
の
域
ま
で
引
き
ず
り
堕
ろ
せ
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
固
定
観
念
に
便
乗
し
、

拡
張
し
て
し
ま
う
「
お
歴
々
」
を
撃
つ
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
方
に
お
い
て
は
「
堕
落
論
」

で
あ
る
し
、
も
う
一
方
に
お
い
て
は
「
教
祖
の
文
学
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
極
め
て
ま
っ

と
う
な
批
判
精
神
の
発
現
が
み
て
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
尋
常
人
／
狂
人
と
い
う
対
立
が
、
あ
る
い
は
、

そ
も
そ
も
「
人
間
」
と
い
う
概
念
す
ら
無
化
さ
れ
る
よ
う
な
自
在
な
精
神
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
、
同
時
に
金
閣
寺
／
も
っ
と
名
も
な
い
建
物
と
い
う
区
別
の
脱
構
築
に
も
適
応
さ

れ
る
。

要
す
る
に
、
安
吾
は
狂
人
と
し
て
、
つ
ま
り
狂
人
に
と
っ
て
の
自
身
は
尋
常
人
で
あ
る
か
ら
尋
常
人

と
し
て
、
も
う
一
人
の
狂
人
の
中
に
も
尋
常
人
を
見
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
小
林
秀
雄
は
「
人
間
正
気

で
い
る
こ
と
で
沢
山
だ
」
と
、
最
後
ま
で
尋
常
人
た
る
資
格
を
手
放
そ
う
と
は
し
な
い
。

そ
う
い
え
ば
、
坂
口
安
吾
は
「
通
俗
と
変
貌
と
」
で
、
こ
う
言
っ
て
い
た
。「
対
象
に
く
ひ
こ
む
こ
と

に
よ
つ
て
、
お
の
づ
か
ら
ハ
ラ
ン
は
起
る
筈
だ
、
魂
か
ら
の
ハ
ラ
ン
が
。
そ
の
ハ
ラ
ン
は
、
や
つ
ぱ
り

病
人
以
外
に
は
、
用
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。」

小
林
は
骨
董
品
を
さ
が
す
よ
う
に
文
学
を
探
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
、
小
さ
な
掘
り
出
し
物
を
し

て
、
む
や
み
に
理
窟
を
つ
け
す
ぎ
、
有
難
が
り
す
ぎ
て
ゐ
る
。
埃
を
か
ぶ
つ
て
寝
て
ゐ
る
奴
を
ひ

き
だ
し
て
き
て
、
修
繕
し
た
り
説
明
を
つ
け
て
陳
列
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
西
行
だ
の
実

朝
の
歌
な
ど
、
君
の
解
説
ぬ
き
で
、
手
ぶ
ら
で
、
お
つ
ぽ
り
出
し
て
み
た
ま
へ
。
何
物
で
も
な
い

で
は
な
い
か
。
芸
術
は
自
在
奔
放
な
も
の
だ
。
そ
れ
自
体
が
力
の
権
化
で
、
解
説
ぬ
き
で
、
横
行

闊
歩
し
て
い
る
も
の
だ
。

（
坂
口
安
吾
「
通
俗
と
変
貌
と
」）

「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」
と
「
金
閣
焼
亡
」
を
並
べ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
二
人
の
作
家
の
資

質
の
違
い
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

安
吾
の
〈
国
宝
焼
亡
結
構
論
〉
は
、
周
知
の
通
り
「
日
本
文
化
私
観
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
二
・

二
）
に
遡
る
。「
法
隆
寺
も
平
等
院
も
焼
け
て
し
ま
つ
て
一
向
に
困
ら
ぬ
。
必
要
な
ら
ば
、
法
隆
寺
を
と

り
こ
は
し
て
停
車
場
を
つ
く
る
が
い
ゝ
」
の
一
節
は
、
非
常
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
柄
谷
行
人
「「
日

本
文
化
私
観
」
論
」（『
文
芸
』
一
九
七
五
・
五
）
以
来
、
こ
の
一
節
は
伝
説
の
よ
う
に
語
り
継
が
れ
、

坂
口
安
吾
を
讃
え
る
際
の
最
大
の
堡
塁
と
な
っ
て
い
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
発
想
自
体
は
特
段
、
安
吾
な
ら
で
は
の
も
の
と
言
え
な
い
と
の
冷
や
水
を
浴
び
せ
て

お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
志
賀
直
哉
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

正
倉
院
の
仮
倉
に
あ
る
古
い
布
れ
の
断
片
を
整
理
し
、
安
全
に
保
護
す
る
為
め
に
一
億
円
の
金

を
国
庫
か
ら
出
し
て
貰
へ
る
事
に
な
つ
た
と
い
ふ
事
だ
が
、
重
税
に
苦
し
み
一
家
心
中
な
ど
の
出

て
ゐ
る
今
日
、
そ
ん
な
事
を
し
な
く
て
も
よ
さ
さ
う
に
思
つ
た
。
こ
れ
ま
で
千
年
以
上
も
そ
の
ま

ま
で
残
つ
た
物
を
今
、
急
に
文
化
財
保
護
な
ど
と
い
つ
て
、
さ
う
い
ふ
事
を
す
る
必
要
は
な
い
。

文
化
財
の
保
護
も
大
切
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
庶
民
に
と
つ
て
は
そ
れ
は
ボ
ロ
布
れ
と
い
つ
て

も
い
い
も
の
だ
。
現
在
は
先
づ
生
き
た
人
間
を
救
ふ
為
め
に
全
力
を
集
注
す
る
方
が
本
統
の
や
う

に
思
ふ
が
、
こ
ん
な
事
を
い
ふ
の
は
青
臭
い
書
生
論
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う
か
。
文
化
財
保
護
に
使

ふ
金
も
一
家
心
中
を
起
こ
し
た
重
税
の
一
部
だ
と
思
ふ
と
、
も
の
の
軽
重
が
逆
に
な
つ
た
感
じ
で

愉
快
で
な
い
。
終
戦
直
後
、
敗
戦
の
償
金
と
し
て
法
隆
寺
を
そ
つ
く
り
ア
メ
リ
カ
に
渡
し
て
は
如

た
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

加
藤
達
彦
は
「「
教
祖
の
文
学
」
の
評
言
は
い
ず
れ
も
「
目
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。
宮
澤
賢
治
の
詩
「
眼

に
て
言
ふ
」
が
引
用
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
」（「
教
祖
の
文
学
」（『
坂
口
安
吾
事
典
〔
作
品
編
〕』
前
出
）

と
論
点
と
し
て
の
「
目
」
を
指
摘
す
る
。
押
野
武
志
『
宮
沢
賢
治
の
美
学
』（
二
〇
〇
〇
・
五
、
翰
林
書

房
）
も
「
目
」
を
重
視
し
、
小
林
秀
雄
「
戦
争
と
平
和
」（『
文
学
界
』
一
九
四
二
・
三
）
に
賢
治
や
安

吾
と
の
類
似
と
差
異
を
析
出
し
た
。
小
林
と
安
吾
の
争
点
は
ま
さ
に
「
目
」
に
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

た
だ
し
小
林
の
目
は
、
帝
国
主
義
に
近
接
す
る
か
ら
問
題
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
漁
船
／
魚
雷
の
差
異

を
消
失
さ
せ
た
上
で
爆
撃
機
上
の
勇
士
達
の
眼
に
映
る
光
や
海
の
像
を「
筈
は
あ
る
ま
い
」「
相
違
な
い
」

「
出
来
ま
い
」
と
半
ば
推
量
的
、
半
ば
決
め
つ
け
る
よ
う
に
提
出
す
る
文
章
そ
の
も
の
に
も
あ
る
と
私

は
考
え
る
。
批
評
と
い
う
よ
り
鑑
定
な
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
『
私
の
人
生
観
』
の
い
う
「
観
見
二
つ
の

見
様
」
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
先
の
例
に
即
せ
ば
、「
尋
常
人
」
の
目
と
、「
狂
人
」
に
漸
近
す
る

が
や
は
り
尋
常
人
の
側
の
目
と
い
う
遠
近
二
種
が
あ
る
ば
か
り
。
と
こ
ろ
が
、
坂
口
安
吾
が
要
求
す
る

目
は
、
狂
人
側
か
ら
主
体
的
に
折
り
返
さ
れ
る
目
、
つ
ま
り
他
者
の
目
な
の
で
あ
る
。
断
っ
て
お
く
が
、

こ
れ
は
批
評
家
と
小
説
家
の
対
比
の
問
題
な
ど
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
坂
口
安
吾
は
小
説
家
で
も
あ

る
が
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
も
あ
り
、
病
人
で
あ
り
、
人
間
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
は
エ
ッ
セ
イ
ス

ト
と
し
て
、
人
間
と
し
て
、
小
林
秀
雄
に
対
峙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
坂
口
安
吾
が
こ
の

時
期
、
な
ぜ
小
説
を
書
か
な
い
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
よ
う
。

