
佐
藤
春
夫
と
一
九
一
〇
年
代
（
二
）

―
―
ニ
ー
チ
ェ
・
鷗
外
・
大
石
誠
之
助
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
―
―

石

﨑

等

五
、
鷗
外
の
『
阿
部
一
族
』

『
意
地
』
は
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
、
籾
山
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ

た
森
鷗
外
の
作
品
集
で
、『
興
津
彌
五
右
衛
門
の
遺
書
』『
阿
部
一
族
』『
佐

橋
甚
五
郎
』
の
三
篇
を
収
め
る
。
鷗
外
が
明
治
天
皇
の
死
と
乃
木
希
典
殉
死

の
あ
と
、
新
た
に
鍬
を
入
れ
始
め
た
歴
史
小
説
と
い
う
文
学
領
域
で
あ
る
。

評
論
『
新
ら
し
き
歴
史
小
説
の
先
駆
「
意
地
」
を
読
む
』
を
考
察
す
る
前

に
、
佐
藤
春
夫
が
主
と
し
て
論
じ
た
『
阿
部
一
族
』（
一
九
一
三
・
一
『
中

央
公
論
』）
に
つ
い
て
最
低
限
の
概
観
を
示
し
て
お
き
た（
７
）い。

『
阿
部
一
族
』
は
『
阿
部
茶
事
談
』
や
『
忠
興
公
御
以
来
御
三
代
殉
死
之

面
々
抜
写
』
と
い
う
史
実
を
典
拠
に
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
と
史
料
を
め
ぐ

る
詳
細
な
考
察
と
論
議
は
か
な
り
の
数
に
上
る
し
、
そ
の
問
題
点
も
整
理
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
佐
藤
の
評
論
を
検
討
す
る
に
際
し
、
そ
れ
ら
は
さ
し
あ

た
っ
て
必
要
が
な
い
。

『
阿
部
一
族
』
の
全
文
は
一
三
の
部
分
に
分
か
れ
、
前
半
五
つ
の
パ
ラ
グ

ラ
フ
に
は
、
熊
本
の
細
川
藩
主
忠
利
の
死
と
そ
の
葬
儀
、
細
川
一
族
の
履
歴
、

寵
愛
し
た
二
羽
の
鷹
の
殉
死
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
殉
死
者
の
こ
と
が
描
か
れ
て

い
る
。
中
で
も
君
の
恩
顧
を
受
け
て
そ
れ
に
報
い
た
一
七
歳
の
内
藤
長
十
郎

元
継
の
死
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
殉
死
を
許
さ
れ
た
老
若
の
家
臣
一

七
名
の
事
蹟
が
紹
介
さ
れ
、
犬
牽
き
の
津
崎
五
助
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ

れ
る
。
鷹
や
犬
の
超
自
然
的
な
殉
死
は
忠
利
の
高
徳
と
人
望
を
強
調
す
る
た

め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

鷗
外
の
筆
は
、
殉
死
の
歴
史
的
意
義
、
嫡
子
光
尚
へ
の
新
た
な
〈
忠
義
〉、

殉
死
を
許
す
こ
と
が
家
臣
へ
の
〈
慈
悲
〉
な
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
〈
報

謝
と
賠
償
〉
な
ど
に
つ
い
て
、
作
者
の
感
想
と
も
忠
利
や
長
十
郎
の
内
面
心

理
と
も
と
れ
る
描
写
に
及
ん
で
い
る
。
こ
こ
ま
で
は
阿
部
一
族
の
悲
劇
へ
の

序
幕
で
あ
り
背
景
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

第
六
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
以
降
は
、
殉
死
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
阿
部
彌
一
右
衛

