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近
年
、
政
治
家
に
関
す
る
評
伝
が
数
多
く
発
表
さ
れ
、
近
代
日
本
の
政
治
史
研
究
は
、
人
物
研
究
と
い
う
側
面
か
ら
活
況
を
呈
し
て
い

る
感
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
隈
重
信
に
関
し
て
は
、
国
会
議
事
堂
に
伊
藤
博
文
・
板
垣
退
助
と
な
ら
ん
で
そ
の
銅
像
が
建
て
ら
れ

て
い
る
ほ
ど
の
憲
政
史
上
の
重
要
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
記
述

に
誤
り
の
多
い
と
い
わ
れ
る
『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
が
、
い
ま
だ
も
っ
と
も
詳
細
な
伝
記
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と

が１
、
研
究
の
進
展
状
況
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
明
治
一
四
年
政
変
以
前
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
幾
治
郎
氏
に
よ
る
政
局
史
的
な
研
究２
や
、
中
村
尚
美
氏
ら
に
よ
る
大

隈
財
政
に
関
す
る
研
究３
な
ど
、
古
く
か
ら
の
蓄
積
が
存
在
す
る
し
、
第
二
次
大
隈
内
閣
期
に
関
し
て
も
、
関
連
す
る
論
文
は
多
数
発
表
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
時
期
、
す
な
わ
ち
立
憲
改
進
党
結
党
以
後
一
九
〇
七
年
に
大
隈
が
政
党
を
離
れ
る
に

至
る
ま
で
の
大
隈
の
政
党
指
導
の
あ
り
方
や
、
一
九
〇
七
年
以
後
第
二
次
内
閣
の
組
閣
に
至
る
時
期
の
「
文
明
運
動
」
に
つ
い
て
は
、
い

ま
だ
研
究
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
課
題
の
多
く
残
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

大
隈
重
信
の
文
明
運
動
と
人
生
一
二
五
歳
説

真

辺

将

之
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近
年
、
五
百
旗
頭
薫
氏
の
研
究４
や
、
木
下
恵
太
氏
の
諸
論
文５
な
ど
、
こ
の
時
期
の
大
隈
の
政
党
指
導
を
扱
う
研
究
も
い
く
つ
か
出
て
き

て
は
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
大
隈
個
人
と
い
う
よ
り
も
大
隈
系
政
党
全
般
を
扱
っ
た
も
の
で
、
か
つ
財
政
・
経
済
政
策
論

に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
大
隈
研
究
の
多
く
は
政
治
史
ま
た
は
経
済
史
的
視
野
か
ら
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
隈
の
「
民
衆
政
治
家
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
過
程
や
、
大
隈
が
一
九
〇
七
年
に
一
旦
政
界
引
退

を
余
儀
な
く
さ
れ
な
が
ら
も
一
九
一
四
年
に
第
二
次
大
隈
内
閣
を
組
織
す
る
背
景
と
な
っ
た
民
衆
人
気
の
源
泉
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
上
で
は
、
早
稲
田
大
学
と
大
隈
重
信
と
の
関
係
や
、
日
露
戦
後
よ
り
活
発
化
し
て
い
っ
た
彼
の
「
文
明
運
動
」
と
「
人

生
一
二
五
歳
説
」
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
的
活
動
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
、
大
隈
の
「
文
明
運
動
」
と
よ
ば
れ
る
活
動
と
、「
人
生
一
二
五
歳
説
」
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
も

と
よ
り
、
大
隈
の
文
明
運
動
は
、
極
め
て
幅
広
い
分
野
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
到
底
本
稿
の
み
で
そ
の
す
べ
て
を
深
く
検
討
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
は
こ
の
大
隈
の
「
文
明
運
動
」
と
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
を
俯
瞰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
隈
研
究
に
お
け
る
そ
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
き
っ
か
け
と
し
、
今
後
の
大
隈
研
究
、
と
り
わ
け
、
文
化
史
的
視
座
か
ら
す
る
研
究
の

端
緒
と
し
た
い
と
考
え
る
。

一　
「
民
衆
政
治
家
」
と
し
て
の
大
隈
重
信

　

大
隈
に
関
す
る
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
政
治
家
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
単
な
る

政
治
家
で
は
な
く
、
立
憲
改
進
党
を
結
成
し
、
日
本
で
最
初
の
政
党
内
閣
で
あ
る
第
一
次
大
隈
内
閣
を
組
織
し
、
そ
し
て
そ
の
後
大
正
期

に
入
っ
て
第
二
次
内
閣
を
組
織
し
た
、
政
党
政
治
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
に
違
い
な
い
。
大
隈
自
身
、「
政
治
は
我
輩
の
生
命
で
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あ
る６
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
議
会
政
治
・
政
党
政
治
を
根
付
か
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
を
生
涯
考

え
続
け
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
大
正
時
代
に
誕
生
し
た
第
二
次
大
隈
内
閣
は
、
そ
う
し
た
大
隈
を
後
押
し
す
る
民
衆
の

声
援
が
あ
っ
て
、
非
常
に
人
気
の
高
い
内
閣
で
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
死
去
に
あ
た
っ
て
は
、
何
十
万
単
位
の
国
民

が
参
列
し
た
有
名
な
「
国
民
葬
」
が
挙
行
さ
れ
た
こ
と
も
著
名
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
大
隈
に
は
「
民
衆
政
治
家
」
あ
る

い
は
「
平
民
的
政
治
家
」
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
付
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
大
隈
の
庶
民
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
国
民
的
な
人
気
と
い
う
も
の
は
、
実
は
大
隈
が
政
党
に
関
わ
っ
た
当
初
か

ら
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
、
大
隈
は
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
、
一
度
、
政
界
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
立
憲
改
進
党
の
後
身
で
あ
る
憲
政
本
党
の
党
首
を
辞
任
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
表
向
き
は
、
大
隈
が
七
〇
歳
と
な
り
、

老
齢
に
な
っ
た
た
め
引
退
す
る
の
だ
と
さ
れ
、
大
隈
の
伝
記
の
類
に
も
そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
も
の
も
散
見
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ

の
よ
う
な
自
発
的
な
引
退
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
本
意
な
結
果
な
の
で
あ
っ
た
。
大
隈
は
、
憲
政
本
党
内
に
お
い
て
藩
閥
と
の
接
近
と
軍

拡
容
認
・
積
極
主
義
路
線
へ
の
旗
幟
変
更
を
図
る
改
革
派
に
よ
っ
て
、
引
退
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る７
。
先
に
引
い
た
「
政
治
は
我

輩
の
生
命
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
も
実
は
こ
の
憲
政
本
党
総
理
辞
任
の
演
説
に
お
い
て
発
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
が

不
本
意
な
が
ら
政
界
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
に
対
し
、
大
隈
は
「
諸
君
が
我
が
輩
を
党
か
ら
退
け
よ
う
と
も
無
論
我
が
輩
の
活
動
す
る
天

地
は
日
本
到
る
処
に
あ
る
の
で
あ
る
、
決
し
て
止
め
な
い
の
で
あ
る８
」
と
明
言
し
て
、
自
分
は
生
涯
政
治
に
関
与
す
る
こ
と
を
決
し
て
や

め
な
い
と
い
う
強
い
意
志
を
、
抗
議
の
意
味
を
込
め
て
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

も
し
こ
の
時
、
大
隈
に
後
年
の
よ
う
な
国
民
的
な
人
気
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
力
を
背
景
に
、
選
挙
で
勝
利
し
て
、
そ
の
議
席

数
を
後
楯
と
し
て
政
権
に
近
づ
く
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
こ
の
よ
う
な
不
本
意
な
形
で
党
首
の
座
を
追
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
に
ち
が
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
点
で
の
大
隈
に
は
、
第
二
次
内
閣
期
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
人
気
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一
八
九
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〇
年
の
議
会
開
設
か
ら
、
一
九
〇
七
年
の
引
退
ま
で
の
一
七
年
間
、
大
隈
が
率
い
て
い
た
政
党
が
総
選
挙
で
第
一
党
の
座
を
勝
ち
得
た
の

は
、
自
由
党
と
合
同
し
て
憲
政
党
を
組
織
し
て
い
た
時
期
を
除
い
て
は
、
た
だ
の
一
度
も
無
い
。
民
衆
か
ら
の
圧
倒
的
支
持
を
背
景
に
、

党
内
の
反
大
隈
勢
力
を
押
さ
え
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
治
家
と
し
て
は
、「
四

大
政
治
９家

」
あ
る
い
は
「
三
元
老Ａ
」「
明
治
第
二
の
三
傑Ｂ
」
と
い
う
よ
う
な
見
方
も
あ
り
、
政
治
家
と
し
て
の
存
在
感
は
そ
の
時
点
で
も

大
き
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
あ
る
程
度
の
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
大
正
期
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
圧

倒
的
な
全
国
民
的
人
気
は
ま
だ
こ
の
時
点
の
大
隈
に
は
無
く
、
だ
か
ら
こ
そ
政
界
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
大
隈
が
、
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
、
ふ
と
し
た
成
り
行
き
か
ら
再
び
首
相

の
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
前
年
の
一
九
一
三
年
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
護
憲
運
動
に
よ
っ
て
長
州
出
身
の
桂
太
郎
の
内
閣
が
倒
れ
、

さ
ら
に
次
の
薩
摩
出
身
の
山
本
権
兵
衛
の
内
閣
も
ま
た
、
シ
ー
メ
ン
ス
事
件
が
き
っ
か
け
と
な
り
退
陣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
、
大

隈
に
出
番
が
回
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
薩
長
出
身
の
首
相
が
相
次
い
で
国
民
の
指
弾
を
受
け
な
が
ら
辞
任
し
た
と
い
う
経
緯
に
よ
り
、
国

民
の
政
治
不
信
は
そ
れ
ま
で
に
な
い
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
ま
た
も
や
薩
長
藩
閥
出
身
の
人
々
が
政
権
を
担
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
国
民
の
不
満
は
い
っ
そ
う
高
ま
り
、
収
拾
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
国
民
の
人
気
の
あ
る
大
隈
な

ら
、
こ
の
難
局
を
乗
り
切
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
、
大
隈
が
次
の
首
相
に
推
薦
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
実
際
、
こ
の
時
の
大
隈
の
人
気
は
凄
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
首
相
就
任
後
、
一
九
一
四
年
一
二
月
に
議
会
を
解
散
し
た
大
隈

は
、
翌
年
三
月
の
選
挙
戦
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
衆
議
院
に
圧
倒
的
な
勢
力
を
占
め
て
き
た
立
憲
政
友
会
か
ら
八
〇
議
席
近
く
の
議
席
を

奪
い
取
っ
て
政
友
会
を
第
一
党
の
座
か
ら
蹴
落
と
し
、
与
党
の
立
憲
同
志
会
と
大
隈
伯
後
援
会
と
で
、
三
八
一
議
席
の
う
ち
約
三
分
の
一

に
あ
た
る
二
四
一
議
席
を
占
め
る
ほ
ど
の
圧
勝
を
収
め
る
の
で
あ
るＣ
。
し
か
も
、
こ
の
時
の
立
憲
政
友
会
を
仕
切
っ
て
い
た
の
は
、
辣
腕

で
知
ら
れ
る
原
敬
で
あ
る
。
そ
の
原
で
す
ら
全
く
歯
が
立
た
な
い
ほ
ど
、
大
隈
の
国
民
か
ら
の
人
気
は
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
九
〇
七
年
に
は
、
政
党
の
党
首
の
地
位
を
追
わ
れ
た
ほ
ど
の
大
隈
が
、
大
正
期
に
は
確
固
た
る
国
民
的
人
気
者
と
な
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
間
に
大
隈
に
人
気
を
も
た
ら
す
何
か
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
間
、
大
隈
が

行
っ
て
い
た
の
は
何
な
の
か
、
と
い
え
ば
、
本
稿
の
表
題
に
掲
げ
た
「
文
明
運
動
」
と
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
な
の
で
あ
る
。

二　
「
文
明
運
動
」
の
提
唱
と
国
民
教
育

　
「
文
明
運
動
」
と
は
、
文
明
運
動
と
い
う
の
は
、
大
隈
が
行
っ
て
い
た
も
ろ
も
ろ
の
文
化
的
活
動
を
総
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
隈
は
、

驚
く
ほ
ど
多
く
の
文
化
的
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
文
化
的
活
動
は
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
文
明
運
動
」
と
一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
運
動
は
必
ず
し
も
一
九
〇
七
年
の
政
界
引
退

を
機
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
確
に
何
時
か
ら
、
と
線
を
引
く
こ
と
は
難
し
い
が
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
勝
利
が
一
つ
の

き
っ
か
け
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
露
開
戦
後
、
大
隈
は
『
開
国
五
十
年
史
』
の
編
纂
に
着
手
す
る
な
ど
、
こ
う
し
た
活
動
を

活
発
化
さ
せ
て
い
く
。

　

も
ち
ろ
ん
、
も
し
一
九
〇
七
年
の
政
界
引
退
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
そ
の
文
明
運
動
は
政
治
活
動
の
余
暇
に
行
わ
れ
る
に
過

ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、「
文
明
運
動
」
と
し
て
総
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
と
な
っ
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
政
界
を
引
退
し
た
大
隈
は
、『
国

民
読
本
』
や
「
大
日
本
文
明
協
会
叢
書
」
シ
リ
ー
ズ
の
刊
行
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
籍
の
出
版
活
動
や
学
会
協
会
の
活
動
に
積
極
的
に
か

か
わ
る
よ
う
に
な
る
。
大
隈
は
「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
旗
印
の
下
、
優
に
百
を
超
え
る
学
協
会
の
ト
ッ
プ
に
就
任
、
資
金
的
援
助
や
、

そ
の
人
材
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
組
織
運
営
に
寄
与
し
、
そ
れ
ら
学
協
会
で
の
講
演
活
動
を
積
極
的
に
行
い
な
が
ら
、
国
民
の
知
識
向
上

を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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奇
し
く
も
、
こ
の
一
九
〇
七
年
初
頭
に
、
大
隈
は
「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
理
念
を
高
唱
し
は
じ
め
る
。
す
な
わ
ち
、『
教
育
時
論
』

に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
の
文
明
」
に
お
い
て
、「
開
国
以
来
の
我
日
本
国
は
、
東
西
両
系
統
の
文
明
が
触
接
の
境
地
と
な
つ
て
、
世
界
に

於
け
る
一
切
の
文
明
の
要
素
が
、
雑
然
と
し
て
一
所
に
集
合
し
た
か
ら
し
て
、
我
が
国
の
思
想
、
制
度
、
文
物
は
大
混
乱
、
大
衝
突
、
大

競
争
を
生
じ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
可
驚
、
世
界
の
識
者
が
全
く
調
和
の
途
無
し
と
断
念
し
た
、
こ
の
東
西
両
文
明
は
、
開
国
以
来
僅
か
に