金
閣
寺
に
放
火
し
た
犯
人
が
「
美
に
対
す
る
嫉
妬
」
と
言
っ
た
り
、「
見
物
に
く
る
人
間
へ
の
反

感
」
と
言
っ
た
と
い
う
新
聞
記
事
の
報
道
は
、
犯
人
が
そ
の
と
き
、
そ
う
言
っ
た
と
い
う
事
実
を

伝
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
犯
人
の
本
当
の
心
が
そ
れ
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は

速
断
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
犯
人
と
い
う
も
の
が
本
当
の
心
を
言
わ
な
い
と
い
う
事
で
は
な
く
、

人
間
と
い
う
も
の
が
、
真
実
を
語
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
時
で
す
ら
も
、
表
現
が
思
う
よ
う
に
で

き
な
く
て
、
頭
の
中
に
あ
る
こ
と
と
相
当
ヒ
ラ
キ
が
あ
る
よ
う
な
、
自
分
に
と
っ
て
も
甚
だ
空
疎

で
ヘ
タ
な
説
明
し
か
で
き
な
か
っ
た
り
し
が
ち
な
も
の
で
あ
る
。

（
坂
口
安
吾
「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」）

ま
し
て
捕
ら
わ
れ
た
犯
人
と
い
う
も
の
は
、
真
実
よ
り
も
、
虚
偽
を
、
虚
偽
よ
り
も
、
む
し
ろ

虚
勢
を
語
り
易
い
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
最
も
真
実
で
あ
る
と
肩
を
そ
び
や
か
し
て
語
る
こ
と
を
、

彼
が
こ
う
語
っ
た
、
と
い
う
事
実
、
、
と
し
て
新
聞
が
報
道
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
文
士
や
学
者

や
社
会
批
評
家
と
い
う
啓
蒙
を
も
っ
て
天
職
と
せ
ら
れ
る
お
歴
々
に
至
る
ま
で
が
、
こ
れ
を
真
実
、
、

と
し
て
批
評
の
対
象
と
せ
ら
れ
る
の
は
、
ど
う
か
と
思
う
。

（
同
右
、
傍
点
は
原
文
）

私
は
思
う
に
、
人
々
は
（
立
派
な
文
士
、
学
者
、
社
会
批
評
家
、
美
術
家
を
ひ
ッ
く
る
め
て
）

焼
か
れ
た
金
閣
寺
と
い
う
建
築
物
に
重
点
が
置
か
れ
す
ぎ
て
、
判
断
に
公
平
を
失
し
た
の
だ
ろ
う

と
思
う
。
金
閣
寺
で
な
く
て
、
も
っ
と
名
も
な
い
建
物
に
放
火
し
た
の
で
あ
っ
た
ら
、
彼
が
も
っ

と
深
遠
な
放
火
動
機
を
述
べ
た
て
て
も
、
ま
る
で
犯
人
の
言
っ
た
言
葉
が
「
生
き
物
」
と
し
て
扱

わ
れ
る
よ
う
な
、
変
な
取
扱
い
を
う
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
同
右
）

こ
れ
ら
の
一
連
の
引
用
で
、
安
吾
が
言
葉
や
視
点
を
換
え
な
が
ら
一
貫
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

「
金
閣
寺
に
放
火
し
た
犯
人
」
と
い
う
固
定
観
念
を
ほ
ぐ
し
、「
も
っ
と
名
も
な
い
建
物
に
放
火
し
た
人
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一
九
五
五
年
に
亡
く
な
る
坂
口
安
吾
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
が
、こ
の
事
件
が
後
に『
わ
が
人
生
観
』

の
（
三
）
に
も
登
場
す
る
三
島
由
紀
夫
『
金
閣
寺
』（
一
九
五
六
・
一
〇
、
新
潮
社
）
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と

な
り
、
三
島
由
紀
夫
と
「
金
閣
焼
亡
」
の
著
者
・
小
林
秀
雄
が
対
談
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
（「
美

の
か
た
ち
―
―
「
金
閣
寺
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
芸
』
一
九
五
七
・
一
）。

文
学
者
で
あ
る
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
―
―
あ
る
い
は
三
島
由
紀
夫
も
そ
う
だ
が
―
―
に
共
通
す
る

特
徴
は
、
金
閣
寺
が
焼
失
し
た
こ
と
を
惜
し
む
の
で
は
な
く
、
犯
人
へ
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
他
の
知
識
人
た
ち
の
い
わ
ば
常
識
的
な
反
応
と
は
対
照
を
な
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
が
、
そ
の
両

者
に
し
て
も
、
決
定
的
な
差
異
は
あ
る
。
ま
ず
小
林
秀
雄
の
関
心
は
、
犯
人
へ
の
関
心
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
同
時
に
「
狂
人
」
へ
の
関
心
で
も
あ
る
。

ど
う
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
か
、
私
は
、
今
日
ま
で
狂
人
を
身
近
か
に
観
察
す
る
機
会
を
充
分
に

持
っ
た
。
狂
人
と
同
棲
も
し
た
し
、
交
友
も
あ
っ
た
。
無
論
、
私
の
観
察
法
は
専
門
家
の
も
の
で

は
な
い
。
言
わ
ば
、
チ
ェ
ホ
フ
の
「
六
号
室
」
の
医
者
の
様
な
や
り
方
で
、
あ
ん
ま
り
観
察
し
て

い
る
と
、
こ
っ
ち
が
気
が
変
に
な
る
。
そ
う
い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
。
何
も
変
っ
た
や
り
方
で
は

な
い
。
私
は
、
狂
人
に
対
し
て
も
尋
常
人
に
対
す
る
心
の
態
度
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ

た
だ
け
で
あ
る
。

（
小
林
秀
雄
「
金
閣
焼
亡
」）

小
林
秀
雄
の
卓
抜
な
と
こ
ろ
は
、
狂
人
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
親
和
性
で
あ
る
。「
狂
人
に
に
対
し
て

も
尋
常
人
に
対
す
る
心
の
態
度
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
」
点
は
、
凡
百
の
言
説
と
の
決
定

的
な
差
異
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
見
に
し
て
観
の
小
林
秀
雄
の
狂
人
へ
の
距
離
の
と
り

方
が
、
外
在
批
評
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
揺
る
が
な
い
。

坂
口
安
吾
「
精
神
病
覚
え
書
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
九
・
六
）
の
中
に
、
小
林
秀
雄
が
登
場
す
る
。

ア
ド
ル
ム
中
毒
で
東
大
病
院
精
神
科
に
入
院
し
た
と
き
、
小
林
は
安
吾
を
見
舞
っ
て
い
た
。

精
神
病
者
は
自
ら
の
動
物
と
闘
い
敗
れ
た
敗
残
者
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
人
は
、
自

ら
の
動
物
と
闘
い
争
う
こ
と
を
忘
れ
、
恬
と
し
て
内
省
な
く
、
動
物
の
上
に
安
住
し
て
い
る
人
々

で
あ
る
。
／
小
林
秀
雄
も
言
っ
て
い
た
が
、
ゴ
ッ
ホ
の
方
が
よ
ほ
ど
健
全
で
あ
り
、
精
神
病
者
の

外
の
世
界
が
、
よ
ほ
ど
奇
怪
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
自
身
の
説
で
あ
る
そ
う
だ
。

僕
も
亦
、
そ
う
思
う
。
精
神
病
院
の
外
側
の
世
界
は
、
背
徳
的
、
犯
罪
的
で
あ
り
、
奇
怪
千
万
で

あ
る
。
／
人
間
は
い
か
に
よ
り
良
く
、
よ
り
正
し
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
、

そ
う
い
う
最
も
激
し
い
祈
念
は
、
精
神
病
院
の
中
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
よ
り
良
く
、

よ
り
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
は
精
神
病
的
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
人
々
は
、
精
神
病
的
で

は
な
い
が
、
犯
罪
者
的
な
の
で
あ
る
。

（
坂
口
安
吾
「
精
神
病
覚
え
書
」）

こ
の
段
階
で
は
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
は
、
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

小
林
秀
雄
が
ゴ
ッ
ホ
を
肯
定
す
る
の
と
、
坂
口
安
吾
が
ゴ
ッ
ホ
を
肯
定
す
る
の
と
で
は
、
同
じ
意
見
で

も
立
場
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
は
見
舞
い
客
と
し
て
、
他
方
は
入
院
患
者
な
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
小
林
秀
雄
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
坂
口
安
吾
は
当
事
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
小
林
秀
雄
の
批
評
は
外
在
批
評
だ
が
、
坂
口
安
吾
の
批
評
は
内
在
批
評
で
あ
る
と
い
う

差
異
が
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
「
教
祖
の
文
学
」
や
「
伝
統
と
反
逆
」
で
の
争
点
が
あ
っ
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一
九
五
五
年
に
亡
く
な
る
坂
口
安
吾
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
が
、こ
の
事
件
が
後
に『
わ
が
人
生
観
』

の
（
三
）
に
も
登
場
す
る
三
島
由
紀
夫
『
金
閣
寺
』（
一
九
五
六
・
一
〇
、
新
潮
社
）
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と