門
を
当
主
と
す
る
阿
部
一
族
の
〈
意
地
〉
が
テ
ー
マ
と
な
り
、
彌
一
右
衛
門

の
「
人
と
親
み
難
い
処
」
を
も
つ
性
格
ゆ
え
に
、
忠
利
―
光
尚
は
お
ろ
か
藩

内
に
お
い
て
も
人
間
関
係
の
齟
齬
と
誤
解
と
を
増
幅
さ
せ
、
そ
れ
が
拡
大
し

て
や
が
て
悲
劇
へ
と
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

家
臣
同
士
の
熾
烈
な
競
争
意
識
は
時
に
武
家
社
会
に
危
機
と
亀
裂
を
も
た
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ら
す
。
主
君
の
死
や
殉
死
は
あ
ら
ぬ
嫉
妬
と
中
傷
を
肥
大
化
さ
せ
、
そ
こ
に

〈
意
地
〉
か
ら
く
る
悲
劇
へ
の
転
落
が
生
じ
る
。
傍
輩
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言

葉
が
疑
心
暗
鬼
を
生
み
人
間
の
運
命
に
不
安
定
を
も
た
ら
す
。
発
端
は
主
君

か
ら
許
し
の
な
い
追
腹
を
実
行
し
た
彌
一
右
衛
門
で
あ
り
、
こ
の
と
き
跡
目

処
分
は
林
外
記
の
思
惑
で
他
家
と
は
違
う
一
段
下
の
扱
い
を
さ
れ
た
も
の

の
、
彌
一
右
衛
門
も
一
九
番
目
の
殉
死
者
と
し
て
正
式
に
霊
屋
の
そ
ば
に
埋

葬
さ
れ
知
行
一
五
〇
〇
石
の
存
続
は
許
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
処
分
は
な
ぜ

か
長
男
権
兵
衛
へ
の
継
承
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
、
二
人
の
弟
と
五
人
の

子
供
た
ち
へ
の
分
割
譲
与
で
あ
っ
た
。
本
家
を
継
い
だ
権
兵
衛
は
小
身
者
と

し
て
格
下
げ
に
遭
っ
て
し
ま
う
。
追
腹
と
い
う
殉
死
を
め
ぐ
っ
て
、
藩
内
に

生
じ
た
波
紋
、
つ
ま
り
阿
部
家
へ
の
侮
蔑
の
念
は
消
え
る
こ
と
な
く
、
権
兵

衛
以
下
、
彌
五
兵
衛
・
市
太
夫
・
五
太
夫
・
七
之
丞
と
い
う
五
人
の
子
供
た

ち
は
怏
々
と
楽
し
ま
ぬ
日
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
阿
部
家
の
悲
運
は
親
の
血

を
継
い
だ
権
兵
衛
の
〈
意
地
〉
に
よ
っ
て
急
転
す
る
。
向
陽
院
で
催
さ
れ
た

先
君
忠
利
の
一
周
忌
の
法
会
の
墓
前
で
、
彼
は
髻
を
切
っ
て
武
士
廃
業
の
意

志
を
示
し
た
た
め
に
君
主
光
尚
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
、
死
を
賜
っ
た
こ
と

か
ら
そ
の
溝
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
当
主
が
切
腹
と
い
う
武
士
ら
し
い

処
分
で
は
な
く
犯
罪
者
扱
い
の
縛
首
と
い
う
屈
辱
に
遭
っ
た
限
り
、
一
族
郎

党
は
家
に
立
て
籠
も
り
死
へ
の
道
を
選
ぶ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
政
道

は
そ
れ
を
〈
逆
賊
〉
と
み
な
し
討
手
を
組
織
し
壊
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
誰

を
討
手
の
大
将
に
す
る
か
。
選
ば
れ
た
竹
内
数
馬
に
も
林
外
記
と
の
不
和
確

執
が
か
ら
ん
で
い
る
。
数
馬
は
着
せ
ら
れ
た
汚
名
を
雪
ぐ
べ
く
即
時
に
討
ち

死
を
決
意
す
る
。
こ
こ
に
は
〈
死
に
急
ぎ
〉
と
も
い
う
べ
き
別
の
〈
意
地
〉

の
か
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。阿
部
一
族
だ
け
で
な
く
、主
君
の
不
興
を
買
っ