五
十
年
間
で
、
充
分
な
る
調
和
を
得
た
の
で
あ
る
、
即
は
ち
真
正
の
意
味
に
於
い
て
、
世
界
的
文
明
は
、
我
国
に
て
始
め
て
成
立
し
た
の

で
あ
るＤ
」
と
し
た
う
え
で
、「
我
日
本
国
に
於
て
、
東
西
両
文
明
が
触
接
し
、
日
本
国
民
の
大
能
力
に
よ
り
て
、
之
が
調
和
統
一
を
得
た

る
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
は
唯
大
体
根
本
に
就
い
て
云
つ
た
ま
で
ゝ
あ
つ
て
、
之
を
人
性
多
種
の
方
面
に
発
達
せ
し
め
て
、
内

に
於
て
は
政
治
、
学
術
、
産
業
、
文
学
、
美
術
と
な
し
、
更
ら
に
又
こ
の
真
文
明
を
以
て
、
外
世
界
の
各
民
族
に
宣
伝
し
、
之
を
教
化
誘

導
す
る
は
、
実
に
我
日
本
民
族
の
天
職
で
あ
るＥ
」
と
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
年
四
月
二
日
に
は
、
清
国
人
が
組
織
し
て
い
た

中
国
基
督
教
青
年
会
に
お
い
て
、
初
め
て
「
東
西
文
明
の
調
和
」
を
論
題
に
掲
げ
て
演
説
を
行
う
な
ど
、
本
格
的
に
こ
の
理
念
の
鼓
吹
に

つ
と
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
に
引
い
た
「
日
本
の
文
明
」
に
お
い
て
「
開
国
以
来
の
我
日
本
国
」
が
引
き
合
い

に
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
理
念
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
、『
開
国
五
十
年
史
』
の
編
纂
事
業
に
お
い
て
、
開
国
以
後
の
日
本
の
発

展
の
過
程
を
再
検
証
し
て
い
た
こ
と
が
、
大
き
く
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

か
ね
て
よ
り
編
纂
を
続
け
て
い
た
『
開
国
五
十
年
史
』
は
、
一
九
〇
七
年
の
一
二
月
に
上
巻
が
刊
行
さ
れ
、
翌
年
二
月
に
下
巻
が
刊
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
開
国
五
十
年
史
』
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
隈
の
「
文
明
運
動
」
の
開
始
を
示
す
一
つ
の
指
標
と
な
る
著
作

で
あ
る
。
開
国
以
来
五
〇
年
の
日
本
の
発
展
を
、
そ
の
当
事
者
に
語
ら
せ
た
と
こ
ろ
に
最
大
の
特
色
が
あ
る
。
上
巻
冒
頭
に
大
隈
に
よ
る

総
論
「
開
国
五
十
年
史
論
」
が
掲
げ
ら
れ
、
つ
い
で
本
書
の
目
玉
と
い
う
べ
き
、
徳
川
慶
喜
に
よ
る
幕
末
回
想
談
「
徳
川
慶
喜
公
回
顧
録
」

が
続
く
。
幕
末
政
治
の
形
勢
を
、
他
な
ら
ぬ
最
後
の
将
軍
・
徳
川
慶
喜
に
語
ら
せ
た
こ
と
は
圧
巻
で
あ
り
、
当
時
と
し
て
も
非
常
に
驚
き
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を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
徳
川
慶
喜
は
、
大
隈
の
依
頼
を
再
三
に
わ
た
っ
て
断
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
大
隈
は
諦
め

ず
に
何
度
も
依
頼
を
重
ね
、
よ
う
や
く
承
諾
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
こ
と
で
あ
るＦ
。
さ
ら
に
伊
藤
博
文
に
よ
る
「
帝
国
憲
法
制
定

の
由
来
」、
松
方
正
義
に
よ
る
「
帝
国
財
政
」、
山
県
有
朋
に
よ
る
「
陸
軍
史
」、
山
本
権
兵
衛
に
よ
る
「
海
軍
史
」、
浮
田
和
民
稿
で
大
隈

と
板
垣
退
助
が
校
閲
し
た
「
政
党
史
」、
渋
沢
栄
一
に
よ
る
「
銀
行
誌
」「
会
社
誌
」、
後
藤
新
平
に
よ
る
「
台
湾
誌
」
な
ど
、
一
流
の
当

事
者
に
よ
る
担
当
項
目
が
目
白
押
し
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
と
し
て
も
、
政
治
・
経
済
・
軍
事
の
み

な
ら
ず
風
俗
や
衛
生
、
監
獄
、
都
市
に
ま
で
及
ぶ
き
わ
め
て
幅
広
い
目
配
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
安
部
磯
雄
に
よ
る
「
社
会
主

義
小
史
」
の
項
目
ま
で
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
大
隈
の
視
野
が
い
か
に
広
く
、
か
つ
思
想
的
寛
容
さ
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
し

て
い
よ
う
。

　

そ
し
て
同
書
の
末
尾
に
は
大
隈
に
よ
る
「
開
国
五
十
年
史
結
論
」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
国
是
は
「
開
国
進
取
」
に
こ
そ
あ
り
、

鎖
国
時
代
は
例
外
的
状
況
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
た
上
で
、
開
国
以
来
五
〇
年
の
日
本
の
発
展
は
、
そ
う
し
た
「
開
国
進
取
」
の
国
是
の

も
と
、
西
洋
の
新
文
明
を
導
入
し
応
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
単
に
そ
う
し
た

日
本
の
発
展
を
手
放
し
で
褒
め
称
え
る
の
で
は
な
く
、
い
ま
だ
日
本
国
民
に
欠
け
て
い
る
諸
要
素
と
し
て
、
健
全
な
る
権
利
意
識
が
発
達

し
て
い
な
い
こ
と
、
教
育
が
中
央
集
権
的
で
あ
り
、
学
問
が
西
洋
の
受
け
売
り
で
独
自
の
発
想
を
生
み
だ
す
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
経
済
的
側
面
で
は
、
産
業
組
織
が
未
だ
幼
稚
で
あ
り
実
業
道
徳
も
発
達
し
て
お
ら
ず
、
軍
事
や
政
治
の
発
達
に
比
し
て
遜
色
が
あ
る
こ

と
、
ま
た
風
俗
習
慣
の
上
で
も
い
ま
だ
改
良
の
余
地
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、「
従
来
我
国
の
発
達
は
一
に
外
交
に
よ
り
て
、
泰
西
の

文
明
に
接
触
し
た
る
結
果
な
れ
ば
、
我
国
民
が
今
後
更
に
一
段
の
進
歩
を
企
図
し
、
其
理
想
を
実
現
せ
ん
と
す
る
に
当
り
、
愈
々
忘
る
べ

か
ら
ざ
る
も
の
は
、
将
来
益
々
外
交
を
盛
ん
に
し
て
、
世
界
の
平
和
的
競
走
場
裏
に
立
ち
、
愈
々
泰
西
の
文
明
に
接
触
し
て
其
善
所
、
長

所
を
採
り
、
以
て
向
上
の
一
路
に
勇
往
邁
進
す
べ
きＧ
」
だ
と
論
じ
る
。
そ
の
上
で
大
隈
は
、
日
本
は
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
単
に
西
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洋
文
明
を
導
入
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
文
明
を
広
く
東
洋
に
紹
介
し
、
か
つ
「
東
西
両
洋
の
文
明
を
融
和
綜
合
し
て
、
一
層
世
界
の

文
明
を
向
上
せ
し
む
る
こ
とＨ
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
日
本
の
今
後
の
使
命
な
の
で
あ
る
と
論
じ
て
、
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
と
い
う
、
文
明
運
動
の
中
心
的
理
念
そ
の
も
の
が
、
こ
の
『
開
国
五
十
年
史
』
を
編
集
し
日

本
の
発
展
の
過
程
を
跡
付
け
る
作
業
の
な
か
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
結
論
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
一
九
〇

八
年
二
月
刊
行
の
下
巻
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
一
九
〇
七
年
冒
頭
に
は
、
既
に
『
開
国
五
十
年
史
』
の
編
纂
は
大
詰
め
を
迎
え
て
お
り
、

そ
の
な
か
で
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
、
大
隈
の
視
線
は
進
ん
で
い
き
、
一
九
〇
七
年
か
ら
の
「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
理
念
の
提
唱
に
つ

な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
隈
は
、
こ
れ
以
降
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
理
念
を
、
著
書
や
講
演
な
ど
を
通
じ
て
一
般
に
折
に
触
れ
て
示
し
て
い
っ
た
。
一
九

〇
九
年
九
月
に
は
『
開
国
五
十
年
史
』
の
漢
訳
版
お
よ
び
英
訳
版
を
刊
行
、
翌
一
九
一
〇
年
に
は
『
国
民
読
本
』
を
刊
行
す
る
。『
国
民

読
本
』
は
、
義
務
教
育
を
終
え
た
レ
ベ
ル
の
青
年
男
女
に
向
け
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、「
大
日
本
の
国
体
と
国
民
性
と
を
闡
明
し
、
現

時
の
法
治
国
に
於
け
る
国
家
組
織
の
綱
領
と
、
国
民
の
責
任
と
を
概
説
し
、
ま
た
忠
君
愛
国
の
新
意
義
を
指
示
し
、
兼
ね
て
日
本
国
民
の

理
想
を
顕
明
せ
りＩ
」
と
さ
れ
る
も
の
で
、
日
本
の
国
体
・
国
民
性
か
ら
、
立
憲
政
体
の
仕
組
み
や
行
政
・
法
律
・
経
済
な
ど
の
諸
部
門
に

わ
た
っ
た
公
民
教
育
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
一
三
年
に
は
、
初
学
者
に
向
け
て
、『
国
民
読
本
』
よ
り
も
文
章
を
平

易
に
し
た
『
国
民
小
読
本
』
を
刊
行
し
て
い
る
。

　
『
国
民
読
本
』『
国
民
小
読
本
』
の
刊
行
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
大
隈
の
文
明
運
動
に
お
け
る
一
つ
の
方
向
性
は
、
こ
う
し
た
国
民
教

育
の
側
面
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
た
。
一
九
〇
七
年
に
大
隈
は
、
か
ね
て
よ
り
そ
の
経
営
に
か
か
わ
っ
て
い
た
早
稲
田
大
学
の
総
長
に
正
式

に
就
任
す
る
と
と
も
に
、
早
稲
田
大
学
や
各
種
教
育
関
係
団
体
主
催
の
巡
回
講
演
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
こ
う
し
た
巡
回
講
演
活
動
に
関

し
て
は
『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
第
二
巻
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
学
に
通
う
こ
と
の
で
き
な
い
階
層
の
人
々
を
対
象
と
す
る
通
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信
教
育
に
も
熱
意
を
入
れ
、
一
九
一
〇
年
、
国
民
教
育
講
習
会
を
組
織
し
て
集
中
講
義
を
開
催Ｊ
、
さ
ら
に
翌
年
通
信
教
育
講
義
録
と
し
て

『
国
民
教
育
青
年
講
習
録
』
を
発
行
す
るＫ
。
ま
た
一
九
一
五
年
か
ら
は
、
実
業
之
日
本
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
『
実
業
講
習
録
』
の
総
裁
を

務
め
た
。
一
九
一
六
年
に
は
大
日
本
青
年
修
養
団
を
組
織
し
て
、
全
国
の
青
年
団
組
織
の
統
括
を
図
り
、『
大
日
本
青
年
講
習
録
』
を
発

行
し
て
、
こ
れ
ら
青
年
団
を
基
軸
に
通
信
教
育
活
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
たＬ
。

　

大
隈
は
、
前
述
し
た
「
政
治
は
我
輩
の
生
命
」
と
述
べ
た
政
界
引
退
の
際
の
演
説
に
お
い
て
、「
ど
う
せ
無
邪
気
の
国
民
は
政
治
上
の

思
想
は
乏
し
い
も
の
で
あ
る
ど
う
し
て
も
指
導
者
が
之
を
教
育
し
指
導
し
て
立
憲
的
国
民
を
拵
へ
な
け
れ
ば
真
の
立
憲
政
治
は
行
は
れ
な

い
の
で
あ
るＭ
」
と
国
民
の
政
治
的
意
識
の
欠
如
を
批
判
的
に
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
「
我
輩
は
政
党
の
失
敗
者
で
、
爾
来
は
、
専
ら
国
民

教
育
に
向
つ
て
力
を
用
ゐ
た
が
、
其
意
は
、
即
ち
、
今
日
の
政
党
は
用
を
為
さ
ぬ
。
是
れ
は
、
国
民
に
、
政
治
的
知
識
、
政
治
的
道
徳
が

欠
乏
し
て
居
る
か
ら
で
、
教
へ
ざ
る
の
民
を
以
て
憲
政
を
行
は
ん
と
す
る
も
不
可
能
で
あ
る
と
信
じ
た
に
在
るＮ
」
と
い
う
よ
う
に
、
政
党

政
治
が
上
手
く
機
能
し
な
い
の
は
、
他
な
ら
ぬ
国
民
の
政
治
的
知
識
・
政
治
的
道
徳
の
欠
乏
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
か

ら
大
隈
は
国
民
教
育
に
力
を
注
い
だ
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
国
民
教
育
に
お
い
て
は
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
よ
う
な
理
念

が
説
か
れ
る
一
方
で
、
憲
政
に
関
す
る
知
識
の
向
上
や
政
治
教
育
の
必
要
性
、
政
治
的
徳
義
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
も
た
び
た
び
説
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。三　

各
種
学
会
・
協
会
へ
の
支
援
活
動

　

以
上
の
よ
う
な
国
民
教
育
が
大
隈
の
文
明
運
動
の
一
方
の
柱
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
う
一
方
の
柱
は
、
様
々
な
学
会
や
協
会
の
活
動

に
対
す
る
援
助
で
あ
っ
た
。
大
隈
は
各
種
の
学
会
・
協
会
の
役
員
に
就
任
し
、
さ
ら
に
資
金
的
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
文
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明
の
進
展
と
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
理
念
の
実
現
を
目
指
し
た
の
で
あ
っ
た
。
大
隈
が
関
わ
っ
た
学
会
・
協
会
の
数
は
、
い
っ
た
い

い
く
つ
に
の
ぼ
る
の
か
今
日
で
は
数
え
る
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
、
多
数
に
の
ぼ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
主
要
な
も

の
に
つ
い
て
の
み
概
観
し
た
い
。

　

こ
れ
ら
学
会
・
協
会
へ
の
関
与
も
、『
開
国
五
十
年
史
』
同
様
、
日
露
戦
争
の
前
後
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
〇
四
年

に
会
長
に
就
任
し
た
同
仁
会
が
そ
う
で
あ
る
。
同
仁
会
は
一
九
〇
二
年
六
月
に
、
長
岡
護
美
を
会
長
と
し
て
設
立
さ
れ
た
会
で
、
医
学
を