な
り
、
三
島
由
紀
夫
と
「
金
閣
焼
亡
」
の
著
者
・
小
林
秀
雄
が
対
談
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
（「
美

の
か
た
ち
―
―
「
金
閣
寺
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
文
芸
』
一
九
五
七
・
一
）。

文
学
者
で
あ
る
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
―
―
あ
る
い
は
三
島
由
紀
夫
も
そ
う
だ
が
―
―
に
共
通
す
る

特
徴
は
、
金
閣
寺
が
焼
失
し
た
こ
と
を
惜
し
む
の
で
は
な
く
、
犯
人
へ
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
他
の
知
識
人
た
ち
の
い
わ
ば
常
識
的
な
反
応
と
は
対
照
を
な
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
が
、
そ
の
両

者
に
し
て
も
、
決
定
的
な
差
異
は
あ
る
。
ま
ず
小
林
秀
雄
の
関
心
は
、
犯
人
へ
の
関
心
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
同
時
に
「
狂
人
」
へ
の
関
心
で
も
あ
る
。

ど
う
い
う
め
ぐ
り
合
わ
せ
か
、
私
は
、
今
日
ま
で
狂
人
を
身
近
か
に
観
察
す
る
機
会
を
充
分
に

持
っ
た
。
狂
人
と
同
棲
も
し
た
し
、
交
友
も
あ
っ
た
。
無
論
、
私
の
観
察
法
は
専
門
家
の
も
の
で

は
な
い
。
言
わ
ば
、
チ
ェ
ホ
フ
の
「
六
号
室
」
の
医
者
の
様
な
や
り
方
で
、
あ
ん
ま
り
観
察
し
て

い
る
と
、
こ
っ
ち
が
気
が
変
に
な
る
。
そ
う
い
う
や
り
方
で
あ
っ
た
。
何
も
変
っ
た
や
り
方
で
は

な
い
。
私
は
、
狂
人
に
対
し
て
も
尋
常
人
に
対
す
る
心
の
態
度
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ

た
だ
け
で
あ
る
。

（
小
林
秀
雄
「
金
閣
焼
亡
」）

小
林
秀
雄
の
卓
抜
な
と
こ
ろ
は
、
狂
人
に
対
す
る
、
あ
る
種
の
親
和
性
で
あ
る
。「
狂
人
に
に
対
し
て

も
尋
常
人
に
対
す
る
心
の
態
度
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
」
点
は
、
凡
百
の
言
説
と
の
決
定

的
な
差
異
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
見
に
し
て
観
の
小
林
秀
雄
の
狂
人
へ
の
距
離
の
と
り

方
が
、
外
在
批
評
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
揺
る
が
な
い
。

坂
口
安
吾
「
精
神
病
覚
え
書
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
九
・
六
）
の
中
に
、
小
林
秀
雄
が
登
場
す
る
。

ア
ド
ル
ム
中
毒
で
東
大
病
院
精
神
科
に
入
院
し
た
と
き
、
小
林
は
安
吾
を
見
舞
っ
て
い
た
。

精
神
病
者
は
自
ら
の
動
物
と
闘
い
敗
れ
た
敗
残
者
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
般
人
は
、
自

ら
の
動
物
と
闘
い
争
う
こ
と
を
忘
れ
、
恬
と
し
て
内
省
な
く
、
動
物
の
上
に
安
住
し
て
い
る
人
々

で
あ
る
。
／
小
林
秀
雄
も
言
っ
て
い
た
が
、
ゴ
ッ
ホ
の
方
が
よ
ほ
ど
健
全
で
あ
り
、
精
神
病
者
の

外
の
世
界
が
、
よ
ほ
ど
奇
怪
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
は
ゴ
ッ
ホ
自
身
の
説
で
あ
る
そ
う
だ
。

僕
も
亦
、
そ
う
思
う
。
精
神
病
院
の
外
側
の
世
界
は
、
背
徳
的
、
犯
罪
的
で
あ
り
、
奇
怪
千
万
で

あ
る
。
／
人
間
は
い
か
に
よ
り
良
く
、
よ
り
正
し
く
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
、

そ
う
い
う
最
も
激
し
い
祈
念
は
、
精
神
病
院
の
中
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
く
は
、
よ
り
良
く
、

よ
り
正
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
々
は
精
神
病
的
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
人
々
は
、
精
神
病
的
で

は
な
い
が
、
犯
罪
者
的
な
の
で
あ
る
。

（
坂
口
安
吾
「
精
神
病
覚
え
書
」）

こ
の
段
階
で
は
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
は
、
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

小
林
秀
雄
が
ゴ
ッ
ホ
を
肯
定
す
る
の
と
、
坂
口
安
吾
が
ゴ
ッ
ホ
を
肯
定
す
る
の
と
で
は
、
同
じ
意
見
で

も
立
場
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
は
見
舞
い
客
と
し
て
、
他
方
は
入
院
患
者
な
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
小
林
秀
雄
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
坂
口
安
吾
は
当
事
者
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
小
林
秀
雄
の
批
評
は
外
在
批
評
だ
が
、
坂
口
安
吾
の
批
評
は
内
在
批
評
で
あ
る
と
い
う

差
異
が
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
「
教
祖
の
文
学
」
や
「
伝
統
と
反
逆
」
で
の
争
点
が
あ
っ

第
四
に
檀
一
雄
が
『
わ
が
人
生
観
』
と
し
て
い
る
こ
と
等
が
主
な
理
由
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
非

常
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
全
集
の
表
記
に
積
極
的
に
異
論
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い

と
考
え
て
い
る
の
で
、
標
題
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
柔
軟
に
捉
え
て
ほ
し
い
と
希

望
す
る
。

各
題
に
つ
い
て
も
、
編
集
者
に
任
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
た
め
、
必
ず
し
も
著
者
の
意
図
が
十
全
に
反

映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
連
載
『
わ
が
人
生
観
』
の
成
立
事
情
、
生
成
過

程
に
つ
い
て
は
、『
新
潮
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
菅
原
国
隆
発
、
坂
口
安
吾
宛
書
簡
が
参
考
に
な
る
。
一

九
五
〇
年
八
月
三
一
日
の
書
簡
に
は
、
こ
う
書
い
て
あ
る
。「「
黄
河
」
と
い
ふ
タ
イ
ト
ル
も
象
徴
的
で

非
常
に
い
ゝ
と
思
ひ
ま
す
が
、
や
ゝ
渋
い
や
う
な
気
も
致
し
、
内
容
か
ら
見
た
点
、
今
迄
の
先
生
の
連

載
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
見
て
、
た
と
へ
ば
、
先
生
が
申
さ
れ
た
〝
国
宝
焼
亡
結
構
論
〟
も
非
常
に
面
白

い
と
思
ひ
ま
す
。」
結
局
（
五
）
は
、
こ
の
菅
原
の
提
案
通
り
と
な
っ
た
。（
六
）
も
、
同
一
〇
月
三
日

の
書
簡
に
「
タ
イ
ト
ル
は
「
日
大
ギ
ャ
ン
グ
」、
い
さ
ゝ
か
品
が
な
く
、
内
容
と
つ
り
あ
ひ
の
悪
い
ふ
し

も
あ
り
ま
す
が
、
御
許
容
の
程
、
願
ひ
あ
げ
ま
す
。」
と
あ
り
、
著
者
が
編
集
者
に
題
名
を
託
し
た
形
跡

が
見
て
と
れ
よ
う
。
最
後
の
（
八
）
に
つ
い
て
は
、
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
本
文
中
に
「
新

年
号
で
あ
る
か
ら
、
風
流
に
つ
い
て
一
席
談
じ
て
く
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
こ
れ
が
風
流
譚
か
ど

う
か
、
ま
こ
と
に
、
お
は
ず
か
し
い
次
第
で
す
。」
と
あ
り
、
編
集
サ
イ
ド
か
ら
題
を
与
え
ら
れ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
内
容
と
齟
齬
を
来
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

『
わ
が
人
生
観
』
に
関
す
る
管
見
に
入
っ
た
先
行
研
究
は
、
評
伝
を
除
け
ば
、
疋
田
武
夫
「「
我
が
人

生
観
」
―
―
「
堕
落
論
」
と
の
関
連
で
」（
前
出
）、
近
藤
裕
子
「
坂
口
安
吾
と
鬱
病
」（
関
井
光
男
編
『「
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
別
冊

坂
口
安
吾
と
日
本
文
化
』
一
九
九
九
・
九
、
至
文
堂
）、
藤
田
和
美
「
我
が

人
生
観
」（
前
出
）、
宮
澤
隆
義
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
法
―
―
坂
口
安
吾
「
我
が
人
生
観
」「
負
ケ
ラ
レ
マ
セ

ン
勝
ツ
マ
デ
ハ
」
に
関
す
る
覚
え
書
―
―
」（『
早
稲
田
現
代
文
芸
研
究

』
二
〇
一
三
・
三
）
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
が
扱
う
の
は
、
ど
れ
も
断
片
的
で
あ
る
。
疋
田
論
は
（
一
）
と
（
四
）、
近
藤
裕
子
論