た
り
棄
て
ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
〈
忠
義
〉
の
精
神
構
造
に
関
心
の

眼
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鷗
外
は
数
馬
の
心
境
を
「
妻
子
に
は
阿

部
の
討
手
を
仰
せ
附
け
ら
れ
た
丈
手
短
に
言
ひ
聞
せ
て
、
一
人
ひ
た
す
ら
支

度
を
急
い
だ
。
殉
死
し
た
人
達
は
皆
安�

堵�

し�

て�

死�

に�

就�

く�

と
云
ふ
心
持
で
ゐ

た
の
に
、
数
馬
が
心
持
は
苦�

痛�

を�

逃�

れ�

る�

た�

め�

に�

死�

に�

急�

ぐ�

の
で
あ
る
。」

（
傍
点
引
用
者
）
と
書
い
て
い
る
。
妻
は
排
除
さ
れ
、
男
の
〈
意
地
〉
を
あ

く
ま
で
も
貫
こ
う
と
す
る
情
念
だ
け
が
突
出
し
て
い
る
。

阿
部
権
兵
衛
に
し
て
も
竹
内
数
馬
に
し
て
も
、
主
君
の
側
近
で
あ
る
奸
物

林
外
記
へ
と
非
難
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
不
思
議
さ
が
あ
る
。
反
逆

は
〈
忠
義
〉
や
〈
意
地
〉
の
範
疇
で
行
わ
れ
、
武
家
社
会
や
藩
の
外
へ
の
通

路
を
も
た
な
い
。
阿
部
彌
一
右
衛
門
の
切
腹
は
「
安
堵
し
て
死
に
就
く
」
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
息
子
権
兵
衛
の
処
刑
は
無
念
の
一
言
に
尽
き
る
だ
ろ

う
。
ま
た
数
馬
の
〈
死
に
急
ぎ
〉
の
情
念
は
林
外
記
に
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と

よ
り
も
〈
殿
様
に
棄
て
ら
れ
た
〉
と
い
う
絶
望
的
な
気
持
ち
か
ら
き
て
い

る
。
不
思
議
な
〈
忠
義
〉
の
誠
心
で
あ
り
、〈
意
地
〉
の
精
神
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
阿
部
家
の
隣
に
住
み
親
し
く
往
来
し
て
い
た
柄
本
又
七

郎
は
、
主
君
か
ら
の
「
火
の
用
心
を
せ
い
、
手
出
し
を
す
る
な
」
と
い
う
沙

汰
を
無
視
し
、〈
情
は
情
、
義
は
義
〉
と
割
り
切
り
、〈
己
に
は
せ
ん
や
う
が
有

る
〉
と
決
心
し
て
、
討
手
の
一
員
で
も
な
い
の
に
槍
を
持
っ
て
阿
部
家
に
乗

り
込
み
、
彌
五
兵
衛
に
深
手
を
負
わ
せ
、
後
に
美
談
と
し
て
主
君
か
ら
厚
遇

さ
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

も
ま
た
〈
忠
義
〉
の
一
例
で
あ
る
が
、
阿
部
一
族
の
悲
劇
を
相
対
化
す
る
か

の
よ
う
に
付
け
加
え
ら
れ
た
柄
本
又
七
郎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ど
う
解
釈
す
べ

き
か
、
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
高
橋
義
孝
は
「
理
非
曲
直
を
問

お
う
と
せ
ぬ
意
地
を
貫
き
通
す
人
間
の
姿
」
を
認
め
「
鷗
外
に
は
、
そ
う
い

う
非
情
刻
薄
の
世
界
を
深
く
愛
し
て
い
た
気
配
が
あ（
８
）る」
と
す
る
。〈
非
情
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刻
薄
の
世
界
〉
云
々
は
さ
て
お
き
、
柄
本
又
七
郎
の
行
為
に
〈
理
非
曲
直
を