通
じ
て
中
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
よ
う
と
い
う
趣
旨
の
団
体
で
あ
る
。
大
隈
は
一
九
〇
四
年
八
月
、

長
岡
の
後
を
承
け
会
長
に
就
任
し
た
が
、
大
隈
が
会
長
に
就
任
し
て
の
ち
、
俄
然
活
動
が
活
発
化
し
、
一
九
〇
六
年
以
降
、
朝
鮮
と
中
国

東
北
地
方
に
順
次
病
院
を
開
設
、
ま
た
早
稲
田
大
学
の
構
内
に
東
京
同
仁
医
薬
学
校
を
設
立
し
、
中
国
人
医
療
関
係
者
の
育
成
に
力
を
注

い
だ
。
そ
の
後
も
昭
和
期
に
至
る
ま
で
、
活
発
な
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
同
会
に
つ
い
て
は
、
会
活
動
に
関
す
る
概
略
的
研
究
は
存
在

す
る
も
の
のＯ
、
大
隈
に
即
し
て
、
彼
が
い
か
な
る
理
念
の
も
と
同
会
の
活
動
に
参
加
し
た
の
か
、
ま
た
彼
の
中
国
認
識
と
同
仁
会
の
活
動

が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
な
ど
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

一
九
〇
五
年
に
は
『
日
本
百
科
大
辞
典
』
編
纂
総
裁
を
勤
め
て
い
る
。
三
省
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
日
本
で
初
め
て
の
本
格
的
な
大
百
科

辞
典
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
当
初
あ
ま
り
に
計
画
が
壮
大
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
三
省
堂
は
こ
の
た
め
に
一
九
一
二
年
に
一
旦
倒
産
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
大
隈
は
、
こ
の
事
業
を
完
結
さ
せ
る
た
め
に
、
政
財
界
に
働
き
か
け
、
何
と
か
三
省
堂
の
経
営
再
建
を

な
し
と
げ
、
一
九
一
九
年
、
全
一
〇
巻
の
完
結
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
百
科
辞
典
の
観
光
が
日
本
の
出
版
文
化
の
向
上

に
果
し
た
役
割
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
い
わ
れ
るＰ
。

　

ま
た
同
じ
一
九
〇
五
年
、
大
隈
は
国
書
刊
行
会
の
創
立
に
際
し
て
総
裁
に
就
任
し
た
。
同
会
は
、
近
世
以
前
の
日
本
の
優
れ
た
書
物
を

復
刻
刊
行
し
て
、
日
本
の
文
化
的
伝
統
を
見
直
す
こ
と
趣
旨
に
発
足
し
た
団
体
で
あ
っ
た
。『
続
々
群
書
類
従
』
全
一
六
冊
を
皮
切
り
に
、
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『
新
群
書
類
従
』（
全
一
〇
冊
）『
新
井
白
石
全
集
』『
燕
石
十
種
』『
近
世
風
俗
見
聞
集
』『（
徳
川
時
代
）
商
業
叢
書
』『
丹
鶴
叢
書
』『
文
明

源
流
叢
書
』『
鼠
璞
十
種
』『
百
家
随
筆
』
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
良
書
を
刊
行
し
、
近
世
文
化
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ

た
。
こ
の
国
書
刊
行
会
に
つ
い
て
も
、『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
に
若
干
の
記
述
が
あ
る
の
み
で
、
本
格
的
な
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
一
九
〇
八
年
四
月
、
早
稲
田
大
学
関
係
者
を
中
心
に
設
立
さ
れ
た
大
日
本
文
明
協
会
の
会
長
に
就
任
し
た
。
設
立
宣
言
に

は
、「
国
民
知
識
の
向
上
進
歩
に
資
し
、
以
て
東
西
文
明
の
調
和
融
合
を
計
ら
ん
と
す
る
も
の
也
」
と
謳
わ
れＱ
、「
東
西
文
明
の
調
和
」
の

旗
印
の
も
と
、
幅
広
く
国
民
に
対
す
る
啓
蒙
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
旨
と
し
た
。
特
に
特
筆
す
べ
き
は
、「
大
日
本
文
明
協
会
叢
書
」

シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
前
述
の
国
書
刊
行
会
が
近
世
以
前
の
日
本
の
書
物
の
出
版
に
力
を
入
れ
た
の
に
対
し
、
こ
の
叢
書
は
、
西
洋
の
さ
ま

ざ
ま
な
最
先
端
の
書
物
を
翻
訳
し
、
日
本
に
紹
介
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
た
。
一
九
〇
八
年
一
〇
月
に
、
大
隈
に
よ
る
序
論
・
結
論
を
付

し
た
大
冊
『
欧
米
人
の
日
本
観
』
三
冊
を
出
版
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
大
隈
の
生
前
だ
け
で
一
九
五
巻
も
の
翻
訳
書
を
出
版
し
た
。
そ
の

後
も
、
叢
書
名
を
改
め
な
が
ら
、
昭
和
初
期
ま
で
合
計
三
一
五
冊
も
の
書
物
を
出
版
、
佐
藤
能
丸
氏
は
こ
れ
を
「「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

期
に
お
け
る
最
大
の
出
版
事
業
」
と
評
し
て
い
るＲ
。
ま
た
単
に
冊
数
が
多
い
だ
け
で
は
な
く
、
西
洋
で
発
行
さ
れ
て
ま
だ
数
年
し
か
経
っ

て
な
い
よ
う
な
書
物
が
多
く
翻
訳
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
中
に
、
後
に
歴
史
に
残
る
名
著
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
が
多
い
。

た
と
え
ば
リ
ッ
プ
マ
ン
『
輿
論
』
な
ど
は
、
今
で
も
政
治
学
の
古
典
と
し
て
不
動
の
位
置
を
占
め
て
い
る
書
物
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で

原
本
が
刊
行
さ
れ
た
わ
ず
か
一
年
後
に
翻
訳
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
欧
米
の
名
著
は
、
原
本
が
刊
行
さ
れ
て
一
〇
年
以
上
経
過
し
、

海
外
で
評
価
が
固
ま
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
翻
訳
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
速
さ
と
優
れ
た
選
択

眼
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
るＳ
。
こ
の
ほ
か
、
文
明
協
会
で
は
、
活
発
な
講
演
会
活
動
を
行
い
、
大
隈
も
ま
た
そ
の
演
壇

に
立
っ
た
。
さ
ら
に
各
種
雑
誌
を
発
行
し
て
文
化
の
啓
蒙
に
つ
と
め
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
文
化
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
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た
。

　

こ
う
し
た
学
術
的
な
立
場
か
ら
の
活
動
と
は
少
々
異
な
る
面
白
い
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
〇
九
年
七
月
に
煙は
な
び花

競
技
会
の
会
長
に
就
任
し

て
い
るＴ
。
大
隈
は
大
の
花
火
好
き
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
事
あ
る
ご
と
に
花
火
を
打
ち
上
げ
た
と
言
わ
れ
る
。
大
隈
が
南
極
探
検
後
援

会
の
会
長
と
し
て
、
白
瀬
中
尉
に
よ
る
南
極
探
険
を
物
心
両
面
か
ら
後
援
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
南
極
探
険
隊
の
出

発
に
際
し
て
の
壮
行
会
に
際
し
て
も
、
大
花
火
大
会
を
開
催
、
全
国
の
有
名
花
火
師
に
手
紙
を
送
っ
て
参
加
を
依
頼
し
、
す
ば
ら
し
い
花

火
大
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
るＵ
。

　

ま
た
一
九
一
〇
年
一
二
月
に
は
、
日
本
で
最
初
の
自
動
車
の
オ
ー
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
で
あ
る
日
本
自
動
車
倶
楽
部
の
会
長
に
就
任
し
て
い

る
。
大
隈
は
一
九
〇
六
年
末
に
、
そ
れ
ま
で
馬
車
を
使
っ
て
い
た
の
を
廃
止
し
、
オ
チ
キ
ス
号
と
い
う
自
動
車
を
自
家
用
車
と
し
て
使
用

し
は
じ
め
て
い
た
。
大
隈
は
、「
馬
車
は
危
険
で
、
厄
介
で
、
不
経
済
で
役
に
立
た
ぬＶ
」「
乗
用
と
し
て
は
固
よ
り
今
日
の
処
で
は
之
れ
に

上
越
す
も
の
は
な
い
、
其
の
乗
心
地
の
善
い
事
と
言
つ
た
ら
な
い
、
一
度
び
之
れ
に
乗
る
と
、
復
た
他
の
乗
物
に
は
乗
り
た
く
な
い
。
更

に
其
の
時
間
の
節
約
に
至
つ
て
は
、
流
石
に
文
明
の
利
器
で
、
何
人
も
金
さ
へ
あ
れ
ば
、
之
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
惜
し
い
の
は
其

価
が
不
廉
な
の
で
、
貧
乏
の
日
本
で
は
尚
ほ
未
だ
大
に
利
用
せ
ら
る
に
至
ら
な
い
、
何
事
も
去
来
と
な
る
と
金
の
問
題
で
あ
る
が
、
之
が

為
め
に
何
時
も
日
本
が
西
洋
諸
国
に
後
れ
を
取
る
と
云
ふ
の
は
誠
に
残
念
の
至
り
だＷ
」
と
述
べ
て
お
り
、
価
格
が
高
価
で
あ
る
た
め
に
自

動
車
が
な
か
な
か
日
本
に
普
及
し
な
い
こ
と
を
歎
き
、
日
本
自
動
車
倶
楽
部
を
拠
点
に
自
動
車
の
利
便
性
を
し
、
自
動
車
の
普
及
に
つ
と

め
た
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
当
時
自
動
車
が
い
か
に
高
額
で
あ
っ
た
か
を
示
す
と
、
巡
査
の
初
任
給
が
一
二
円
で
あ
っ
た
時
代Ｘ
に
、

大
隈
の
購
入
し
た
自
動
車
の
値
段
が
七
五
〇
〇
円
で
あ
っ
たＹ
と
い
う
事
実
か
ら
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
巡
査
の
給
料
の
約
六
二

五
ヶ
月
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
大
隈
は
自
動
車
だ
け
で
な
く
、
飛
行
機
の
普
及
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
。
一
九
一
四
年
に
、
帝
国
飛
行
協
会
の
会
長
に
就
任
し
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て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
会
は
現
在
で
も
日
本
航
空
協
会
と
い
う
名
前
で
存
続
・
活
動
し
て
い
る
が
、
そ
の
初
代
会
長
が
大
隈
で
あ
っ
た
。

時
恰
も
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
の
年
で
あ
り
、
飛
行
機
の
技
術
が
軍
用
に
転
用
さ
れ
、
戦
争
の
あ
り
方
を
多
く
変
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戦
闘
機
の
発
達
に
よ
り
、
多
数
の
爆
撃
が
行
わ
れ
、
一
般
の
非
戦
闘
民
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
多
く
な
る
た
め
、
飛
行
機
の
発

展
は
人
類
の
た
め
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
が
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
こ
の
帝
国

飛
行
協
会
は
、
民
間
航
空
の
発
展
の
た
め
に
啓
蒙
・
普
及
活
動
を
行
お
う
と
す
る
趣
旨
で
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
っ
た
。
飛
行
機
に
よ
っ

て
、
一
時
的
に
は
戦
争
の
被
害
が
甚
大
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
結
果
人
々
は
必
ず
や
戦
争
を
や
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ

て
い
く
で
あ
ろ
う
、
そ
う
な
れ
ば
、
飛
行
機
が
、
民
間
の
交
通
機
関
と
し
て
、
平
和
に
利
用
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
に
違
い
な
い
、
と

予
見
しＺ
、
大
隈
は
、「
飛
行
機
は
、
平
和
に
対
す
る
大
き
な
脅
威
の
や
う
に
感
ぜ
ら
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
応
用
す
る
の
極
は
、
戦
争
に

終
に
不
可
能
な
ら
し
む
る
の
で
あ
る
。
吾
輩
が
一
方
に
於
て
、
飛
行
協
会
の
た
め
に
つ
く
し
、
一
方
に
於
て
、
平
和
協
会
の
会
頭
を
兼
ぬ

る
所
以
は
、
実
に
茲
に
あ
る
ん
で
あ
る
」
と
論
じ
てａ
、
民
間
に
お
け
る
飛
行
機
の
普
及
に
尽
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
大
隈
は
、
周
知

の
と
お
り
、
明
治
初
期
に
、
伊
藤
博
文
と
と
も
に
鉄
道
敷
設
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
鉄
道
、
自
動
車
、
飛
行
機
と
い
う
、

現
代
の
主
要
な
交
通
機
関
す
べ
て
の
普
及
に
、
一
役
買
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

大
隈
が
飛
行
機
の
民
間
利
用
・
平
和
利
用
を
説
い
た
こ
と
は
今
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
東
西
文
明
の
調
和
」
と
い
う

理
念
も
、「
調
和
」
の
語
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
異
文
化
の
相
互
理
解
と
、
世
界
平
和
の
達
成
と
い
う
理
念
と
結
び
つ
い
て
い
る

も
の
で
あ
っ
た
。
大
隈
は
一
九
一
〇
年
に
、
大
日
本
平
和
協
会
の
会
長
に
就
任
し
て
い
る
が
、
こ
の
団
体
は
世
界
的
団
体
で
あ
る
万
国
平

和
協
会
の
日
本
支
部
と
い
う
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
団
体
で
あ
り
、
大
隈
は
こ
の
団
体
の
会
長
と
し
て
し
ば
し
ば
講
演
を
行
い
、
平
和
の
必

要
性
を
強
調
し
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
隈
は
同
時
に
、
一
九
〇
九
年
、
帝
国
軍
人
後
援
会
の
会
長
に
も
就
任
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
捉
え
て
、
当
時
か
ら
大
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隈
の
こ
と
を
二
枚
舌
だ
と
批
判
す
る
者
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
大
隈
は
場
当
た
り
的
に
両
者
の
会
長
を
引
き
受
け
た
の
で
は
な

く
、
両
者
の
相
補
性
を
明
確
に
意
識
し
た
上
で
両
会
の
会
長
を
引
き
受
け
て
い
た
。
そ
も
そ
も
大
隈
に
と
っ
て
、
軍
隊
と
は
、
領
土
拡
張

の
た
め
の
道
具
な
の
で
は
な
く
、
平
和
の
た
め
の
止
む
を
得
ざ
る
必
要
悪
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

国
際
間
の
道
徳
は
、
個
人
間
の
道
徳
ほ
ど
に
は
未
だ
進
歩
し
な
い
。
個
人
の
不
完
全
な
る
道
徳
よ
り
も
尚
一
層
不
完
全
で
あ
る
。
今
個
人
間
の
道
徳