が
扱
う
の
は
（
四
）
の
み
、
そ
し
て
宮
澤
論
が
扱
う
の
は
（
八
）
の
み
で
あ
る
。（
二
）（
三
）（
五
）（
六
）

（
七
）
は
本
格
的
に
切
開
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
ま
し
て
『
わ
が
人
生
観
』
総
体
を
ト
ー
タ
ル
で
把
捉

し
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
論
は
皆
無
で
あ
る
。
た
だ
し
後
者
に
挑
む
に
は
紙
幅
が
足
り
な
い
た
め
、
こ
こ

で
は
特
に
「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」
に
絞
っ
て
論
じ
て
み
よ
う
と
思
う
。

三

な
ぜ
「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」
に
絞
る
か
。「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」
は
既
述
の
通
り
、『
新

潮
』
の
一
九
五
〇
年
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
前
月
、
同
じ
『
新
潮
』
の
九
月
号
に

小
林
秀
雄
の
「
金
閣
焼
亡
」
が
載
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年
七
月
二
日
未
明
、
金
閣
寺
が
放
火
さ
れ
、
全
焼
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
。
犯
人
は
、

鹿
苑
寺
徒
弟
、
大
谷
大
学
学
生
の
林
承
賢
。
幼
児
期
か
ら
吃
音
に
悩
む
彼
は
、
長
老
と
の
折
り
合
い
の

悪
さ
や
自
身
の
性
格
に
つ
い
て
の
悩
み
を
動
機
と
し
て
、
金
閣
に
火
を
放
っ
た
。「
金
閣
の
優
美
さ
を
の

ろ
い
、
反
感
を
お
さ
え
き
れ
な
か
っ
た
」
と
す
る
不
可
解
な
動
機
と
と
も
に
、
世
に
大
き
な
衝
撃
を
与

え
た
。
た
と
え
ば
『
京
都
新
聞
』（
一
九
五
〇
・
七
・
三
）
は
「
不
可
解
な
林
の
心
境
」、「
放
火
犯
林
を

取
り
調
べ
／
有
閑
人
種
へ
の
反
感
／
動
機
の
核
心
巧
み
に
そ
ら
す
」
と
報
じ
た
。
池
田
亀
鑑
も
「
狂
人

の
し
わ
ざ
と
し
て
他
人
事
に
考
え
て
よ
い
問
題
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
責
任
感
と
良
心
と
は
、
今
後

こ
の
よ
う
な
狂
人
を
世
に
出
し
て
は
な
ら
な
い
。」（「
金
閣
寺
雑
記
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
〇
・
七
・

四
）
と
の
コ
メ
ン
ト
を
発
表
し
、
話
題
に
な
っ
た
。

坂口安吾『わが人生観』を読むために
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で
あ
る
「
我
」
を
剔
抉
し
否
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
止
」
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、

「
知
性
」
と
し
て
の
「
観
」
に
よ
っ
て
の
み
果
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
補
足
・
訂
正
し

た
。
つ
ま
り
、「
観
」
に
対
置
す
べ
き
は
「
止
」
で
あ
り
、
そ
の
「
止
」
に
対
す
る
「
観
」
と
は
要
す
る

に
「
知
性
（
知
慧
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
小
林
秀
雄
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
現
代

人
は
「
仏
教
は
悟
り
の
宗
教
で
あ
る
」
と
考
え
る
の
に
対
し
、
袴
谷
憲
昭
は
「
仏
教
は
知
慧prajñā

の

宗
教
で
あ
る
」
と
捉
え
、
批
判
す
る
。

こ
こ
へ
至
り
、
ふ
と
、
こ
の
対
照
が
そ
の
ま
ま
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
の
対
立
と
酷
似
す
る
の
で
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
に
私
た
ち
は
気
づ
き
始
め
る
。
坂
口
安
吾
が
す
で
に
小
林
秀
雄
へ
の
批
判
「
教
祖

の
文
学
」
一
篇
を
も
の
し
、
対
談
「
伝
統
と
反
逆
」（『
季
刊
作
品
』
一
九
四
八
・
夏
号
）
に
お
い
て
も

安
吾
が
小
林
に
噛
み
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
文
学
史
上
の
常
識
に
属
す
る
。
若
い
こ
ろ
イ
ン
ド
哲
学
を

学
び
、『
吹
雪
物
語
』
等
で
「
知
性
」
と
い
う
語
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
し
、
ま
た
、「
青
春
論
」（『
文
学

界
』
一
九
四
二
・
一
一
）
に
お
い
て
、「「
剣
術
」
と
「
武
士
道
」
と
は
別
の
物
だ
」、「
武
士
道
は
必
ず

し
も
剣
道
で
は
な
い
」
と
言
い
、
戦
う
宮
本
武
蔵
と
悟
る
宮
本
武
蔵
を
峻
別
し
た
坂
口
安
吾
の
、
い
う

な
れ
ば
〈「
教
祖
の
文
学
」
第
二
幕
〉
の
幕
開
け
を
『
わ
が
人
生
観
』
に
見
る
／
観
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
小
稿
の
仮
説
、
そ
し
て
出
発
点
と
な
る
。

二

坂
口
安
吾
の
『
わ
が
人
生
観
』
は
、
一
九
五
〇
年
五
月
か
ら
一
九
五
一
年
一
月
に
か
け
て
八
回
に
わ

た
っ
て
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
分
載
の
内
訳
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

「（
一
）
生
れ
な
か
っ
た
子
供
」（
五
〇
・
五
）、「（
二
）
俗
悪
の
発
見
」（
五
〇
・
七
）、「（
三
）
私
の

役
割
」（
五
〇
・
八
）、「（
四
）
孤
独
と
好
色
」（
五
〇
・
九
）、「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」（
五
〇
・
一

〇
）、「（
六
）
日
大
ギ
ャ
ン
グ
」（
五
〇
・
一
一
）、「（
七
）
芥
川
賞
殺
人
犯
人
」（
五
〇
・
一
二
）、「（
八
）

安
吾
風
流
譚
」（
五
一
・
一
）。

著
者
生
前
の
刊
本
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
著
者
の
没
後
す
ぐ
、
盟
友
・
檀
一
雄
の
手
に
よ
っ
て

『
わ
が
人
生
観
』（
一
九
五
五
・
五
、
筑
摩
書
房
）
と
い
う
遺
著
が
刊
行
さ
れ
た
が
、（
一
）
と
（
四
）

の
二
篇
が
収
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
同
書
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
檀
は
編
集
意
図
を
こ
う
説
明

し
て
い
る
。「
筑
摩
書
房
の
意
向
は
、
こ
れ
ら
の
遺
著
の
数
々
か
ら
、
編
者
が
適
当
に
取
捨
按
配
し
て
、

安
吾
エ
ッ
セ
イ
の
手
引
或
い
は
入
門
の
書
と
で
も
い
つ
た
も
の
を
編
ん
で
み
た
い
様
子
で
あ
る
。」「「
わ

が
人
生
観
」
と
い
う
標
題
で
書
き
綴
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
主
体
と
し
て
編
集
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、

故
人
の
大
あ
ら
ま
し
の
代
表
的
感
想
を
集
め
、
こ
こ
に
「
わ
が
人
生
観
」
と
銘
打
つ
て
み
た
ま
で
だ
。」

全
八
篇
が
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
た
の
は
『
定
本
坂
口
安
吾
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
六
七
・
一
一
、
冬
樹

社
）
が
最
初
で
あ
る
。

標
題
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
や
や
こ
し
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
初
出
誌
『
新
潮
』
で

の
総
題
だ
が
、（
一
）（
二
）（
三
）
が
『
我
が
人
生
観
』
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、（
四
）（
五
）（
六
）（
七
）

（
八
）
ま
で
は
『
わ
が
人
生
観
』
と
表
記
が
変
わ
っ
て
い
る
。
生
前
に
単
行
本
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
つ
い
に
ど
ち
ら
か
に
統
一
す
る
べ
き
か
判
然
と
し
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。『
坂
口
安
吾
全
集

』（
一
九
九
八
・
一
〇
、
筑
摩
書
房
）
で
は
『
我
が
人
生
観
』
に
統
一
し
て
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は

明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
初
出
重
視
の
編
集
方
針
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
『
わ
が
人
生
観
』

に
統
一
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
量
的
に
は
『
わ
が
人
生
観
』
の
方
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
、

第
二
に
同
時
期
の
正
宗
白
鳥
「
我
が
人
生
観
」（『
人
間
』
一
九
五
〇
・
六
）
と
差
別
化
し
よ
う
と
し
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
便
宜
上
も
区
別
し
た
方
が
私
た
ち
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い
こ
と
、

坂口安吾『わが人生観』を読むために
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で
あ
る
「
我
」
を
剔
抉
し
否
定
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
止
」
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、

「
知
性
」
と
し
て
の
「
観
」
に
よ
っ
て
の
み
果
さ
れ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
補
足
・
訂
正
し