問
お
う
と
せ
ぬ
意
地
〉
が
あ
る
と
す
る
見
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
鷗
外
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
の
点
に
関
し
て
は
後
述
す
る
。

ま
た
討
手
の
一
員
で
あ
り
な
が
ら
、
何
の
働
き
も
し
な
か
っ
た
臆
病
者
の

畑
十
太
夫
が
吟
味
を
受
け
追
放
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
武
士
の

恥
と
し
て
特
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

内
藤
長
十
郎
を
始
め
と
す
る
一
八
人
の
殉
死
、
主
命
に
よ
る
〈
逆
賊
〉
と

し
て
滅
亡
し
た
阿
部
一
族
、
竹
内
数
馬
の
討
ち
死
、
柄
本
又
七
郎
の
武
勇
と

出
世
、
畑
十
太
夫
の
追
放
―
―
主
君
と
家
臣
を
め
ぐ
る
武
士
た
ち
の
興
亡
物

語
は
さ
ま
ざ
ま
に
変
奏
さ
れ
『
阿
部
一
族
』
を
彩
っ
て
い
る
。

六
、『
新
ら
し
き
歴
史
小
説
の
先
駆
「
意
地
」
を
読
む
』
の
方
法

佐
藤
春
夫
に
と
っ
て
『
意
地
』
は
「
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
私
の
心
を
動
か

し
」、
批
評
す
る
こ
と
は
「
自
分
に
対
す
る
自
分
の
用
事
」
と
思
わ
れ
た
。

尊
敬
す
る
鷗
外
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
一
つ
の
方
法
を
自
分
に
課
す
る
こ

と
に
し
た
。
そ
れ
が
佐
藤
の
方
法
的
戦
略
で
あ
っ
た
。
褒
め
た
い
と
き
に
は

筆
を
抑
制
し
、
疑
問
が
あ
っ
た
と
き
に
は
勉
め
て
詳
し
く
書
く
と
い
う
方
法

で
あ
る
。
そ
う
し
た
方
法
は
批
評
の
あ
り
方
だ
け
で
な
く
、
小
説
の
可
能
性

の
総
体
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
考
え
た
よ
う
だ
。
だ
が
そ
の
バ
ラ
ン
ス
が

妥
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
検
討
に
値
す
る
。

と
こ
ろ
で
、『
阿
部
一
族
』
の
初
出
稿
は
『
意
地
』
収
録
に
際
し
て
若
干

の
添
削
が
な
さ
れ
た
。
決
定
稿
と
の
差
異
は
主
題
を
変
え
る
ま
で
に
は
至
ら

な
い
。高
橋
義
孝
は
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
し
て
「
決
定
稿
に
お
い
て
は
、

一
切
が
よ
り
客
観
的
、
よ
り
史
実
的
、
よ
り
精
確
に
変
え
ら
れ
て
」
お
り
、

「
主
観
的
な
表
現
や
判
断
や
描
写
は
す
べ
て
削
り
と
ら
れ
て
、そ
の
代
り
に
、

簡
明
な
事
実
や
数
字
が
登
場
し
て
い
る
。
心
理
描
写
は
引
込
ん
で
し
ま
っ
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
森
鷗
外
』
二
八
四
〜
二
八
五
頁
）。
要
す
る
に
、

心
理
的
な
解
剖
を
嫌
い
、
史
料
を
重
ん
じ
史
実
に
即
す
と
い
う
姿
勢
が
強

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
佐
藤
春
夫
は
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク

に
は
一
切
興
味
を
持
た
ず
、「
主
観
的
な
表
現
や
判
断
や
描
写
」
に
違
和
感

を
抱
き
注
文
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。

佐
藤
は
〈
悲
劇
〉
の
根
源
な
ら
び
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い

る
。
な
る
べ
く
そ
の
趣
旨
に
添
い
、
文
章
を
尊
重
す
る
か
た
ち
で
箇
条
書
き

に
整
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
の
一
。『
阿
部
一
族
』
を
読
ん
で
〈
私
の
心
は
重
苦
し
く
〉
な
っ
た
。