が
進
歩
し
た
と
云
ふ
も
の
ゝ
、
国
に
警
察
制
度
が
な
け
れ
ば
秩
序
は
忽
ち
破
れ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
斯
ふ
云
ふ
訳
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
警
察
な
し

に
国
際
間
の
争
議
を
決
す
る
│
│
即
ち
仲
裁
裁
判
に
依
つ
て
総
べ
て
の
争
ひ
を
決
着
す
る
と
云
ふ
時
代
は
、
早
晩
来
る
に
は
相
違
な
い
で
あ
ら
う

が
、
仲
々
急
に
は
来
ぬ
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
果
し
て
然
り
と
せ
ば
国
防
即
ち
軍
備
の
必
要
な
る
こ
と
は
、
決
し
て
古
へ
の
戦
国
時
代
に

譲
ら
な
い
。
国
の
体
面
と
国
の
威
厳
と
を
保
つ
に
は
、
何
と
し
て
も
軍
備
が
必
要
で
あ
る
。〔
中
略
〕
こ
れ
ら
の
事
か
ら
考
へ
て
見
ま
す
と
、
兎
も

角
も
国
際
間
に
兵
器
を
執
つ
て
、
最
後
の
判
決
を
な
す
が
如
き
不
幸
か
ら
避
け
よ
う
、
争
議
が
起
れ
ば
何
と
で
も
し
て
、
平
和
に
其
局
を
結
ば
う
と

云
ふ
こ
と
に
為
つ
て
、
如
何
な
る
国
と
雖
も
漫
り
に
戦
を
好
み
、
或
は
侵
略
的
の
方
針
を
取
つ
て
、
羅
馬
帝
国
の
其
れ
を
夢
想
す
る
と
云
ふ
こ
と
は

最
早
無
い
で
あ
ら
う
と
思
ふｂ
。

　

し
た
が
っ
て
、
軍
人
後
援
会
会
長
と
し
て
軍
人
に
対
し
て
講
演
す
る
際
に
は
、「
戦
争
は
敵
国
を
滅
ぼ
す
か
も
知
ら
ん
が
、
ま
た
自
国

を
も
滅
ぼ
す
こ
と
ゝ
な
る
の
で
あ
り
ま
す
、
此
故
に
軍
国
主
義
の
教
育
ば
か
り
で
は
、
決
し
て
真
正
の
強
兵
を
期
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ぬｃ
。」「
国
防
の
根
本
は
、
国
民
の
剛
毅
な
る
精
神
と
困
難
に
堪
へ
る
堅
忍
な
る
力
と
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
平
和
の
下
に
此
力
を
以
て
、

各
々
職
分
に
従
ひ
事
業
を
営
め
ば
、
則
ち
国
を
富
ま
す
の
で
あ
るｄ
」
と
し
て
、
あ
く
ま
で
平
和
の
た
め
の
軍
隊
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
、
こ
の
軍
人
後
援
会
の
活
動
は
、
軍
国
主
義
的
気
風
の
鼓
吹
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
徴
兵
制
度
に
よ
っ
て
困
難
に
陥
っ
た
人
々
を
救
助
す
る
た
め
の
組
織
で
あ
っ
た
。「
境
遇
の
変
化
で
働
き
手
を
失
ひ
た
る
為
め
と
か
、

若
く
は
止
む
を
得
ざ
る
不
幸
に
陥
り
た
る
が
為
、
生
活
難
を
訴
へ
る
如
き
者
に
対
し
て
は
、
国
民
が
ど
う
に
か
し
て
之
を
救
助
す
る
と
云
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ふ
事
は
、
社
会
の
務
め
で
あ
り
、
亦
国
家
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
すｅ
」
と
い
う
よ
う
に
、
傷
痍
軍
人
や
軍
人
遺
族
の
家
庭
を

社
会
の
力
で
救
助
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
主
旨
が
存
在
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
帝
国
軍
人
後
援
会
と
大
日
本
平
和
協
会
に
関
し

て
は
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。
帝
国
軍
人
後
援
会
に
関
し
て
は
、『
社
団
法
人
帝
国
軍
人
後
援
会
史ｆ
』
が
そ
の
活
動
の

概
要
を
記
し
て
お
り
、
ま
た
大
日
本
平
和
会
に
つ
い
て
は
『
近
代
日
本
「
平
和
運
動
」
資
料
集
成ｇ
』
が
近
年
出
版
さ
れ
、
機
関
誌
が
復
刻

さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
歴
史
家
に
よ
る
本
格
的
研
究
は
存
在
せ
ず
、
特
に
大
隈
研
究
の
立
場
か
ら
は
、
大
隈
の
両
会
で
の
活
動
の
実
態
や
、

そ
こ
で
唱
え
ら
れ
た
平
和
論
・
軍
備
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
理
念
と
ど
う
関
係
し
、
他
の
文

化
運
動
や
、
政
治
家
と
し
て
の
大
隈
の
外
政
論
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
が
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
帝
国
軍
人
後
援
会
は
弱
者
救
済
と
い
う
側
面
を
有
す
る
団
体
で
あ
っ
た
が
、
他
に
も
大
隈
は
弱
者
の
救
済
に
関

す
る
活
動
を
数
多
く
行
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
隈
は
精
神
病
患
者
に
深
い
同
情
を
寄
せ
、
精
神
病
科
談
話
会
な
ど
の
会
合
で
精
神
病
院

に
て
度
々
演
説
を
行
いｈ
、
一
九
〇
五
年
に
は
夫
人
綾
子
を
精
神
病
者
慈
善
救
済
会
の
初
代
会
長
に
推
薦
す
る
な
どｉ
、
精
神
病
患
者
の
治
療

や
待
遇
の
向
上
に
尽
力
し
た
。
ま
た
犯
罪
を
犯
し
て
懲
役
刑
を
受
け
て
い
た
人
々
が
社
会
に
復
帰
す
る
た
め
の
出
獄
人
保
護
事
業
に
も
手

厚
い
援
助
を
行
っ
て
い
たｊ
。
東
北
の
農
村
が
不
作
で
飢
饉
に
あ
え
い
で
い
た
際
に
は
、
早
稲
田
大
学
の
学
生
が
設
立
し
た
東
北
凶
作
地
救

済
会
と
い
う
団
体
を
援
助
し
て
自
ら
会
長
と
な
り
、
東
京
で
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
の
音
楽
会
を
開
催
す
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
るｋ
。
た
だ

し
、
こ
う
し
た
弱
者
保
護
事
業
は
、
文
明
運
動
の
本
格
化
す
る
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
文
明
運
動
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
活
動

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
大
隈
自
身
の
弱
者
に
対
す
る
目
線
が
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
培
わ
れ
て
い
た
こ

と
の
証
明
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
大
隈
は
日
本
と
イ
ン
ド
と
の
交
流
を
促
進
す
る
日
印
協
会
の
会
長
や
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
友
好
関
係
を
目
的
と
す
る
日

星
協
会
の
名
誉
総
裁
、
ま
た
日
本
と
ス
イ
ス
と
の
友
好
関
係
を
目
的
と
す
る
日
瑞
協
会
の
会
長
な
ど
、
国
際
関
係
に
お
い
て
も
大
き
な
役
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割
を
果
た
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
学
会
に
お
け
る
大
隈
の
活
動
の
実
態
と
、
そ
こ
で
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
検
討

が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
い
ま
ひ
と
つ
述
べ
て
お
く
べ
き
は
、
大
隈
と
外
国
人
と
の
個
人
的
交
流
の
広
さ
で
あ
る
。
大
隈
家
に
は
毎
日
多
く
の

客
が
詰
め
か
け
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
外
国
人
も
多
か
っ
た
。
大
隈
自
身
が
一
度
も
外
遊
を
し
た
こ
と
が
な

い
に
も
関
わ
ら
ず
、
外
国
人
が
毎
日
の
よ
う
に
大
隈
邸
を
訪
れ
た
と
い
う
の
は
不
思
議
で
あ
る
が
、
口
コ
ミ
の
よ
う
な
形
で
、
大
隈
と
い

う
人
物
の
噂
が
海
外
に
広
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
日
露
戦
争
時
に
ロ
ン
ド
ン
で
外
債
募
集
に
奔
走
し
た
イ
ギ
リ
ス
通
の
高
橋
是
清
は

「
英
国
な
ど
で
は
知
識
階
級
で
大
隈
侯
を
知
ら
な
い
人
は
恥
と
し
た
位
」
で
あ
り
「
侯
が
外
国
の
賓
客
に
尽
さ
れ
た
事
も
一
通
り
や
二
通

り
で
は
な
い
、
だ
か
ら
外
客
で
侯
に
招
か
れ
な
い
と
か
、
其
庭
園
を
見
な
い
と
か
言
ふ
こ
と
は
恥
と
思
っ
て
ゐ
た
。
之
が
ど
の
位
外
人
に

誇
り
を
与
へ
又
好
意
と
な
つ
た
か
知
れ
な
い
、
従
っ
て
日
本
の
為
め
に
非
常
に
利
益
と
な
つ
て
ゐ
る
」
と
述
べｌ
、
大
隈
が
い
か
に
外
国
人

に
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
大
隈
の
外
国
人
と
の
交
際
が
日
本
の
外
交
に
い
か
に
良
い
よ
う
に
働
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
外

国
人
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
邸
宅
を
訪
れ
る
様
子
は
「
彼
の
早
稲
田
邸
は
宛
然
た
る
私
設
外
務
省
、
私
設
国
際
倶
楽
部ｍ
」
と
評
さ
れ
た
。
塩

沢
昌
貞
に
よ
れ
ば
、
大
隈
は
「
支
那
人
、
印
度
人
、
土
耳
古
人
な
ど
東
洋
に
属
す
る
人
々
に
向
つ
て
は
欧
米
に
於
け
る
文
化
の
長
所
を
挙

げ
て
、
こ
れ
等
を
取
り
入
れ
て
自
国
の
文
化
を
進
め
る
こ
と
の
必
要
を
細
か
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
欧
米
の
訪
問
者
に
対

し
て
は
、
日
本
を
始
め
と
し
て
東
洋
古
来
の
文
化
に
就
い
て
い
ろ
い
ろ
話
を
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
東
西
両
洋
人
の
間
に

相
互
の
理
解
を
持
ち
来
た
す
こ
と
が
、
世
界
平
和
に
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
考
へ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
と
東

西
の
文
明
を
論
じ
、
自
ら
の
「
東
西
文
明
の
調
和
」
の
理
念
を
披
瀝
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
大
隈
の
議
論
は
、
海
外
の
新
聞
紙
な
ど
に
お
い
て
折
に
触
れ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

一
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
党
が
一
九
一
八
年
に
発
表
し
た
新
政
策
提
言
書“Labour and N

ew
 Social O

rder ”

を
挙
げ
て
お
き



53

た
い
。
こ
の
提
言
書
は
、
冒
頭“T

he End of a Civilization ”

と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
行
き
詰
ま
り
を
説
く
と
こ
ろ
か
ら
議
論

が
始
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
一
段
落
目
を
引
い
て
み
よ
う
。

　

W
e need to bew

are of patchw
ork. T

he view
 of the Labour Party is that w

hat has to be reconstructed after the w
ar is not 

this or that Governm
ent D

epartm
ent, or this or that piece of social m

achinery ; but, so far as Britain is concerned, society 

itself. T
he individual w

orker, or for that m
atter the individual statesm

an, im
m
ersed in daily routine ̶

 like the individual 

soldier in a battle ̶
 easily fails to understand the m

agnitude and far-reaching im
portance of w

hat is taking place around 

him
. H

ow
 does it fit together as a w

hole? H
ow

 does it look from
 a distance? Count O

kum
a, one of the oldest, m

ost experi-

enced, and ablest of the statesm
en of Japan, w

atching the present conflict from
 the other side of the globe, declares it to be 

nothing less than the death of E
uropean civilisation. Just as in the past the civilisations of B

abylon, E
gypt, G

reece, 

Carthageand the great Rom
an Em

pire have been successively destroyed, so, in the judgm
ent of this detached observer, the 

civilization of all Europe is even now
 receiving its death-blow

. W
e of the Labour Party can so far agree in this estim

ate as 

to recognise, in the present w
orld catastrophe, if not the death, in Europe, of civilization itself, at any rate the culm

ination 

and collapse of a distinctive industrial civilization, w
hich the w

orkers w
ill not seek to reconstruct. A

t such tim
es of crisis it 

is easier to slip into ruin than to progress into higher form
s of organisation. T

hat is the problem
 as it presents itself to the 

Labour Party t

ｎ

o-day.

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
新
政
策
提
言
書
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
行
き
詰
ま
り
を
指
摘
し
た
大
隈
の
発
言
を
紹
介
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
り
、
我
々
は
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
点
を
直
視
し
て
奮
起
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
、
新
し
い
政
策
提
言
を
行
う
と
い

う
順
序
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
近
代
日
本
の
政
治
家
で
、
海
外
の
主
要
政
党
の
政
策
提
言
の
冒
頭
に
そ
の
持
説
が
引
用
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さ
れ
た
人
物
が
、
大
隈
の
ほ
か
に
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
大
隈
の
議
論
の
影
響
力
を
見
る
に
余
り
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

四　
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
の
提
唱

　

以
上
紹
介
し
て
き
た
大
隈
の
「
文
明
運
動
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
、
あ
る
程
度
の
知
識
や
教
養
の
あ
る
階
層
に
向
け
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
大
隈
の
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
は
、
学
問
と
は
無
縁
な
庶
民
層
に
ま
で
広
く

受
け
い
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
人
間
は
本
来
一
二
五
歳
ま
で
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
五
〇
年
な
ど
と
い
う

小
さ
い
こ
と
を
言
わ
ず
に
、
遠
大
な
理
想
の
も
と
、
前
向
き
に
生
き
て
い
こ
う
、
と
い
う
趣
旨
の
持
論
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
持
論
を
大

隈
が
い
つ
か
ら
抱
き
始
め
た
か
は
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
明
治
三
〇
年
代
の
後
半
に
は
既
に
こ
う
し
た
主
張
を
行
っ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
るｏ
。
大
隈
は
一
八
八
九
年
、
外
相
と
し
て
交
渉
を
進
め
て
い
た
条
約
改
正
に
際
し
て
、
反
対
派
に
よ
っ
て
爆
弾
を
投
げ
つ

け
ら
れ
、
右
脚
を
切
断
す
る
重
傷
を
負
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
健
康
や
寿
命
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
るｐ
。

ま
た
そ
の
後
、
大
隈
の
少
年
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
歴
史
家
久
米
邦
武
が
、
新
聞
紙
上
に
ア
メ
リ
カ
人
の
人
生
一
二
五
歳
説
が
載
っ
て