た
。
つ
ま
り
、「
観
」
に
対
置
す
べ
き
は
「
止
」
で
あ
り
、
そ
の
「
止
」
に
対
す
る
「
観
」
と
は
要
す
る

に
「
知
性
（
知
慧
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
小
林
秀
雄
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
現
代

人
は
「
仏
教
は
悟
り
の
宗
教
で
あ
る
」
と
考
え
る
の
に
対
し
、
袴
谷
憲
昭
は
「
仏
教
は
知
慧prajñā

の

宗
教
で
あ
る
」
と
捉
え
、
批
判
す
る
。

こ
こ
へ
至
り
、
ふ
と
、
こ
の
対
照
が
そ
の
ま
ま
小
林
秀
雄
と
坂
口
安
吾
の
対
立
と
酷
似
す
る
の
で
な

い
か
、
と
い
う
こ
と
に
私
た
ち
は
気
づ
き
始
め
る
。
坂
口
安
吾
が
す
で
に
小
林
秀
雄
へ
の
批
判
「
教
祖

の
文
学
」
一
篇
を
も
の
し
、
対
談
「
伝
統
と
反
逆
」（『
季
刊
作
品
』
一
九
四
八
・
夏
号
）
に
お
い
て
も

安
吾
が
小
林
に
噛
み
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
文
学
史
上
の
常
識
に
属
す
る
。
若
い
こ
ろ
イ
ン
ド
哲
学
を

学
び
、『
吹
雪
物
語
』
等
で
「
知
性
」
と
い
う
語
を
こ
と
の
ほ
か
重
視
し
、
ま
た
、「
青
春
論
」（『
文
学

界
』
一
九
四
二
・
一
一
）
に
お
い
て
、「「
剣
術
」
と
「
武
士
道
」
と
は
別
の
物
だ
」、「
武
士
道
は
必
ず

し
も
剣
道
で
は
な
い
」
と
言
い
、
戦
う
宮
本
武
蔵
と
悟
る
宮
本
武
蔵
を
峻
別
し
た
坂
口
安
吾
の
、
い
う

な
れ
ば
〈「
教
祖
の
文
学
」
第
二
幕
〉
の
幕
開
け
を
『
わ
が
人
生
観
』
に
見
る
／
観
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
小
稿
の
仮
説
、
そ
し
て
出
発
点
と
な
る
。

二

坂
口
安
吾
の
『
わ
が
人
生
観
』
は
、
一
九
五
〇
年
五
月
か
ら
一
九
五
一
年
一
月
に
か
け
て
八
回
に
わ

た
っ
て
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
分
載
の
内
訳
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

「（
一
）
生
れ
な
か
っ
た
子
供
」（
五
〇
・
五
）、「（
二
）
俗
悪
の
発
見
」（
五
〇
・
七
）、「（
三
）
私
の

役
割
」（
五
〇
・
八
）、「（
四
）
孤
独
と
好
色
」（
五
〇
・
九
）、「（
五
）
国
宝
焼
亡
結
構
論
」（
五
〇
・
一

〇
）、「（
六
）
日
大
ギ
ャ
ン
グ
」（
五
〇
・
一
一
）、「（
七
）
芥
川
賞
殺
人
犯
人
」（
五
〇
・
一
二
）、「（
八
）

安
吾
風
流
譚
」（
五
一
・
一
）。

著
者
生
前
の
刊
本
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
著
者
の
没
後
す
ぐ
、
盟
友
・
檀
一
雄
の
手
に
よ
っ
て

『
わ
が
人
生
観
』（
一
九
五
五
・
五
、
筑
摩
書
房
）
と
い
う
遺
著
が
刊
行
さ
れ
た
が
、（
一
）
と
（
四
）

の
二
篇
が
収
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
同
書
の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
檀
は
編
集
意
図
を
こ
う
説
明

し
て
い
る
。「
筑
摩
書
房
の
意
向
は
、
こ
れ
ら
の
遺
著
の
数
々
か
ら
、
編
者
が
適
当
に
取
捨
按
配
し
て
、

安
吾
エ
ッ
セ
イ
の
手
引
或
い
は
入
門
の
書
と
で
も
い
つ
た
も
の
を
編
ん
で
み
た
い
様
子
で
あ
る
。」「「
わ

が
人
生
観
」
と
い
う
標
題
で
書
き
綴
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
を
主
体
と
し
て
編
集
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、

故
人
の
大
あ
ら
ま
し
の
代
表
的
感
想
を
集
め
、
こ
こ
に
「
わ
が
人
生
観
」
と
銘
打
つ
て
み
た
ま
で
だ
。」

全
八
篇
が
ま
と
め
て
収
録
さ
れ
た
の
は
『
定
本
坂
口
安
吾
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
六
七
・
一
一
、
冬
樹

社
）
が
最
初
で
あ
る
。

標
題
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
や
や
こ
し
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
初
出
誌
『
新
潮
』
で

の
総
題
だ
が
、（
一
）（
二
）（
三
）
が
『
我
が
人
生
観
』
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、（
四
）（
五
）（
六
）（
七
）

（
八
）
ま
で
は
『
わ
が
人
生
観
』
と
表
記
が
変
わ
っ
て
い
る
。
生
前
に
単
行
本
化
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
つ
い
に
ど
ち
ら
か
に
統
一
す
る
べ
き
か
判
然
と
し
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。『
坂
口
安
吾
全
集

』（
一
九
九
八
・
一
〇
、
筑
摩
書
房
）
で
は
『
我
が
人
生
観
』
に
統
一
し
て
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は

明
ら
か
で
な
い
。
お
そ
ら
く
初
出
重
視
の
編
集
方
針
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
『
わ
が
人
生
観
』

に
統
一
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
量
的
に
は
『
わ
が
人
生
観
』
の
方
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
、

第
二
に
同
時
期
の
正
宗
白
鳥
「
我
が
人
生
観
」（『
人
間
』
一
九
五
〇
・
六
）
と
差
別
化
し
よ
う
と
し
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
便
宜
上
も
区
別
し
た
方
が
私
た
ち
に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い
こ
と
、

（『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
一
九
八
八
・
一
〇
）
が
的
を
射
て
お
り
、
に
わ
か
に
肯
う
こ
と
は
で
き

な
い
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
小
林
秀
雄
は
こ
の
よ
う
な
差
異
を
偽
装
し
た
の
か
。
そ
れ
は
「
見
」
と
「
観
」
の

間
に
重
大
な
差
異
を
見
出
し
た
い
が
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
の
差
異
の
根
拠
と
し
て
、
小
林
は
か
な
り
の

大
風
呂
敷
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
小
林
秀
雄
の
魅
力
＝
難
点
が
、
そ
の
あ
ま

り
に
大
き
す
ぎ
る
脱
線
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
聴
衆
な
り
読
者
な
り
を
煙
に

巻
い
て
、
自
身
だ
け
は
道
に
迷
わ
ず
に
着
地
に
成
功
し
て
み
せ
る
と
い
う
、
あ
る
種
の
芸
が
―
―
良
く

も
悪
く
も
―
―
小
林
秀
雄
の
危
険
な
と
こ
ろ
＝
批
評
の
本
領
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
も
そ

の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
芸
の
典
型
が
示
さ
れ
る
と
言
い
た
い
わ
け
だ
が
、
今
は
そ
の
よ
う
な
饒
舌
に

過
ぎ
た
芸
に
は
幻
惑
さ
れ
ず
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
ご
く
掻
い
摘
ま
ん
で
お
く
と
い
う
こ
と
で
よ
し
と
す

る
な
ら
ば
、
さ
し
あ
た
り
の
と
こ
ろ
、
仏
教
と
宮
本
武
蔵
の
二
つ
を
挙
げ
て
お
け
ば
当
面
の
用
は
足
り

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
引
い
て
み
る
。

観
と
い
う
の
は
見
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
こ
い
ら
の
も
の
が
、
電
車
だ
と
か
、
犬
こ
ろ

だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
が
や
た
ら
と
見
え
た
と
こ
ろ
で
仕
方
が
な
い
、
極
楽
浄
土
が
見
え
て
来
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。「
観
無
量
寿
経
」
と
い
う
御
経
に
、
十
六
観
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
極
楽
浄
土
と
い
う
も
の
は
、
空
想
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ざ
ま
ざ
と

観
え
て
来
る
も
の
だ
と
い
う
。
観
る
と
い
う
事
に
は
順
序
が
あ
り
、
順
序
を
踏
ん
で
観
る
修
練
を

積
め
ば
当
然
観
え
て
来
る
も
の
だ
と
説
く
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
日
想
観
と
か
水
想
観
と
か
い
う