こ
の
〈
可
な
り
大
き
な
悲
劇
〉
は
何
か
ら
生
れ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
駆

ら
れ
た
。
主
君
・
細
川
忠
利
の
性
格
、
家
臣
・
阿
部
彌
一
右
衛
門
の
性
格
の

点
か
ら
悲
劇
の
原
因
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
佐
藤
は
〈
性
格
〉〈
時

代
〉〈
境
遇
〉
を
一
括
し
て
〈
運
命
〉
と
す
る
が
、
彌
一
右
衛
門
と
忠
利
と

の
関
係
だ
け
で
は
事
件
は
発
展
し
な
い
。〈
悲
劇
〉
を
大
き
く
さ
せ
た
も
の

は
嫡
子
権
兵
衛
で
あ
る
。
二
人
の
性
格
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
阿
部
一
族
の
〈
悲
劇
〉
は
運
命
悲
劇
・
性
格
悲
劇
の
両
面
を
兼

ね
備
え
て
お
り
、
事
件
の
発
展
に
伴
っ
て
〈
性
格
〉〈
時
代
〉〈
境
遇
〉
が
順

次
拡
大
し
て
い
っ
た
結
果
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
性
格
悲
劇
〉
や
運
命
観
に
は
い
く
ぶ
ん
か
、
佐
藤
の
個
人
的

な
心
情
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
二
。
家
臣
一
八
人
に
殉
死
を
許
し
た
忠
利
の
心
境
を
叙
し
た
件
と
お

犬
牽
の
津
崎
五
郎
の
辞
世
吟
に
言
及
し
た
後
で
、
佐
藤
は
作
中
に
と
き
ど
き

現
れ
る
〈
説
明
的
の
記
述
〉
に
は
〈
過�

去�

の�

道�

徳�

の�

貴�

族�

的�

な�

い�

い�

方�

面�

を�
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理�

解�

さ�

せ�

る�

と�

共�

に�

新�

ら�

し�

い�

道�

徳�

の�

行�

く�

手�

に�

対�

し�

て�

も�

多�

少�

の�

暗�

示�

を�

与�

へ�

て�

ゐ�

る�

か
の
や
う
に
私
に
は
見
え
る
〉（
傍
点
引
用
者
）
と
鷗
外
を
称

揚
し
そ
の
歴
史
小
説
へ
の
共
感
を
示
し
た
。
こ
こ
で
の
〈
道
徳
の
貴
族
的
な

い
い
方
面
〉
と
い
う
言
い
方
は
明
ら
か
に
生
田
長
江
の
鷗
外
論
を
踏
ま
え
て

い
る
。
さ
ら
に
は
「
小
説
と
云
へ
ば
雪
隠
と
台
所
と
書
斎
と
の
隣
り
あ
つ
た

生
活
を
描
く
も
の
と
の
み
思
つ
て
啓
蒙
的
な
破
壊
思
想
や
影
の
な
い
ほ
ど
の

享
楽
の
哲
学
な
ど
を
の
み
至
上
の
も
の
と
心
得
て
ゐ
る
」
当
時
の
文
壇
人
を

批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
鷗
外
の
こ
こ
ろ
み
を
意
義
づ
け
た
。

そ
の
三
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
阿
部
一
族
』
は
面
白
い
け
れ
ど
も
、
自

分
一
個
に
と
っ
て
不
満
が
あ
る
小
説
で
あ
り
、
小
さ
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い

と
断
わ
り
つ
つ
そ
の
理
由
を
列
挙
し
て
み
せ
た
。

①
説
明
の
部
分
が
多
く
、
読
み
手
の
興
味
を
殺
ぐ
。

②
枝
葉
末
節
の
人
物
の
祖
先
の
こ
と
が
装
飾
的
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
事