い
た
の
を
教
え
、
そ
れ
が
大
隈
に
影
響
を
与
え
た
と
も
言
わ
れ
るｑ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
明
治
三
〇
年
代
後
半
に
は
、
大
隈
は
人
生
一
二
五
歳

説
を
提
唱
し
、
し
だ
い
に
世
間
に
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
折
に
触
れ
て
主
張
し
て
い
た
こ
の
一
二
五
歳
説
は
、
一
九
一
五

年
に
『
人
寿
百
歳
以
上
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
刊
行
さ
れ
るｒ
。

　

今
日
で
こ
そ
、
人
生
一
二
五
歳
説
と
言
っ
て
も
、
と
て
つ
も
な
い
こ
と
に
は
聞
こ
え
な
い
。
し
か
し
、
大
隈
が
一
二
五
歳
説
を
唱
え
た
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当
時
は
そ
う
で
は
な
い
。
当
時
の
平
均
寿
命
は
四
二
〜
四
四
歳
程
度
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
す
れ
ば
一
二
五
歳
と
い
う
の
は
と
て
つ
も
な
い

数
字
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
平
均
寿
命
の
算
出
に
あ
た
っ
て
は
、
子
供
時
代
に
亡
く
な
る
人
が
多
い
と
い
う
当
時
の
状
況
が
反
映

さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
年
齢
に
達
す
れ
ば
実
際
に
は
も
う
少
し
長
く
生
き
る
人
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
五
〇

歳
六
〇
歳
に
な
っ
た
ら
、
仕
事
を
や
め
て
隠
居
し
、
人
生
の
店
じ
ま
い
の
準
備
を
す
る
と
い
う
時
代
で
あ
る
。
大
隈
の
一
二
五
歳
説
は
、

大
風
呂
敷
と
取
ら
れ
か
ね
な
い
ほ
ど
の
寿
命
の
議
論
を
も
と
に
、
老
人
が
と
も
す
れ
ば
退
嬰
的
に
な
り
が
ち
な
状
況
を
批
判
し
、
人
間
は

活
力
を
持
っ
て
前
を
向
い
て
頑
張
る
か
ら
こ
そ
長
生
き
も
で
き
、
社
会
に
も
貢
献
で
き
る
の
で
あ
る
と
論
じ
、
明
る
く
前
を
向
く
こ
と
を

主
張
し
た
議
論
な
の
で
あ
っ
た
。

　

人
生
一
二
五
歳
説
の
根
拠
は
、
地
球
上
の
生
物
は
だ
い
た
い
成
長
期
の
五
倍
の
寿
命
を
持
っ
て
お
り
、
人
間
は
二
五
歳
く
ら
い
ま
で
は

成
長
を
続
け
る
か
ら
、
そ
の
五
倍
の
一
二
五
歳
が
人
間
の
寿
命
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
実
際
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
あ
る
医
学
者
が
唱
え
て
い
た
説
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
隈
は
一
応
こ
れ
を
論
拠
と
し
つ
つ
も
、
自
ら
多
少
論
拠
が
薄
弱

と
も
述
べ
て
も
い
て
、
実
際
に
は
、
こ
う
し
た
学
術
的
な
根
拠
よ
り
も
、
自
ら
の
直
感
、
特
に
一
二
〇
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の
高
齢
者
が
実
際

に
世
界
各
地
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
も
あ
るｓ
。

　

大
隈
の
一
二
五
歳
説
に
特
徴
的
な
の
は
、
健
康
と
長
寿
の
原
動
力
と
し
て
、
当
時
盛
ん
に
言
わ
れ
て
い
た
身
体
の
鍛
錬
と
か
衛
生
と
か

い
う
こ
と
よ
り
も
、
精
神
的
な
要
素
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
中
国
最
古
の
医
書
と
言
わ
れ
る
『
素
問
』
の
「
精
神
内
に
守

ら
ば
疾
何
れ
よ
り
来
た
ら
ん
〔
引
用
者
註
│
原
文
は
「
精
神
内
守
病
安
従
来ｔ
」〕」
と
い
う
考
え
に
影
響
を
受
け
、
心
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
こ

そ
が
健
康
に
と
っ
て
大
き
な
影
響
力
が
あ
る
と
の
持
論
を
持
っ
て
い
た
。
明
治
以
後
、
日
本
は
西
洋
医
学
を
導
入
、
伝
染
病
予
防
の
観
点

な
ど
か
ら
衛
生
に
つ
い
て
喧
し
く
言
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
が
、
大
隈
は
、「
余
り
用
心
深
く
な
る
と
身
体
は
薄
弱
と
な
り
、
害
物
に

抵
抗
す
る
力
が
無
く
な
るｕ
」
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
も
心
を
元
気
に
す
る
こ
と
、
前
向
き
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
身
体
に
良
い
の
で
あ
る
と
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い
う
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
ス
ト
レ
ス
の
身
体
に
対
す
る
悪
影
響
や
、
過
剰
衛
生
に
よ
る
抵
抗
力
の
欠
如
と
い
っ
た
今
日
の
医
学
に
も
つ

な
が
る
よ
う
な
考
え
方
を
、
ど
れ
だ
け
科
学
的
根
拠
が
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
経
験
と
直
観
に
拠
っ
て
、
主
張
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
精
神
的
要
素
の
重
視
は
、「
希
望
は
人
を
長
寿
に
す
る
〔
中
略
〕、
無
限
に
楽
み
を
将
来
に
持
つ
て
居
る
か
ら
、
そ

れ
に
導
か
れ
て
寿
命
も
引
き
延
ば
さ
れ
る
。
太
く
短
い
流
儀
は
い
か
ぬ
。
我
輩
は
せ
か
ず
、
あ
せ
ら
ず
、
徐
々
行
く
ん
で
あ
るｖ
」
と
い
う

よ
う
に
、
常
に
心
を
楽
し
く
、
前
向
き
に
持
っ
て
い
く
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
せ
よ
と
い
う
主
張
に
つ
な
が
っ
た
。
特
に
大
隈
は
、
怒
っ

た
り
、
愚
痴
を
言
っ
た
り
、
あ
る
い
は
欲
望
が
強
す
ぎ
た
り
と
い
う
の
は
よ
く
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。

憤
怒
、
愚
痴
、
貪
欲
等
は
長
寿
に
大
禁
物
で
あ
る
。
長
生
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
常
に
気
楽
な
考
へ
を
有
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
気
楽
な
考
へ
さ

へ
有
れ
ば
心
は
何
時
も
平
和
で
、
物
に
触
れ
て
怒
つ
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
、
愚
痴
を
云
つ
た
り
す
る
事
は
無
い
。
其
れ
か
ら
物
事
は
程
と
云
ふ
こ
と

が
大
切
で
あ
る
、
絶
対
に
酒
を
飲
む
な
と
は
云
は
ぬ
。（
中
略
）
又
食
物
の
如
き
は
何
で
も
善
い
。（
中
略
）
少
々
不
消
化
物
で
も
胃
を
素
通
り
な
り

と
し
て
通
過
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
体
力
不
相
応
な
大
食
は
宜
し
く
な
い
。
其
れ
か
ら
夜
更
し
朝
寝
な
ど
も
禁
物
で
、
之
れ
も
程
と
云
ふ
こ
と
を

忘
れ
な
い
や
う
に
す
可
き
で
あ
るｗ
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
程
」
と
い
う
も
の
を
大
事
に
し
て
、
心
を
平
穏
に
元
気
に
前
向
き
に
生
き
よ
う
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
大
隈

自
身
、「
憤
怒
、
愚
痴
、
貪
欲
等
」
を
避
け
る
よ
う
心
掛
け
て
お
り
、
大
隈
は
ほ
と
ん
ど
怒
る
こ
と
の
な
い
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

大
隈
は
、
怒
り
を
鎮
め
る
方
法
に
つ
い
て
、「
吾
輩
も
怒
る
時
が
な
い
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
静
め
る
所
の
一
家
の
治
療
法
が
あ

る
ん
だ
。
吾
輩
は
何
か
癪
に
障
る
こ
と
が
あ
る
と
先
づ
好
き
な
風
呂
へ
這
入
る
ん
だ
。
勿
論
、
当
世
の
人
の
や
う
に
、
石
鹸
は
用
ひ
な
い

で
、
昔
風
に
大
袋
へ
糠
を
入
れ
て
、
そ
れ
で
、
ご
し
ご
し
身
体
を
摩
擦
す
る
の
さ
。
左
様
す
る
と
、
癇
癪
が
自
然
に
柔
い
で
く
る
か
ら
妙

だ
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
大
抵
は
こ
れ
で
静
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
静
ま
ら
な
い
時
は
、
酒
を
一
杯
だ
け
飲
む
。
そ
れ
か
ら
、
酒
で
も
駄
目
な
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ら
寝
る
、
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
るｘ
。

　

ま
た
大
隈
が
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
に
お
い
て
強
調
し
て
い
た
の
は
、
決
し
て
自
分
を
年
寄
り
だ
と
言
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。

今
一
つ
長
寿
に
禁
物
と
す
る
処
は
、
決
し
て
年
寄
つ
た
と
云
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
能
く
年
寄
が
「
年
に
対
し
て
恥
し
い
」
な
ど
称
し
て
、
若
い
者

と
一
緒
に
遊
ぶ
の
を
遠
慮
す
る
が
、
之
れ
は
実
に
愚
な
話
で
あ
る
我
輩
の
如
き
は
将
来
ば
か
り
勘
定
し
て
、
百
二
十
五
歳
以
上
生
き
て
始
め
て
長
命

と
心
得
、
其
以
下
な
ら
ば
不
幸
短
命
と
し
て
居
る
。
さ
す
れ
ば
七
八
十
の
人
間
も
未
だ
先
き
が
六
七
十
年
も
活
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
老
衰

せ
ず
し
て
何
時
ま
で
も
若
く
て
居
ら
れ
る
。
然
る
に
世
に
は
若
い
年
寄
り
が
沢
山
に
居
る
。
之
れ
は
自
分
か
ら
遠
慮
し
て
年
寄
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

其
処
で
陰
気
な
老
人
だ
と
云
つ
て
家
族
の
者
か
ら
も
嫌
わ
れ
る
。
す
る
と
腹
立
た
し
く
な
つ
た
り
悲
し
く
な
つ
た
り
す
る
が
、
其
れ
が
為
め
に
早
く

死
ん
で
仕
舞
ふ
や
う
に
な
る
か
ら
、
精
神
は
常
に
愉
快
に
若
々
し
く
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
せ
ば
不
老
長
生
疑
ひ
無
し
で
あ
るｙ
。

　

大
隈
は
、「
年
齢
は
百
歳
、
百
二
十
歳
に
成
ら
う
と
も
、
其
の
元
気
、
気
力
、
思
想
等
は
元
よ
り
、
体
力
に
於
て
も
若
い
者
に
少
し
も

劣
ら
ず
、
彼
ら
と
打
ち
混
じ
て
愉
快
に
盛
ん
に
、
世
の
中
の
為
め
に
活
動
出
来
る
や
う
に
成
ら
し
め
度
いｚ
」
と
、
常
に
若
い
気
持
ち
で
、

若
者
と
と
も
に
活
動
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
六
〇
歳
七
〇
歳
程
度
で
何
が
老
人
だ
、
ま
だ
人
生
は
半
分
に
も
達
し
て
な
い
、
ま
だ
七
〇
年

以
上
残
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
、
そ
う
考
え
た
ら
、
こ
れ
か
ら
ま
だ
一
仕
事
で
も
二
仕
事
で
も
出
来
る
だ
ろ
う
、
も
っ
と
働
い
て
も
っ
と
社
会

に
尽
く
し
、
そ
し
て
も
っ
と
人
生
を
楽
し
め
と
、
そ
う
い
う
風
に
大
隈
は
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
隈
自
身
、「
我
輩
は
〔
中
略
〕

心
持
は
ま
だ
二
十
歳
前
後
の
青
年
だ
、
そ
こ
で
読
書
も
や
る
、
年
寄
大
嫌
い
、
元
老
大
嫌
い
、
皆
時
代
違
ひ
の
輩
と
見
て
居
る
、
そ
こ
で

書
生
好
き
、
青
年
好
き
、
過
去
を
語
ら
ぬあ
」
と
、
し
ば
し
ば
自
ら
七
〇
代
・
八
〇
代
の
「
青
年
」
を
自
称
し
た
。
大
隈
は
し
ば
し
ば
青
年

論
を
語
り
、
ま
た
青
年
の
会
合
に
出
席
し
て
演
説
し
、
そ
し
て
青
年
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
団
体
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
た
。

　

そ
し
て
、
右
に
引
い
た
文
章
の
な
か
で
、「
年
寄
大
嫌
い
、
元
老
大
嫌
い
」
と
、
元
老
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
ら
「
青
年
」
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を
自
称
し
、「
青
年
」
を
援
助
す
る
こ
と
は
、
元
老
へ
の
対
抗
と
い
う
政
治
的
意
味
を
も
帯
び
て
い
た
。
日
露
戦
後
、
反
政
友
会
・
反
藩

閥
的
傾
向
を
有
す
る
青
年
層
が
政
治
的
に
活
性
化
し
て
く
る
がい
、
大
隈
は
こ
う
し
た
青
年
層
を
取
り
込
み
、
元
老
と
対
抗
す
る
自
ら
の
政

治
的
リ
ソ
ー
ス
と
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
自
ら
設
立
し
た
早
稲
田
大
学
出
身
の
学
生
か
ら
は
後
に
メ
デ
ィ
ア

や
政
界
に
多
数
の
人
材
が
輩
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
大
学
に
お
い
て
も
総
長
と
し
て
青
年
論
を
語
り
か
け
た
こ
と
は
、
後
に
大

隈
シ
ン
パ
を
生
み
出
す
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
元
老
を
そ
の
対
比
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
は
、
自
ら
を
元
老
に

対
抗
す
る
者
＝
民
衆
の
側
に
立
つ
政
治
家
で
あ
る
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

　

こ
の
人
生
一
二
五
歳
説
は
、
大
隈
が
ど
こ
ま
で
意
図
的
に
そ
う
し
て
い
た
か
は
別
と
し
て
、
健
康
と
長
寿
を
望
む
民
衆
の
心
情
に
合
致

し
、
庶
民
層
へ
の
大
隈
人
気
を
醸
成
し
て
い
き
、
そ
の
人
気
を
背
景
に
、
大
隈
は
再
び
政
治
の
世
界
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
代
よ

り
も
は
る
か
に
国
民
が
貧
し
く
、
病
苦
も
多
い
時
代
に
、
来
世
を
説
く
宗
教
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
現
実
を
立
脚
点
に
し
て
、
人
々
に
生

き
て
い
く
希
望
を
与
え
た
大
隈
の
存
在
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。
評
論
家
の
横
山
健
堂
は
「
世
人
が
、
伯
大
隈
の
出
廬
に
関
し
て
、
多
く
、