も
の
か
ら
始
め
る
。
日
輪
に
想
い
を
凝
ら
せ
ば
、
太
陽
が
没
し
て
も
心
に
は
太
陽
の
姿
が
残
る
で

あ
ろ
う
。
清
冽
玉
の
如
き
水
を
想
え
ば
、
や
が
て
極
楽
の
宝
の
池
に
清
澄
な
水
が
心
に
映
じ
て
来

る
で
あ
ろ
う
。（
下
略
）

（
小
林
秀
雄
「
私
の
人
生
観
」）

武
蔵
は
、
見
る
と
い
う
事
に
つ
い
て
、
観
見
二
つ
の
見
様
が
あ
る
と
い
う
事
を
言
っ
て
い
る
。

細
川
忠
利
の
為
に
書
い
た
覚
書
の
な
か
に
、
目
付
之
事
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
立
会
い
の
際
、
相

手
方
に
目
を
付
け
る
場
合
、
観
の
目
強
く
、
見
の
目
弱
く
見
る
べ
し
、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
見

の
目
と
は
、
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
常
の
目
、
普
通
の
目
の
働
き
方
で
あ
る
。
敵
の
動
き
が
あ
あ
だ
と

か
こ
う
だ
と
か
分
析
的
に
知
的
に
合
点
す
る
目
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
相
手
の
存
在
を
全
体
的
に

直
覚
す
る
目
が
あ
る
。「
目
の
玉
を
動
か
さ
ず
、
う
ら
や
か
に
見
る
」
目
が
あ
る
、
そ
う
い
う
目
は
、

「
敵
合
近
づ
く
と
も
、
い
か
程
も
遠
く
見
る
目
」
だ
と
言
う
の
で
す
。「
意
は
目
に
付
き
、
心
は
付

か
ざ
る
も
の
也
」、常
の
目
は
見
よ
う
と
す
る
が
、見
よ
う
と
し
な
い
心
に
も
目
は
あ
る
の
で
あ
る
。

言
わ
ば
心
眼
で
す
。
見
よ
う
と
す
る
意
が
目
を
曇
ら
せ
る
。
だ
か
ら
見
る
目
を
弱
く
観
の
目
を
強

く
せ
よ
と
言
う
。

（
同
右
）

旧
制
高
校
時
代
に
実
際
に
講
演
を
聴
い
た
後
の
評
論
家
・
磯
田
光
一
は
、「
小
林
秀
雄
か
ら
一
度
、
幻

滅
を
味
わ
わ
さ
れ
た
経
験
を
私
は
持
っ
て
い
る
」
と
し
て
、「
講
演
中
に
出
て
く
る
「
観
」
と
か
「
見
」

と
い
う
語
に
私
は
辟
易
し
」、「「
小
林
秀
雄
は
ダ
メ
に
な
っ
た
…
…
」
と
感
じ
た
」
と
当
時
を
回
想
し
て

い
る
。（「
小
林
秀
雄
と
い
う
現
象
―
―
世
代
的
な
回
想
」『
群
像
』
一
九
八
三
・
五
。
引
用
は
『
近
代
の

感
情
革
命
―
―
作
家
論
集
』
一
九
八
七
・
六
、
新
潮
社
）
ま
た
、
前
記
の
袴
谷
憲
昭
は
、「
菩
提
樹
下
に

お
け
る
釈
尊
の
正
し
い
認
識
と
は
、
知
性
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
基
体
説

坂口安吾『わが人生観』を読むために
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も
否
め
な
い
の
だ
が
、
敗
戦
か
ら
約
五
年
と
い
う
時
期
に
、
い
わ
ば
大
物
の
文
化
人
た
ち
を
集
め
、
正

続
二
冊
を
刊
行
し
た
企
画
は
、
日
本
の
新
書
史
上
に
残
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
の
信
条
〉
あ
る
い
は
〈
私
の
人
生
観
〉
を
語
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
自

体
は
、岩
波
書
店
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。一
九
五
〇
年
前
後
の
日
本
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
型
で
あ
る
か
ら
だ
。
も
っ
と
も
、
武
者
小
路
実
篤
「
自
分
の
人
生
観
」（『
愛
と
人

生
』
一
九
五
四
・
六
、
池
田
書
店
）
は
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
、
例
外
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
夙
に
一

九
二
〇
年
、
す
な
わ
ち
有
島
武
郎
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』（
一
九
二
〇
・
六
、
叢
文
閣
）
と
同
時
代
に

出
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
大
正
日
日
新
聞
』（
一
九
二
〇
・
三
・
一
八
～
四
・
二
）
の
連
載
が
初
出
で
、

新
し
き
村
叢
書
第
一
巻
『
自
分
の
人
生
観
』（
一
九
二
〇
・
五
、
新
し
き
村
出
版
部
）
が
初
刊
で
あ
り
、

ま
た
一
九
三
〇
年
二
月
に
日
向
堂
か
ら
再
刊
さ
れ
て
も
い
る
か
ら
、
や
は
り
別
格
に
属
す
る
。
と
な
る

と
、
初
刊
が
戦
前
で
あ
る
も
の
の
、
戦
後
に
爆
発
的
に
読
ま
れ
、
版
を
重
ね
た
三
木
清
『
人
生
論
ノ
ー

ト
』（
創
元
社
）
と
、
荒
正
人
の
書
評
「
小
林
秀
雄
著
「
私
の
人
生
観
」」（『
評
論
』
一
九
五
〇
・
二
）

や
座
談
会
「
人
生
論
ノ
ー
ト
―
―
小
林
秀
雄
著
「
私
の
人
生
観
」
を
め
ぐ
つ
て
」（『
理
論
』
一
九
五
〇
・

五
）
で
話
題
に
な
っ
た
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』（
一
九
四
九
・
一
〇
、
創
元
社
）
の
二
冊
を
影
響
力

の
大
き
か
っ
た
代
表
作
に
挙
げ
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
正
宗
白
鳥
「
我
が
人
生
観
」（『
人

間
』
一
九
五
〇
・
六
）、
坂
口
安
吾
「
わ
が
人
生
観
」（『
新
潮
』
一
九
五
〇
・
五
、
七
～
五
一
・
一
）、

河
上
徹
太
郎
「
私
の
人
生
観
」（『
新
潮
』
一
九
五
五
・
四
）
の
エ
ッ
セ
イ
が
著
さ
れ
て
い
る
。
小
林
の

『
私
の
人
生
観
』
の
そ
も
そ
も
は
講
演
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
こ
の
前
こ
こ
で
お
話
し
を
依
頼
さ
れ
た
時
、

「
私
の
人
生
観
」
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。」
と
あ
る
か
ら
、
小
林
の
創
始
で
な
い
こ
と
は
明

白
だ
が
、
坂
口
安
吾
や
河
上
徹
太
郎
が
似
た
題
名
で
執
筆
す
る
と
き
、
小
林
秀
雄
と
い
う
先
蹤
を
意
識

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

人
生
観
人
生
観
と
解
り
切
っ
た
様
に
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
は
ど
う
い
う
意
味
合
い
の
言
葉
な

の
だ
ろ
う
か
。
人
生
と
い
う
言
葉
も
観
と
い
う
言
葉
も
、
非
常
に
古
い
言
葉
で
あ
る
が
、
両
方
く

っ
つ
い
て
人
生
観
と
い
う
の
は
、
古
い
事
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
少
く
と
も
、
こ
の
言
葉
が
普
通

に
使
わ
れ
出
し
た
の
は
、
ご
く
近
頃
の
事
で
、
や
は
り
西
洋
の
近
代
思
想
が
這
入
っ
て
来
て
、
人

生
に
対
す
る
新
し
い
見
方
と
か
、
考
え
方
と
か
が
起
っ
た
時
か
ら
、
人
生
観
と
い
う
言
葉
も
盛
ん

に
使
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
併
し
そ
れ
か
と
言
っ
て
、
人
生
観
に
相
当
す
る
言
葉
は

外
国
に
は
な
い
様
で
す
。
或
る
人
の
説
に
よ
る
と
、
オ
イ
ケ
ン
のLebensanschauungen

が
人
生

観
と
訳
さ
れ
て
以
来
、
人
生
観
と
い
う
言
葉
が
広
く
使
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
と
言
う
が
、

は

人
生
だ
がA

nschauung

と
い
う
言
葉
は
観
と
は
余
程
違
う
様
だ
。
観
と
い
う
言
葉
に
は
日
本
人

独
特
の
語
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

（
小
林
秀
雄
「
私
の
人
生
観
」）

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
⑦
』（
二
〇
〇
一
・
七
、
小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、「
人
生
観
」
の
用
例
と

し
て
内
村
鑑
三
「
月
曜
講
演
」（
一
八
九
八
）、
田
山
花
袋
「
野
の
花
」（
一
九
〇
一
）、
国
木
田
独
歩
「
牛

肉
と
馬
鈴
薯
」（
一
九
〇
一
）、
長
与
善
郎
「
青
銅
の
基
督
」（
一
九
二
三
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
補
注

と
し
て
「
ド
イ
ツ
語
のA

nschaung

マ
マ

の
訳
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
か
ら
「
―
観
」
が
接
尾
語
と

し
て
成
立
す
る
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
語
。」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
の
前
半
の
「
古
い
事
で
は