「
年
寄
の
冷
水
」
の
感
を
為
さ
ゞ
る
も
の
は
、
彼
が
か
ね
て
意
気
の
盈
満
し
て
、
一
二
五
歳
説
を
唱
道
せ
る
に
由
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
彼

が
新
首
相
た
る
の
人
気
の
一
半
は
、
其
の
一
二
五
歳
の
説
に
存
す
る
な
りう
」
と
評
し
て
い
る
。
第
二
次
大
隈
内
閣
の
誕
生
時
、
大
隈
は
数

え
七
七
歳
で
あ
っ
た
。

五　
「
文
明
運
動
」
の
影
響
力
と
大
隈
の
人
格
的
魅
力

　

以
上
の
よ
う
な
「
文
明
運
動
」
と
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
は
、
書
物
や
新
聞
に
現
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
精
力

的
な
講
演
活
動
に
よ
っ
て
全
国
に
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
講
演
活
動
は
、
明
治
前
期
の
大
隈
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
、
初
期
議
会
以
前
に
お
い
て
、
大
隈
と
な
ら
ぶ
政
党
指
導
者
で
あ
っ
た
板
垣
退
助
が
全
国
各
地
で
精
力
的
に
演
説
活
動
を
行
っ

て
い
た
の
に
対
し
、
大
隈
重
信
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
し
た
遊
説
活
動
を
行
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
一
八
八
二
年
四
月
一
六
日
の
改
進
党
創
立

式
で
も
、
大
隈
は
式
辞
を
述
べ
る
の
み
で
、
改
進
党
の
主
張
に
つ
い
て
は
一
切
を
語
ら
な
か
っ
たえ
。
し
か
も
こ
の
時
の
大
隈
の
挨
拶
の
様

子
に
つ
い
て
横
山
健
堂
は
「
態
度
、
太
だ
揚
が
ら
ず
。
今
日
よ
り
見
れ
ば
、
全
く
、
別
人
の
如
し
〔
中
略
〕
彼
が
、
弁
論
を
事
と
す
る
に

至
り
し
動
機
は
、
之
を
彼
よ
り
聞
か
ざ
れ
ど
も
、
事
実
は
、
日
清
戦
役
の
後
に
在
りお
」
と
証
言
し
て
い
る
。
は
た
し
て
日
清
戦
争
が
動
機

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
検
証
を
要
す
る
け
れ
ど
も
、
改
進
党
が
「
民
党
」
と
し
て
の
姿
勢
を
明
確
化
す
る
一
八
九
〇
年
代
以
降
、
大
隈
は

少
し
ず
つ
民
衆
の
前
で
演
説
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
さ
ら
に
政
界
引
退
に
よ
っ
て
民
衆
に
語
り
か
け
る
機
会
が
飛
躍
的
に
多
く
な

る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
う
し
た
民
衆
に
語
り
か
け
る
場
を
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
隈
は
し
だ
い
に
講
演
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
も
と
も
と
、
大
隈
は
外
交
の
場
に
お
け
る
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
と
の
論
戦
で
頭
角
を
現
し
た
と
い
う
経
緯
も
あ
り
、
弁
論
は
得
意
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
で
、
前
述
し
た
横
山
健
堂
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
多
人
数
の
前
で
の
演
説
・
講
演
と
い
う
も
の
は
、

大
隈
に
と
っ
て
得
意
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
多
く
の
場
数
を
こ
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
そ
の
弁
舌
力
を
演

説
・
講
演
に
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
伯
の
談
論
は
、
恰
も
美
目
の
如
く
、
古
酒
の
如
く
、
終
に
人
を
酔
は
し
め
ず
ん
ば

あ
ら
ざ
る
也
」「
恰
も
図
書
館
の
精
霊
が
、
マ
ー
チ
の
曲
に
つ
れ
て
、
伯
の
舌
頭
よ
り
踊
り
出
づ
る
か
の
感
を
人
に
与
ふか
」
と
評
さ
れ
る

ほ
ど
に
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
れ
を
支
え
た
の
は
、
一
報
に
お
け
る
大
隈
の
耳
学
問
と
、
他
方
に
お
け
る
読

書
の
力
が
存
在
し
て
い
た
。
実
際
大
隈
は
読
書
家
と
し
て
知
ら
れ
、
知
識
豊
富
さ
に
は
、
当
時
の
早
稲
田
大
学
の
学
者
で
す
ら
驚
く
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
し
か
も
大
隈
は
講
演
に
際
し
て
、
原
稿
を
手
に
持
っ
て
朗
読
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
そ
の
場
で

自
分
の
頭
で
考
え
て
自
分
の
言
葉
で
話
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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た
だ
し
、
大
隈
人
気
は
、
そ
の
よ
う
な
弁
論
の
内
容
だ
け
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

え
ば
、
大
隈
の
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
逸
話
も
残
っ
て
い
る
。

吾
輩
が
山
陰
道
を
旅
行
し
た
時
、
某
所
に
古
来
、
長
寿
を
保
つ
た
歴
史
上
の
人
物
の
名
と
年
歯
と
が
列
挙
し
て
、
貼
り
出
さ
れ
て
居
た
。
そ
れ
を
見

る
と
、
武
内
宿
禰
、
三
浦
大
輔
な
ど
が
載
つ
て
居
た
。
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
吾
輩
の
名
も
掲
げ
て
あ
つ
た
。
年
は
と
見
る
と
一
二
五
歳
と
な
つ
て

居
て
〔
中
略
〕
ま
あ
大
関
格
と
云
つ
た
具
合
だ
。
と
こ
ろ
が
、
其
処
で
、
吾
輩
が
演
説
す
る
と
、
其
地
方
の
も
の
は
番
付
に
よ
つ
て
吾
輩
が
、
既
に

一
二
五
歳
に
達
し
た
と
信
じ
て
し
ま
つ
た
。
大
隈
さ
ん
は
若
い
な
あ
と
云
つ
た
。
そ
れ
に
は
吾
輩
も
思
は
ず
噴
き
出
し
た
。
さ
て
吾
輩
の
演
説
が
す

む
と
、
長
寿
に
あ
や
か
り
た
い
と
云
ふ
の
で
、
我〔
マ
マ
〕輩

が
演
壇
に
飲
み
残
し
て
置
い
た
コ
ツ
プ
の
水
を
群
集
が
争
つ
て
、
飲
ま
う
と
す
る
の
を
見
て
、

吾
輩
も
大
に
驚
い
た
こ
と
が
あ
つ
たが
。

　

人
々
は
必
ず
し
も
、
大
隈
の
一
二
五
歳
説
を
正
確
に
理
解
し
た
上
で
大
隈
を
支
持
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す

る
よ
う
に
、
実
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
に
の
み
当
て
は
ま
る
問
題
で
は
な
い
。
前

節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
隈
は
自
ら
青
年
を
自
称
し
、
青
年
と
交
わ
る
こ
と
を
好
み
、
青
年
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
を
惜
し
ま

な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
青
年
の
側
が
そ
れ
で
は
文
明
運
動
の
内
容
を
理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
支
持
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
と
ば

か
り
は
言
え
な
い
側
面
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
す
る
た
め
に
、
二
人
の
青
年
が
大
隈
と
の
交
流
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う

な
感
慨
を
抱
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
や
や
長
く
な
る
が
、
史
料
を
引
用
し
て
み
た
い
。
最
初
に
早
稲
田
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
馬
場
恒

吾
が
、
在
学
中
に
、
政
治
雑
誌
を
出
そ
う
と
い
う
こ
と
で
大
隈
に
面
会
に
行
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
回
想
で
あ
る
。

　

僕
は
早
速
大
隈
さ
ん
に
面
会
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
会
っ
て
や
る
と
い
う
の
で
、
二
、
三
人
の
仲
間
と
会
い
に
行
っ
た
。
随
分
無
茶
な
話
で
、
大

隈
さ
ん
に
叱
ら
れ
る
か
も
知
れ
ん
と
思
っ
た
が
、
何
し
ろ
若
い
二
十
四
、
五
の
時
分
だ
。
大
隈
さ
ん
の
応
接
間
は
誰
で
も
客
を
通
す
と
い
う
の
で
、

僕
が
行
っ
た
と
き
に
も
成
瀬
仁
蔵
と
い
っ
て
日
本
女
子
大
の
創
立
者
で
あ
っ
た
人
や
、
そ
れ
か
ら
紳
士
ら
し
い
人
が
二
、
三
人
い
た
。
そ
こ
で
話
を
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し
よ
う
と
思
う
が
、大
隈
さ
ん
は
紳
士
連
中
と
ば
か
り
話
を
し
て
僕
ら
の
方
に
向
か
な
い
。で
ひ
ょ
っ
と
こ
ち
ら
を
む
い
た
と
き
に
、僕
は
口
を
切
っ

て
「
政
治
を
年
寄
に
委
せ
て
い
た
ら
碌
な
こ
と
は
な
い
か
ら
、
僕
ら
青
年
が
政
治
を
と
る
ん
だ
」
と
い
っ
た
ら
、「
そ
れ
で
ど
う
す
る
か
」
と
い
う

か
ら
、「
雑
誌
を
出
し
ま
す
」、「
用
件
は
」
と
聞
く
か
ら
、「
用
件
は
百
七
十
五
円
貸
し
て
下
さ
い
」
と
い
う
。「
そ
う
か
」
と
い
っ
た
ま
ま
、
成
瀬
〔
仁

蔵
〕
さ
ん
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
紳
士
に
向
っ
て
、
世
界
の
情
勢
が
ど
う
だ
と
か
こ
う
だ
と
か
政
治
上
の
話
を
し
て
い
る
。
そ
ん
な
話
を
聞
き
た
く
な

い
。
金
を
出
し
て
く
れ
る
の
か
、
く
れ
ん
の
か
そ
れ
を
聞
き
た
い
の
だ
が
、
大
隈
さ
ん
は
談
論
風
発
だ
か
ら
少
し
も
言
葉
を
挟
む
間
が
な
い
。
黙
っ

て
聞
い
て
い
て
ち
ょ
っ
と
話
が
途
切
れ
る
と
、「
伯
爵
」、「
話
は
考
え
て
お
く
」
そ
れ
か
ら
ま
た
世
界
の
情
勢
だ
。「
考
え
て
お
く
」
と
い
う
の
だ
か

ら
、
考
え
て
お
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
そ
れ
じ
ゃ
ま
た
、
と
僕
ら
は
引
退
っ
た
。

　

三
、
四
日
し
て
僕
は
幹
事
の
田
中
唯
一
郎
さ
ん
か
ら
、「
君
は
け
し
か
ら
ん
、
大
隈
伯
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
金
を
ね
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と

聞
か
れ
た
。「
ね
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
雑
誌
の
保
証
金
を
貸
し
て
も
ら
い
た
い
と
言
っ
た
だ
け
だ
」
と
答
え
る
と
、「
ま
あ
と
も
か
く
貸
す
そ
う
だ

か
ら
、
明
日
の
朝
行
け
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
め
た
と
思
っ
て
、
翌
日
二
、
三
人
の
学
生
と
一
緒
に
行
き
、
応
接
間
に
通
さ
れ
た
。
客
は

誰
も
来
て
い
な
か
っ
た
。
大
隈
さ
ん
が
杖
を
つ
い
て
こ
つ
こ
つ
出
て
く
る
の
を
見
る
と
、
片
手
に
金
を
持
っ
て
い
て
僕
に
渡
し
た
。
そ
し
て
「
そ
れ

を
落
と
し
ち
ゃ
駄
目
だ
ぞ
」
と
い
っ
た
。
僕
は
天
下
の
志
士
の
つ
も
り
で
行
っ
た
が
、
大
隈
さ
ん
か
ら
見
る
と
子
供
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
落
と
し

は
し
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
、
も
う
一
ぺ
ん
金
を
入
れ
た
帯
を
お
さ
え
て
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
礼
を
言
っ
て
帰
っ
て
き
た
。

　
〔
中
略
〕
そ
の
と
き
一
月
の
印
刷
代
が
何
部
か
で
三
十
五
円
か
か
っ
た
。
そ
の
金
が
出
な
い
。
僕
ら
の
と
き
に
は
郷
里
か
ら
お
ふ
く
ろ
が
折
角
送
っ

て
き
た
着
物
を
袖
も
通
さ
な
い
で
す
ぐ
質
屋
へ
持
っ
て
い
く
の
は
平
気
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
も
印
刷
代
が
払
え
な
い
。
そ
こ
で
今
は
な

い
が
、
錦
輝
館
と
い
う
大
き
な
場
所
で
演
説
会
を
開
き
、
大
隈
さ
ん
に
出
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
時
分
演
説
会
は
無
料
だ
っ
た
が
、
僕
ら
は
五
銭
取
っ

た
。
そ
れ
で
五
十
円
の
金
が
入
る
。
そ
れ
を
や
っ
た
と
こ
ろ
が
田
中
幹
事
に
ま
た
叱
ら
れ
た
。「
君
た
ち
は
大
隈
伯
を
つ
れ
て
き
て
、
演
説
会
を
開

い
て
金
を
も
う
け
る
ん
だ
」、「
い
や
金
を
も
う
け
る
の
で
は
な
い
、
印
刷
代
を
払
う
ん
だ
か
ら
悪
い
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
青
年
会
な
ど
を
つ
く
っ
て
学
生
時
代
は
大
分
活
動
し
た
の
だ
が
、
親
父
が
事
業
に
失
敗
し
た
た
め
、
僕
は
一
年
半
ば
か
り
で
早
稲
田
を
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よ
し
て
新
聞
記
者
に
な
っ
た
。
新
聞
記
者
を
十
年
も
や
っ
て
い
る
と
誰
で
も
生
意
気
に
な
り
、
人
を
喰
っ
た
気
に
な
る
。〔
中
略
〕
ち
ょ
う
ど
大
隈

侯
が
園
遊
会
を
開
い
た
の
で
久
し
ぶ
り
に
出
か
け
て
行
っ
た
。庭
園
へ
天
幕
を
張
っ
て
、千
人
く
ら
い
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、大
隈
さ
ん
が
テ
ー

ブ
ル
の
真
中
に
立
っ
て
演
説
を
し
た
。
始
め
は
い
わ
ゆ
る
天
下
国
家
を
論
じ
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
い
っ
た
か
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。
終

る
頃
に
な
っ
て
、
大
隈
さ
ん
が
声
を
落
し
て
い
わ
く
、「
諸
君
！
早
稲
田
を
出
た
人
ば
か
り
が
、
こ
う
い
う
風
に
多
数
集
っ
て
嬉
し
い
。
嬉
し
い
が
、