あ
り
ま
す
ま
い
」「
近
頃
の
事
」
と
い
う
小
林
の
推
測
は
正
し
い
と
言
え
る
。
だ
が
、『
大
思
想
家
の
人

生
観
』
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ
イ
ケ
ン
の
「A

nschauung

」
と
日
本
語
の
「
人

生
観
」
に
語
感
の
違
い
が
あ
る
と
す
る
の
は
、「
単
純
に
両
者
の
語
義
の
違
い
に
関
し
て
だ
け
言
え
ば
、

大
き
な
違
い
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い
」
と
す
る
袴
谷
憲
昭
の
「
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』
批
判
」

坂口安吾『わが人生観』を読むために
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も
否
め
な
い
の
だ
が
、
敗
戦
か
ら
約
五
年
と
い
う
時
期
に
、
い
わ
ば
大
物
の
文
化
人
た
ち
を
集
め
、
正

続
二
冊
を
刊
行
し
た
企
画
は
、
日
本
の
新
書
史
上
に
残
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
の
信
条
〉
あ
る
い
は
〈
私
の
人
生
観
〉
を
語
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
自

体
は
、岩
波
書
店
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。一
九
五
〇
年
前
後
の
日
本
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
型
で
あ
る
か
ら
だ
。
も
っ
と
も
、
武
者
小
路
実
篤
「
自
分
の
人
生
観
」（『
愛
と
人

生
』
一
九
五
四
・
六
、
池
田
書
店
）
は
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
、
例
外
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
夙
に
一

九
二
〇
年
、
す
な
わ
ち
有
島
武
郎
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』（
一
九
二
〇
・
六
、
叢
文
閣
）
と
同
時
代
に

出
た
も
の
で
あ
っ
て
、『
大
正
日
日
新
聞
』（
一
九
二
〇
・
三
・
一
八
～
四
・
二
）
の
連
載
が
初
出
で
、

新
し
き
村
叢
書
第
一
巻
『
自
分
の
人
生
観
』（
一
九
二
〇
・
五
、
新
し
き
村
出
版
部
）
が
初
刊
で
あ
り
、

ま
た
一
九
三
〇
年
二
月
に
日
向
堂
か
ら
再
刊
さ
れ
て
も
い
る
か
ら
、
や
は
り
別
格
に
属
す
る
。
と
な
る

と
、
初
刊
が
戦
前
で
あ
る
も
の
の
、
戦
後
に
爆
発
的
に
読
ま
れ
、
版
を
重
ね
た
三
木
清
『
人
生
論
ノ
ー

ト
』（
創
元
社
）
と
、
荒
正
人
の
書
評
「
小
林
秀
雄
著
「
私
の
人
生
観
」」（『
評
論
』
一
九
五
〇
・
二
）

や
座
談
会
「
人
生
論
ノ
ー
ト
―
―
小
林
秀
雄
著
「
私
の
人
生
観
」
を
め
ぐ
つ
て
」（『
理
論
』
一
九
五
〇
・

五
）
で
話
題
に
な
っ
た
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』（
一
九
四
九
・
一
〇
、
創
元
社
）
の
二
冊
を
影
響
力

の
大
き
か
っ
た
代
表
作
に
挙
げ
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
、
正
宗
白
鳥
「
我
が
人
生
観
」（『
人

間
』
一
九
五
〇
・
六
）、
坂
口
安
吾
「
わ
が
人
生
観
」（『
新
潮
』
一
九
五
〇
・
五
、
七
～
五
一
・
一
）、

河
上
徹
太
郎
「
私
の
人
生
観
」（『
新
潮
』
一
九
五
五
・
四
）
の
エ
ッ
セ
イ
が
著
さ
れ
て
い
る
。
小
林
の

『
私
の
人
生
観
』
の
そ
も
そ
も
は
講
演
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
こ
の
前
こ
こ
で
お
話
し
を
依
頼
さ
れ
た
時
、

「
私
の
人
生
観
」
と
い
う
課
題
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。」
と
あ
る
か
ら
、
小
林
の
創
始
で
な
い
こ
と
は
明

白
だ
が
、
坂
口
安
吾
や
河
上
徹
太
郎
が
似
た
題
名
で
執
筆
す
る
と
き
、
小
林
秀
雄
と
い
う
先
蹤
を
意
識

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

人
生
観
人
生
観
と
解
り
切
っ
た
様
に
言
っ
て
い
る
が
、
本
当
は
ど
う
い
う
意
味
合
い
の
言
葉
な

の
だ
ろ
う
か
。
人
生
と
い
う
言
葉
も
観
と
い
う
言
葉
も
、
非
常
に
古
い
言
葉
で
あ
る
が
、
両
方
く

っ
つ
い
て
人
生
観
と
い
う
の
は
、
古
い
事
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
少
く
と
も
、
こ
の
言
葉
が
普
通

に
使
わ
れ
出
し
た
の
は
、
ご
く
近
頃
の
事
で
、
や
は
り
西
洋
の
近
代
思
想
が
這
入
っ
て
来
て
、
人

生
に
対
す
る
新
し
い
見
方
と
か
、
考
え
方
と
か
が
起
っ
た
時
か
ら
、
人
生
観
と
い
う
言
葉
も
盛
ん

に
使
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
併
し
そ
れ
か
と
言
っ
て
、
人
生
観
に
相
当
す
る
言
葉
は

外
国
に
は
な
い
様
で
す
。
或
る
人
の
説
に
よ
る
と
、
オ
イ
ケ
ン
のLebensanschauungen

が
人
生

観
と
訳
さ
れ
て
以
来
、
人
生
観
と
い
う
言
葉
が
広
く
使
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
と
言
う
が
、

は

人
生
だ
がA

nschauung

と
い
う
言
葉
は
観
と
は
余
程
違
う
様
だ
。
観
と
い
う
言
葉
に
は
日
本
人

独
特
の
語
感
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

（
小
林
秀
雄
「
私
の
人
生
観
」）

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
⑦
』（
二
〇
〇
一
・
七
、
小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、「
人
生
観
」
の
用
例
と

し
て
内
村
鑑
三
「
月
曜
講
演
」（
一
八
九
八
）、
田
山
花
袋
「
野
の
花
」（
一
九
〇
一
）、
国
木
田
独
歩
「
牛

肉
と
馬
鈴
薯
」（
一
九
〇
一
）、
長
与
善
郎
「
青
銅
の
基
督
」（
一
九
二
三
）
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
補
注

と
し
て
「
ド
イ
ツ
語
のA

nschaung

マ
マ

の
訳
と
し
て
明
治
二
〇
年
代
か
ら
「
―
観
」
が
接
尾
語
と

し
て
成
立
す
る
に
と
も
な
っ
て
生
じ
た
語
。」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
の
前
半
の
「
古
い
事
で
は

あ
り
ま
す
ま
い
」「
近
頃
の
事
」
と
い
う
小
林
の
推
測
は
正
し
い
と
言
え
る
。
だ
が
、『
大
思
想
家
の
人

生
観
』
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ル
ド
ル
フ
・
オ
イ
ケ
ン
の
「A

nschauung

」
と
日
本
語
の
「
人

生
観
」
に
語
感
の
違
い
が
あ
る
と
す
る
の
は
、「
単
純
に
両
者
の
語
義
の
違
い
に
関
し
て
だ
け
言
え
ば
、

大
き
な
違
い
は
全
く
な
い
と
言
っ
て
よ
い
」
と
す
る
袴
谷
憲
昭
の
「
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』
批
判
」

全
八
篇
の
エ
ッ
セ
イ
が
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
り
、
総
体
と
し
て
ど
う
収
斂
す
る
か
が
分
か
り
に
く

か
っ
た
か
ら
、
か
つ
て
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
群
を
論
ず
る
た
め
の
資
料
が
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
等
が
理
由

に
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、『
わ
が
人
生
観
』
を
こ
れ
以
上
、「
無

視
」
し
続
け
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
病
人
の
書
く
も
の
に
も
文
学
的
価
値
は
存
す
る
わ

け
だ
し
、
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
る
も
の
の
総
体
に
意
義
を
見
出
す
の
も
文
学
史
家
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
平

俗
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
敬
遠
す
る
の
は
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
な
書
き
手
の
長
所
を
見
逃
す
こ
と
に

な
り
か
ね
ず
、「
堕
落
論
」
の
追
認
を
す
る
こ
と
も
、
そ
の
差
異
と
反
復
を
見
極
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
決

し
て
無
駄
な
作
業
と
は
い
え
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
一
度
は
論
じ
て
み
な
い

こ
と
に
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
「
表
層
的
な
理
由
」
が
表
層
的
な
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う

逆
説
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
。
論
を
開
始
す
る
に
先
立
ち
、
こ
の
こ
と
を
力
説
し
て
お
き
た
い
。
な
る

ほ
ど
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
手
が
か
り
取
っ
か
か
り
が
な
け
れ
ば
為
す
術
も
な
い
わ
け
だ
が
、
幸
い
、