諸
君
に
一
つ
い
っ
て
聞
か
す
こ
と
が
あ
る
。
諸
君
は
節
を
曲
げ
て
は
い
か
ん
が
、
曲
げ
る
危
険
が
あ
る
と
き
に
曲
げ
な
く
て
す
む
秘
訣
を
伝
授
し
よ

う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
こ
う
だ
。
例
え
ば
百
円
月
給
を
と
っ
て
い
る
も
の
が
百
円
な
け
れ
ば
暮
さ
れ
ぬ
と
い
う
習
慣
を
つ
け
る
と
、

自
分
の
意
見
を
曲
げ
て
も
百
円
の
月
給
を
と
っ
て
お
り
た
い
と
思
う
。
ふ
だ
ん
か
ら
心
が
け
て
百
円
と
っ
て
い
て
も
四
十
円
、
三
十
円
で
も
暮
ら
し

て
見
せ
る
と
い
う
決
心
に
な
っ
て
お
れ
、
そ
れ
が
一
番
よ
い
方
法
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
僕
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
大
隈
さ
ん
は
わ
れ
わ
れ
が
相
当
の

紳
士
に
な
っ
て
も
、
や
は
り
子
供
の
よ
う
に
可
愛
い
ん
だ
な
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
隈
さ
ん
の
顔
を
知
っ
て
い
る
も
の
は
だ
ん
だ
ん
少
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
大
隈
さ
ん
と
い
う
人
は
強
い
人
に
向
か
っ
て
も
恐
れ
ず
、
弱
い
人
間

に
対
し
て
も
高
ぶ
ら
ず
、
天
上
天
下
皆
同
じ
よ
う
に
可
愛
い
が
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
本
当
の
民
主
主
義
者
だ
と
思
う
。
僕
は
大
隈
さ
ん
に
世
話
に

な
っ
た
し
（
そ
の
借
り
た
百
七
十
五
円
は
後
に
返
し
た
が
）、
今
で
も
尊
敬
し
て
い
るき
。

　

以
上
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
大
隈
の
世
界
情
勢
論
・
天
下
国
家
論
な
ど
の
談
話
に
、
馬
場
が
一
切
興
味
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
馬
場
は
、
大
隈
の
人
格
に
対
し
て
は
強
い
尊
敬
の
念
を
抱
き
、
一
人
の
強
力
な
大
隈
シ
ン
パ
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

次
に
、
東
京
帝
国
大
学
在
学
中
に
、
大
隈
と
関
わ
り
を
も
っ
た
鶴
見
祐
輔
の
回
想
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
『
や
、
よ
く
来
た
、
そ
こ
へ
座
れ
』

　

さ
う
言
っ
て
、
大
隈
侯
│
│
そ
の
時
分
は
大
隈
伯
で
あ
つ
た
│
│
は
、
大
き
い
安
楽
椅
子
の
上
か
ら
、
自
分
た
ち
に
、
手
で
合
図
さ
れ
た
。

　

自
分
は
、
紺
の
盲
縞
の
袴
、
を
無
造
作
に
穿
い
て
、
今
か
ら
思
ふ
と
│
│
垢
だ
ら
け
の
絣
木
綿
の
綿
入
に
、
同
じ
羽
織
、
一
高
式
に
腰
に
鼠
色
の
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手
拭
を
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
。〔
中
略
〕
一
高
の
弁
論
部
の
委
員
で
あ
つ
た
の
で
、
そ
の
翌
月
の
弁
論
部
大
会
に
、
大
隈
侯
の
演
説
を
頼
ま
う
、
と
い

ふ
の
で
、
か
う
し
て
打
揃
つ
て
や
つ
て
き
た
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕

　
『
抑
々
政
治
と
い
ふ
も
の
は
、
ぢ
や
』

　

と
老
侯
は
、
大
き
な
声
で
話
し
つ
ゞ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
部
屋
に
は
、
先
程
か
ら
、
一
人
の
中
年
の
洋
服
の
紳
士
が
、
椅
子
に
腰
を
下
ろ

し
て
、
対
談
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
何
ん
で
も
早
稲
田
派
の
代
議
士
で
あ
つ
た
。〔
中
略
〕
老
侯
は
、
段
々
こ
つ
ち
を
向
い
て
、
話
し
出
し
た
。
代

議
士
は
あ
れ
ど
も
、
無
き
が
ご
と
く
、
と
い
ふ
よ
り
は
、
こ
の
人
を
低
級
な
政
治
家
の
標
本
と
し
て
、
自
分
た
ち
を
戒
し
め
る
、
と
い
つ
た
風
の
話

し
つ
ぷ
り
で
あ
つ
た
。
な
ん
で
も
、
政
界
の
革
新
は
青
年
の
力
で
あ
る
、
と
い
つ
た
や
う
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
当
時
の
多
数
の
青
年
が
考
へ
て
ゐ
た

や
う
に
、
自
分
た
ち
は
、
衆
議
院
議
員
と
い
ふ
も
の
に
対
し
て
、
一
種
の
軽
侮
の
感
を
抱
い
て
ゐ
た
。
今
か
ら
言
へ
ば
、
大
そ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

自
分
た
ち
は
、
そ
の
代
議
士
を
、
大
そ
う
気
の
毒
な
人
の
や
う
な
感
じ
を
も
つ
て
見
て
ゐ
た
。
従
て
老
侯
の
政
界
革
新
論
は
、
あ
ま
り
深
い
感
慨
を
、

自
分
に
は
与
え
な
か
つ
た
。
兎
に
角
、
そ
の
日
は
一
高
の
演
説
だ
け
承
知
し
て
貰
つ
て
、
晩
春
の
お
庭
を
拝
見
し
て
帰
つ
た
。

　
〔
中
略
〕
ワ
イ
ル
博
士
を
つ
れ
て
、
自
分
は
あ
る
春
の
日
の
午
後
、
隈
侯
を
ま
た
早
稲
田
邸
に
訪
れ
た
。
そ
の
時
は
全
く
驚
い
た
。〔
中
略
〕
老
侯

は
、
ワ
イ
ル
君
を
捕
ま
へ
て
、
米
国
政
治
史
の
講
義
を
始
め
た
。

　
『
抑
々
、
米
国
建
国
の
事
情
は
、
ぢ
や
』

　

さ
う
言
ひ
つ
ゝ
、
侯
は
度
々
手
を
高
く
さ
し
あ
げ
て
、
大
き
な
ヂ
ェ
ス
チ
ュ
ア
ー
を
し
た
り
な
ど
し
た
。〔
中
略
〕
大
き
い
額
、
殆
ど
毛
の
な
い

丸
く
高
い
頭
、
光
沢
の
よ
い
顔
、
高
い
顴
骨
、
秀
で
た
鼻
、
日
本
人
に
は
珍
し
く
大
き
い
口
、
厚
い
唇
、
さ
う
し
て
、
間
断
な
く
笑
つ
て
ゐ
る
や
う

な
、
愛
嬌
の
あ
る
眼
。
と
も
す
る
と
、
満
顔
に
崩
れ
る
笑
ひ
。
そ
の
一
切
が
、
開
放
的
な
、
朗
ら
か
な
そ
の
人
の
性
格
を
、
如
実
に
現
し
て
ゐ
た
。

　

ワ
イ
ル
君
は
、
自
分
の
方
か
ら
質
問
を
出
す
余
地
も
な
い
程
、
米
国
史
の
講
釈
を
聞
か
さ
れ
て
、
何
ん
と
も
仕
様
が
な
い
の
で
、

　
『
成
程
、
成
程
』

と
い
つ
て
、
お
し
ま
ひ
に
は

　
『
そ
れ
は
新
し
い
お
話
を
伺
ひ
ま
し
た
』
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な
ど
と
言
つ
た
。

　

い
つ
ま
で
経
つ
て
も
話
が
尽
き
な
い
の
で
、
次
の
約
束
を
気
に
し
な
が
ら
、
ワ
イ
ル
君
が
無
理
に
立
ち
上
が
つ
た
。
そ
れ
で
も
、
老
侯
は
ま
だ
話

を
や
め
な
か
つ
た
。
自
分
を
捕
ま
へ
て
、
も
つ
と
米
国
史
の
講
義
を
し
た
い
ら
し
か
つ
た
。

　

通
訳
の
関
係
上
、
自
分
が
一
番
屡
々
会
つ
た
の
は
、
山
県
公
で
あ
つ
た
。
大
隈
侯
に
は
、
身
近
く
お
眼
に
掛
か
つ
た
の
は
、
こ
の
二
度
だ
け
で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
公
会
の
席
で
遠
く
か
ら
見
た
の
は
、
隈
侯
が
一
番
多
か
つ
た
。

　

自
分
は
性
格
上
、
一
番
隈
侯
に
牽
か
れ
た
。

　

そ
の
剛
毅
な
、
男
性
的
な
、
開
放
的
な
、
そ
し
て
、
一
種
の
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
老
侯
の
資
質
は
、
日
本
政
治
史
中
の
逸
品
で
あ
る
と
思
ふ
。
最

後
の
大
隈
内
閣
の
首
相
と
し
て
の
老
侯
に
は
、
自
分
は
感
服
し
な
か
つ
た
。
建
設
的
政
治
家
と
し
て
の
侯
は
、
伊
公
や
山
公
に
較
べ
て
は
、
事
績
の

跡
が
及
ば
な
い
や
う
に
思
ふ
。
そ
れ
に
も
関
は
ら
ず
、
大
隈
侯
の
姿
は
、
随
分
長
い
間
、
日
本
国
民
の
脳
裏
に
残
る
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
ま
た
外
国

人
の
う
ち
に
落
と
し
た
、
そ
の
大
き
い
投
影
は
、
仲
々
消
え
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
大
隈
侯
は
、
英
国
の
チ
ェ
ム
バ
ー
レ
ン
や
、
米
国
の
ロ
ー

ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
同
じ
く
、
そ
の
事
業
よ
り
も
、
そ
の
思
想
よ
り
も
、
そ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
つ
て
残
る
人
だ
か
ら
で
あ
る
。〔
中
略
〕
隈
侯
は

首
相
た
ら
ず
、
政
党
の
首
領
た
ら
ず
と
も
、
大
き
い
影
を
日
本
国
民
に
投
じ
て
死
な
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
そ
れ
は
、
隈
侯
は
、
山
公
よ
り
も
、
伊
公

よ
り
も
、
お
も
し
ろ
い
人
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
珍
し
い
人
間
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
ゆ
ゑ
に
、
首
相
を
罷
め
て
か
ら
、
隈
侯
は
大
き
く

光
つ
て
い
つ
た
。
日
本
国
民
史
上
の
第
一
の
大
浪
人
と
し
て
、
彼
は
輝
い
て
ゐ
た
。
そ
の
晩
年
は
、
秋
の
日
が
、
地
平
線
上
に
落
ち
て
ゆ
く
や
う
に
、

死
に
近
づ
く
と
共
に
、
次
第
に
大
き
く
光
つ
て
い
つ
た
。
あ
る
偉
大
さ
を
、
我
々
は
そ
の
う
ち
に
看
取
し
たぎ
。

　

鶴
見
祐
輔
の
場
合
も
ま
た
、
演
説
内
容
や
そ
の
主
張
よ
り
も
、
大
隈
の
人
格
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
隈
び
い
き
の

立
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
明
る
く
、
開
放
的
で
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
人
格
こ
そ
が
、
当
時
の
人
々
を
最

も
惹
き
つ
け
た
大
隈
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
限
り
な
き
理
想
を
説
く
「
東
西
文
明
の
調
和
」
論
も
、
ま
た
明
る
く
前
を
向
く
よ
う
に
説
い
た

「
人
生
一
二
五
歳
説
」
も
、
こ
う
し
た
人
格
と
結
び
つ
い
て
、
初
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
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く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、
大
隈
重
信
の
「
文
明
運
動
」
と
「
人
生
一
二
五
歳
説
」
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
大
隈
の
政
界
復
帰

に
際
し
て
の
国
民
的
人
気
の
醸
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
論
じ
る
と
と
も
に
、
今
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
お
け
る
大
隈
の

活
動
の
あ
り
方
を
よ
り
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
る
と
述
べ
た
。
た
だ
し
、
特
に
最
後
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
隈
の
所
論

の
内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
格
的
要
素
が
、
大
隈
人
気
を
醸
成
す
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
大
隈
人
気
が
そ
う
し
た
人
格
的
要
素
に
依
拠
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
当
然
、
大
隈
重
信
と
い
う
個
人
が
没
し
、

大
隈
の
人
格
を
信
奉
す
る
者
た
ち
が
い
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
大
隈
に
対
す
る
関
心
は
次
第
に
薄
れ
、
研
究
の
対
象
か
ら
外
れ
て
い
く
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
福
沢
諭
吉
を
想
起
し
て
み
る
と
よ
い
。
福
沢
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
早
稲
田
と
並
び
称
さ
れ
る
私
学
で
あ
る
慶
応
義
塾
の
創
設

者
で
あ
り
、
か
つ
同
時
代
に
お
い
て
は
絶
大
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
者
と
し
て
『
学
問
の
す
す
め
』
を
は

じ
め
と
す
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
世
に
送
り
出
し
、
そ
の
著
述
の
内
容
に
よ
っ
て
人
々
を
惹
き
つ
け
て
い
た
福
沢
諭
吉
は
、
そ
の
没
後
に
お

い
て
も
、
書
籍
は
死
な
ず
、
そ
の
書
籍
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
の
関
心
を
惹
き
つ
け
続
け
、
そ
の
結
果
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
福
沢
研
究

は
極
め
て
盛
ん
に
行
わ
れ
続
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
で
も
度
々
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
隈
に
関
し
て
は
い
ま
だ
手
つ
か
ず
の
研

究
領
域
が
多
数
存
在
す
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
没
後
も
書
物
が
生
き
続
け
る
学
者
・
福
沢
と
、「
そ
の
事
業
よ
り
も
、
そ
の
思
想
よ
り
も
、

そ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
つ
て
」
人
々
を
惹
き
つ
け
て
い
た
大
隈
の
違
い
が
存
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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大
隈
の
影
響
力
が
単
に
言
論
の
内
容
に
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
幅
広
い
人
格
的
要
素
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
研

究
す
る
側
に
も
、
単
に
言
論
内
容
を
分
析
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
手
法
が
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
政
治
家
・
教
育
者
・
文
明
運
動
家

な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
顔
を
も
つ
大
隈
を
論
じ
る
上
で
は
、
そ
う
し
た
多
面
性
に
、
さ
ら
に
人
格
的
要
素
を
加
味
し
た
立
体
的
な
分
析
が
要

求
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
立
体
的
分
析
は
一
朝
一
夕
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
、
個
別
の
学
会
・
協
会
や
、
特
定

の
時
期
に
お
け
る
大
隈
の
活
動
や
発
言
な
ど
を
細
か
く
分
析
し
て
い
き
、
そ
の
弛
み
な
き
積
み
重
ね
の
上
に
、
初
め
て
大
隈
の
総
合
的
な

姿
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
は
、
今
後
の
大
隈
研
究
に
対
す
る
問
題
提
起
に
と
ど
ま
る
も
の
で
し
か
な
い
。
今

後
、
大
隈
研
究
が
再
び
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
、
筆
者
も
微
力
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
大
隈
の
文
明
運
動
に
取
り

掛
か
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註（
１

） 

『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
の
編
纂
過
程
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て

は
、
真
辺
将
之
「『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
編
纂
過
程
と
そ
の
特
質
」

（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
七
│
四
）
を
参
照
。

ま
た
こ
れ
ま
で
の
大
隈
研
究
・
評
伝
に
つ
い
て
は
、
中
村
尚
美
「
大

隈
研
究
の
回
顧
と
現
況
」（
早
稲
田
大
学
大
学
史
編
集
所
編
『
大
隈

重
信
と
そ
の
時
代
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
九
年
）、
佐
藤

能
丸
「
大
隈
重
信
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」（『
早
稲
田
大
学
史

記
要
』
二
七
、
一
九
九
五
年
七
月
）、
お
よ
び
五
百
旗
頭
薫
「
大
隈

重
信
」（
御
厨
貴
監
修
『
歴
代
総
理
大
臣
伝
記
叢
書
』
別
巻
、
ゆ
ま

に
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
２

） 

渡
辺
幾
治
郎
『
文
書
よ
り
観
た
る
大
隈
重
信
侯
』（
早
稲
田
大
学

出
版
部
、
一
九
三
二
年
）、
同
『
大
隈
重
信
』（
時
事
通
信
社
、
一
九

五
二
年
）
な
ど
。

（
３

） 

中
村
尚
美
『
大
隈
財
政
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
一
九
六
八
年
）。

（
４

） 

五
百
旗
頭
薫
『
大
隈
重
信
と
政
党
政
治
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
三
年
）。

（
５

） 

木
下
恵
太
「
第
十
六
・
十
七
議
会
期
に
お
け
る
憲
政
本
党
」（『
早

稲
田
政
治
公
法
研
究
』
五
一
、
一
九
九
六
年
四
月
）、
同
「「
民
党
連

合
」
形
成
期
に
お
け
る
憲
政
本
党
」（『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』
五

三
・
五
六
、
一
九
九
六
年
一
二
月
・
一
九
九
七
年
一
二
月
）、
同
「
日

露
戦
後
の
憲
政
本
党
と
「
旗
幟
変
更
」」（
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
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政
治
学
一
九
九
八
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
第
二
次

大
隈
内
閣
の
財
政
構
想
│
「
絶
対
的
非
募
債
」
政
策
を
中
心
に
」

（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
三
一
、
一
九
九
九
年
七
月
）、
同
「
政
友

会
成
立
期
に
お
け
る
大
隈
重
信
と
憲
政
本
党
」（『
早
稲
田
大
学
史
記

要
』
三
五
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
）、
同
「
日
露
戦
後
に
お
け
る
大

隈
重
信
と
憲
政
本
党
」（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
三
六
、
二
〇
〇
四

年
一
二
月
）。

（
６

） 

大
隈
重
信
「
憲
政
本
党
に
別
を
告
ぐ
」（
大
隈
重
信
『
高
遠
の
理

想
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
一
五
年
）
六
八
九
頁
。

（
７

） 

木
下
恵
太
「
日
露
戦
後
の
憲
政
本
党
と
「
旗
幟
変
更
」」、
同
「
日

露
戦
後
に
お
け
る
大
隈
重
信
と
憲
政
本
党
」（『
早
稲
田
大
学
史
記

要
』
三
六
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）。

（
８

） 

「
憲
政
本
党
に
別
を
告
ぐ
」
六
八
九
頁
。

（
９

） 

八
面
玲
瓏
生
「
我
邦
現
時
の
四
大
政
治
家
」（『
太
陽
』
三
│
四
、

一
八
九
七
年
二
月
）。
な
お
大
隈
以
外
に
は
伊
藤
博
文
、
松
方
正
義
、

板
垣
退
助
が
含
ま
れ
る
。

（
10
） 

『
青
年
界
』
二
│
三
口
絵
、
一
九
〇
三
年
二
月
。

（
11
） 

黒
頭
巾
「
現
代
人
物
競
べ
（
一
）」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
七
年

九
月
五
日
）。

（
12
） 

こ
の
時
の
選
挙
戦
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
能
丸
「
大
隈
伯
後
援
会
に

関
す
る
一
考
察
」（
日
本
史
攷
究
会
編
『
日
本
史
攷
究
』、
文
献
出
版
、

一
九
八
一
年
）、
お
よ
び
季
武
嘉
也
「
第
一
二
回
総
選
挙
と
憲
政
会

の
誕
生
」（『
大
正
期
の
政
治
構
造
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）。

（
13
） 

大
隈
重
信
「
日
本
の
文
明
」（『
教
育
時
論
』
七
八
二
、
一
九
〇
七

年
一
月
）
五
頁
。

（
14
） 

大
隈
重
信
「
日
本
の
文
明
」
七
頁
。

（
15
） 

『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
二
（
大
隈
侯
八
十
五
年
史
編
纂
会
、
一

九
二
六
年
）
六
五
一
頁
。

（
16
） 

副
島
八
十
六
編
『
開
国
五
十
年
史
』
下
（
開
国
五
十
年
史
発
行
所
、

一
九
〇
八
年
）
一
〇
五
七
頁
。

（
17
） 

『
開
国
五
十
年
史
』
下
、
一
〇
五
七
頁
。

（
18
） 

大
隈
重
信
『
国
民
読
本
』（
丁
未
出
版
社
・
宝
文
館
、
一
九
一
〇
年
）

一
頁
。

（
19
） 

大
隈
家
編
輯
局
編
『
国
民
教
育
東
京
講
演
』（
丁
未
出
版
社
、
一

九
一
一
年
）。

（
20
） 

「
大
隈
伯
の
青
年
講
習
録
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
二
年
四
月
二

五
日
）。

（
21
） 

「
大
日
本
青
年
修
養
団
の
設
立
」（『
早
稲
田
学
報
』
二
五
三
、
一

九
一
六
年
三
月
）。

（
22
） 

「
憲
政
本
党
に
別
を
告
ぐ
」
六
九
〇
頁
。

（
23
） 

大
隈
重
信
「
党
弊
刷
新
の
必
要
愈
急
也
」（『
大
勢
を
達
観
せ
よ
』、

帝
国
講
学
会
、
一
九
二
二
年
）
八
六
頁
。

（
24
） 

大
里
浩
秋
「
同
仁
会
と
『
同
仁
』」（『
人
文
学
研
究
所
報
』
三
九
、

二
〇
〇
六
年
三
月
）、
丁
蕾
「
近
代
日
本
の
対
中
医
療
・
文
化
活
動

│
同
仁
会
研
究
」（『
日
本
医
史
学
雑
誌
』
四
五
│
四
〜
四
六
│
二
、

一
九
九
九
年
一
二
月
〜
二
〇
〇
〇
年
六
月
）。

（
25
） 

三
省
堂
百
年
記
念
事
業
委
員
会
編
『
三
省
堂
の
百
年
』（
三
省
堂
、

一
九
八
二
年
）。
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（
26
） 

文
明
協
会
編
『
財
団
法
人
文
明
協
会
三
十
年
誌
』（
一
九
三
八
年
、

文
明
協
会
）
九
頁
。

（
27
） 
佐
藤
能
丸
「
大
日
本
文
明
協
会
試
論
」（『
近
代
日
本
と
早
稲
田
大

学
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
）。

（
28
） 

内
田
満
「「
文
明
協
会
叢
書
」
の
世
界
」（『
早
稲
田
政
治
学
史
研

究
』、
二
〇
〇
七
年
、
東
信
堂
）

（
29
） 

「
三
面
時
事
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
九
年
七
月
二
二
日
）。

（
30
） 

「
南
極
探
検
隊
送
別
会
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
一
〇
年
一
一
月
二

七
日
）。

（
31
） 

「
大
隈
伯
の
談
」（『
自
動
車
』
一
│
九
、
一
九
一
三
年
九
月
）
五
頁
。

（
32
） 

「
自
働
車
と
名
士
」（『
グ
ラ
ヒ
ッ
ク
』
自
働
車
号
、
一
九
一
一
年

三
月
）
五
頁
。

（
33
） 

『
値
段
の
明
治
大
正
昭
和
風
俗
史
』
上
（
朝
日
新
聞
社
、
一
八
九

七
年
）
五
七
一
頁
。
一
九
〇
六
年
の
数
字
。

（
34
） 

「
大
隈
伯
の
自
動
車
試
乗
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
六
年
一
二
月

八
日
）。

（
35
） 

大
隈
重
信
『
青
年
訓
話
』（
丸
山
舎
書
籍
部
、
一
九
一
一
年
）
二

二
〜
二
三
頁
。

（
36
） 

市
島
謙
吉
『
大
隈
侯
一
言
一
行
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九

二
二
年
）
三
四
六
頁
。

（
37
） 

大
隈
重
信
『
大
隈
伯
演
説
集
高
遠
の
理
想
』（
早
稲
田
大
学
出
版

部
、
一
九
一
五
年
）
四
九
〇
〜
四
九
一
頁
。

（
38
） 

大
隈
重
信
『
経
世
論
』（
冨
山
房
、
一
九
一
二
年
）
二
四
六
頁
。

（
39
） 

大
隈
重
信
『
大
隈
伯
演
説
集
高
遠
の
理
想
』
四
九
八
頁
。

（
40
） 

大
隈
重
信
『
経
世
論
続
編
』（
冨
山
房
、
一
九
一
三
年
）
三
五
六

頁
。

（
41
） 

帝
国
軍
人
後
援
会
編
『
社
団
法
人
帝
国
軍
人
後
援
会
史
』（
帝
国

軍
人
後
援
会
、
一
九
四
〇
年
）。

（
42
） 

『
近
代
日
本
「
平
和
運
動
」
資
料
集
成
』
全
五
巻
付
録
一
別
冊
一

（
不
二
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
43
） 

岡
田
靖
雄
「
大
隈
重
信
と
日
本
の
精
神
衛
生
運
動
」（『
日
本
医
史

学
雑
誌
』
五
四
│
一
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
44
） 

『
日
本
の
精
神
保
険
運
動
の
歩
み
』（
日
本
精
神
衛
生
会
、
二
〇
〇

二
年
）
六
三
頁
。

（
45
） 

「
婦
人
出
獄
人
保
護
所
設
置
に
就
て
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
〇
二

年
一
一
月
三
日
）。

（
46
） 

沢
田
和
彦
「
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
・
ピ
ウ
ス
ツ
キ
の
観
た
日
本
」（『
ス

ラ
ヴ
研
究
』
四
三
、
一
九
九
六
年
）。

（
47
） 

「
諸
名
士
の
見
た
る
大
隈
侯
」（『
実
業
之
世
界
』
一
九
│
二
、
一

九
二
二
年
二
月
）
三
頁
。

（
48
） 

徳
富
蘇
峰
「
代
弁
者
を
失
へ
る
日
本
」（『
大
観
』
五
│
二
、
一
九

二
二
年
二
月
）
九
頁
。

（
49
） Labour Party (G

reat B
ritain) E

xecutive C
om

m
ittee 

L
abour and the N

ew
 Social O

rder; a R
eport on R

econ-
struction (London: Labour Party 1918) pp.3.

（
50
） 
「
百
歳
の
寿
」（『
万
朝
報
』
一
九
〇
六
年
八
月
二
四
日
）。

（
51
） 
横
山
健
堂
『
伯
大
隈
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
一
五
年
）
一
六

九
頁
。
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（
52
） 

久
米
邦
武
「
維
新
前
の
大
隈
伯
」（
同
『
時
勢
と
英
雄
』、
広
文
堂
、

一
九
一
五
年
）。

（
53
） 
百
歳
会
編
『
人
寿
百
歳
以
上
』（
真
人
社
、
一
九
一
五
年
）。

（
54
） 
『
伯
大
隈
』
一
六
九
頁
に
は
、
大
隈
は
一
二
五
歳
説
を
打
ち
立
て

る
に
際
し
、
内
閣
統
計
局
で
世
界
各
国
の
長
寿
者
の
統
計
を
調
査
し

た
と
あ
る
。

（
55
） 

『
人
寿
百
歳
以
上
』
一
一
六
頁
。

（
56
） 

『
人
寿
百
歳
以
上
』
二
九
頁
。

（
57
） 

『
早
稲
田
清
話
』（
冬
夏
社
、
一
九
二
二
年
）
七
頁
。

（
58
） 

『
人
寿
百
歳
以
上
』
四
五
頁
。

（
59
） 

市
島
謙
吉
『
大
隈
侯
一
言
一
行
』
一
四
四
〜
一
四
五
頁
。

（
60
） 

『
人
寿
百
歳
以
上
』
四
六
〜
四
七
頁
。

（
61
） 

『
人
寿
百
歳
以
上
』
一
八
頁
。

（
62
） 

大
隈
重
信
『
早
稲
田
清
話
』（
冬
夏
社
、
一
九
二
二
年
）
一
四
五
頁
。

（
63
） 

有
馬
学
『「
国
際
化
」
の
中
の
帝
国
日
本
』（
中
央
公
論
者
、
一
九

九
九
年
）
五
七
頁
。

（
64
） 

『
伯
大
隈
』
一
五
七
頁
。

（
65
） 

指
原
安
三
編
『
明
治
政
史
』（『
明
治
文
化
全
集
正
史
篇
』
下
、
日

本
評
論
社
、
一
九
二
八
年
）
四
一
五
頁
。

（
66
） 

『
伯
大
隈
』
三
五
八
〜
三
五
九
頁
。

（
67
） 

『
伯
大
隈
』
一
一
六
頁
。

（
68
） 

『
大
隈
侯
一
言
一
行
』
三
三
七
〜
三
三
九
頁
。
同
様
の
談
話
は
『
人

寿
百
歳
以
上
』
四
一
頁
に
も
あ
る
。

（
69
） 

馬
場
恒
吾
『
自
伝
点
描
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九
年
）
三
五

〜
三
八
頁
。

（
70
） 

鶴
見
祐
輔
『
壇
上
紙
上
街
上
の
人
』（
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、

一
九
二
六
年
）
四
八
七
│
四
九
三
頁
。

〔
付
記
〕 　

本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
度
佐
賀
市
大
隈
祭
で
の
講
演
「
大
隈
重

信
の
文
明
運
動
と
人
生
一
二
五
歳
説
」
の
原
稿
に
加
筆
・
修
正
を

加
え
て
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
稿
は
、
日
本
学
術
振

興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号
二
三
七
二
〇
三
三
〇
）
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