私
た
ち
の
目
の
前
に
は
、
他
の
作
家
の
手
に
な
る
、
い
く
つ
か
の
よ
く
似
た
標
題
を
持
つ
エ
ッ
セ
イ
が

存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
を
端
緒
と
し
て
、
各
々
の
人
生
観
を
相
互
に
炙
り
出
す

と
い
う
方
法
は
、
か
な
り
魅
力
的
に
映
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
試
さ
れ
て
い
な
い
。

小
稿
の
目
的
は
、
従
前
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
坂
口
安
吾
『
わ
が
人
生
観
』
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
群
を
再
評
価
す
る
た
め
の
手
引
き
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ひ
い
て
は
、
一
九
五
〇

年
に
お
け
る
安
吾
、
あ
る
い
は
一
九
五
〇
年
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
歴
史
観
と
も
関
連
す
る
問
題
で
、
私
た
ち
は
や
や
も
す
る
と
戦
時
期
や

敗
戦
直
後
を
重
視
し
が
ち
で
あ
る
が
、
警
察
予
備
隊
が
編
成
さ
れ
、
再
軍
備
が
議
論
さ
れ
た
時
代
を
、

安
吾
は
「
恐
ら
く
後
世
の
日
本
人
が
、
こ
の
時
に
こ
そ
人
あ
り
せ
ば
と
最
も
痛
感
す
る
で
あ
ろ
う
大
転

換
期
」（「
被
告
席
の
感
情
」『
読
売
新
聞
』
一
九
五
一
・
五
・
二
一
）
と
切
実
に
捉
え
て
い
た
。「
後
世

の
日
本
人
」
で
あ
る
私
た
ち
も
ま
た
、
自
衛
隊
や
再
軍
備
の
問
題
に
相
変
わ
ら
ず
直
面
し
て
い
る
わ
け

で
、
一
九
五
〇
年
に
書
か
れ
た
『
わ
が
人
生
観
』
を
読
み
な
お
す
時
機
に
来
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し

く
は
な
い
。

以
下
、
他
の
作
家
た
ち
の
著
し
た
人
生
観
と
比
較
・
対
照
さ
せ
る
形
で
、
そ
の
文
学
史
的
、
文
化
史

的
、
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
測
量
し
な
お
す
た
め
の
手
が
か
り
を
探
し
て
み
た
い
。

一

一
九
五
〇
年
前
後
の
日
本
で
、
あ
る
種
の
人
生
観
ブ
ー
ム
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
事
態
が
起
き
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
九
二
九
年
、
ロ
ン
ド
ン
放
送
局
は
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ

セ
ル
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ェ
ル
ズ
ら
、
錚
々
た
る
学
者
や
文
化
人
か
ら
人
生
観
を
聞
き
出

す
と
い
う
ラ
ジ
オ
番
組
を
企
画
し
た
。
後
に
『Living Philosophies

』（
一
九
三
一
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）

と
し
て
刊
行
さ
れ
、
続
編
も
『I believe

』（
一
九
四
七
、
ロ
ン
ド
ン
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
を
モ

デ
ル
に
し
た
日
本
版
が
、
一
九
五
〇
年
九
月
か
ら
五
一
年
九
月
に
か
け
て
雑
誌
『
世
界
』
に
連
載
さ
れ
、

『
私
の
信
条
』（
一
九
五
一
・
一
〇
）『
続
私
の
信
条
』（
一
九
五
一
・
一
二
）
と
し
て
岩
波
新
書
か
ら
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
安
倍
能
成
、
志
賀
直
哉
、
津
田
左
右
吉
、
和
辻
哲
郎
、
荒
畑
寒
村
、
正
宗
白

鳥
、
中
野
重
治
、
柳
田
國
男
、
木
村
義
雄
ら
二
〇
名
の
、
後
者
は
恒
藤
恭
、
秋
田
雨
雀
、
三
好
達
治
、

中
野
好
夫
、
山
川
菊
栄
、
川
端
康
成
、
鈴
木
大
拙
、
呉
清
源
ら
二
〇
名
の
信
条
が
語
ら
れ
て
い
る
。
本

場
ロ
ン
ド
ン
の
続
編
で
は
「
神
と
宇
宙
と
社
会
に
つ
い
て
の
信
条
」
を
問
う
た
の
に
対
し
、
日
本
の
も

の
は
「
仕
事
と
世
の
中
の
つ
な
が
り
」
を
問
う
て
い
て
、
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
は
や
や
小
ぶ
り
の
印
象

『
Living Philosophies』

『
I believe』

坂口安吾『わが人生観』を読むために

富山高等専門学校紀要　第４号　平成29年

97



坂
口
安
吾
『
わ
が
人
生
観
』
を
読
む
た
め
に

Introduction to R
eading A

ngo Sakaguchi's M
y Living Philosophies

近
藤
周
吾

K
O

N
D

O
Shugo*

キ
ー
ワ
ー
ド

坂
口
安
吾
、
小
林
秀
雄
、
三
島
由
紀
夫
、
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤

は
じ
め
に

坂
口
安
吾
を
論
ず
る
と
き
、
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」「
日
本
文
化
私

観
」「
堕
落
論
」
と
い
っ
た
戦
時
期
か
ら
敗
戦
直
後
に
か
け
て
の
安
吾
研
究
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
聖
典
ば

か
り
を
論
ず
る
の
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
脚
光
の
当
た
ら
な
か
っ
た
も
の
を
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

で
あ
ろ
う
。
特
に
一
九
四
八
年
以
降
の
テ
ク
ス
ト
の
再
評
価
が
待
た
れ
る
。
年
譜
の
一
九
四
八
年
の
項

に
「
前
年
の
旺
盛
に
較
べ
ひ
ど
い
退
潮
」（『
文
芸
』
一
九
五
五
・
四
）
と
記
さ
れ
て
以
降
、「
退
潮
で
あ

っ
た
と
は
、
何
事
で
あ
る
か
」
と
庄
司
肇
「
戦
中
・
戦
後
展
望
」（『
日
本
き
ゃ
ら
ば
ん
』
一
九
六
七
・

一
〇
）
等
の
異
議
申
し
立
て
が
間
歇
的
に
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
再
評
価
が
十
分
に
な

さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
こ
で
、
今
回
は
坂
口
安
吾
の
『
わ
が
人
生
観
』（『
新
潮
』
一
九
五
〇
・

五
、
七
～
五
一
・
一
）
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

顧
み
れ
ば
、
今
か
ら
約
三
十
年
前
に
、
疋
田
武
夫
が
『
わ
が
人
生
観
』
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
当
時
、

『
わ
が
人
生
観
』
が
研
究
の
俎
上
に
乗
ら
な
い
こ
と
を
「
た
だ
な
ら
ぬ
無
視
の
さ
れ
方
」
と
評
し
、「
本

一
般
教
養
科

kondo@
nc-toyam

a.ac.jp

格
的
な
作
品
論
が
無
い
理
由
」
と
し
て
「
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
平
俗
に
す
ぎ
る
か
ら
」、「「
堕
落
論
」
で
語

る
べ
き
テ
ー
マ
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
か
ら
」
の
二
点
を
挙
げ
つ
つ
も
、「
ど
ち
ら
も
的
中
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
表
層
的
で
十
分
な
理
由
と
は
思
え
な
い
」
と
し
て
、「「
堕
落
論
」
の
後
続
と
し
て
十
分
な
意

義
を
認
め
る
べ
き
作
品
で
あ
り
、
等
閑
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
た
。（「「
我
が

人
生
観
」
―
―
「
堕
落
論
」
と
の
関
連
で
」（
久
保
田
芳
太
郎
・
矢
島
道
弘
編
『
坂
口
安
吾
研
究
講
座
Ⅱ
』

一
九
八
五
・
一
一
、
三
弥
井
書
店
）
他
方
、
事
典
で
初
め
て
『
わ
が
人
生
観
』
の
解
説
を
担
当
し
た
藤

田
和
美
は
、
疋
田
の
挙
げ
た
理
由
を
「
あ
い
ま
い
な
形
で
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
検
討
は
な
さ

れ
な
い
」
と
批
判
し
た
が
（「
我
が
人
生
観
」（
荻
久
保
泰
幸
・
島
田
昭
男
・
矢
島
道
弘
編
『「
国
文
学
解

釈
と
鑑
賞
」
別
冊

坂
口
安
吾
事
典
〔
作
品
編
〕』
二
〇
〇
一
・
九
、
至
文
堂
）、
そ
の
後
も
代
案
が
示

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
た
だ
な
ら
ぬ
無
視
の
さ
れ
方
」
は
今
な
お
継
続
中
で
あ
る
。

従
来
『
わ
が
人
生
観
』
が
論
及
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
疋
田
説
に
加
え
、
前
年
や
後
年
に
比
べ
れ

ば
小
康
を
得
つ
つ
あ
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、
執
筆
当
時
の
書
き
手
に
病
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
、

キ
ャ
ノ
ン

れ
な
い
」
と
批
判
し
た
が
（「
我
が
人
生
観
」
荻
久
保
泰
幸
・
島
田
昭
男
・
矢
島
弘
道
編
『「
国
文
学
解
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