件
の
外
郭
は
も
う
少
し
手
短
に
書
く
べ
き
で
あ
る
。

③
そ
れ
に
対
し
て
、〈
サ
イ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
描
写
〉
の
と
こ
ろ
は
も
っ
と

書
き
込
む
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
七
歳
で
妻
が
あ
り
、
老
母
の
い
る
長

十
郎
の
殉
死
の
心
持
に
つ
い
て
佐
藤
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

長
十
郎
は
何
故
死
を
怖
れ
る
念
が
微
塵
も
な
い
の
か
。
心
持
ち
が
緊
張

し
て
居
る
時
に
は
誰
で
も
死
な
ど
を
怖
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
意
味

で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
、
あ
れ
は
死
を
怖
れ
な
い
と
い
ふ
あ
の
時
代
の

文
明
の
産
ん
だ
思
想
か
ら
で
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
こ
の
辺
の
こ
と
は
、
少

し
詳
し
く
書
い
て
置
い
て
頂
き
か
た
つ
た
。（
中
略
）
文
明
批
評
と
い
ふ

上
か
ら
言
つ
て
見
て
こ
こ
ら
の
事
は
最
も
詳
し
く
筆
を
振
ふ
べ
き
場
所
の

一
つ
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
（
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
引
用
者
）。

年
の
若
い
者
は
―
―
異
性
に
対
し
て
か
う
散
文
的
な
考
ば
か
り
で
な

く
、
も
う
少
し
は
余
分
な
感
情
を
持
つ
て
居
る
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

鷗
外
は
そ
も
そ
も
佐
藤
が
要
求
す
る
〈
文
明
批
評
〉
な
ど
放
棄
し
て
い

る
。〈
武
士
道
〉
に
つ
い
て
も
根
本
的
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
を

佐
藤
の
関
心
に
引
き
つ
け
て
み
る
な
ら
ば
、「
大
逆
事
件
」
の
刑
徒
の
多
く

が
〈
死
を
怖
れ
る
〉
こ
と
な
く
、
従
容
と
し
て
死
に
赴
い
た
こ
と
、
と
く
に

大
石
誠
之
助
の
悟
り
き
っ
た
態
度
を
考
え
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
そ
こ
に

は
死
を
超
越
す
る
至
上
の
価
値
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
不
条
理
か
つ
理
不
尽
な
〈
法
〉
の
権
力
に
人
間
の
尊
厳
を
賭
け
て
対
峙
し

た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
九
節
「
獄
の
裡
、
獄
の
外

―
―
大
石
誠
之
助
と
佐
藤
春
夫
―
―
」
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

佐
藤
は
、
長
十
郎
が
、
死
後
、
老
母
と
若
い
妻
が
手
厚
く
養
わ
れ
る
こ
と

を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
人
間
離
れ
を
し
て
い
る
と

指
摘
し
、
畑
十
太
夫
の
臆
病
さ
に
つ
い
て
も
同
様
だ
と
批
判
す
る
。
二
人
と

も
〈
習
俗
的
に
誇
張
さ
れ
た
人
物
〉
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に

つ
い
て
は
、〈
事
件
の
解
釈
の
な
か
に
あ
ま
り
に
沢
山
作
者
自
身
を
の
み
寓

し
た
ロ
マ
ン
テ
イ
ク
な
企
て
の
や
う
に
思
へ
る
〉
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て

鷗
外
は
多
く
の
人
物
を
登
場
さ
せ
な
が
ら
、〈
だ
が
人
間
は
た
だ
一
人
し
か

現
は
れ
な
い
。
た
だ
一
つ
の
性
格
を
し
か
表
は
し
て
居
な
い
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
作
者
自
身
で
あ
ら
う
。（
中
略
）
作
者
の
持
つ
て
居
る
「
人
間
ら
し
さ
」

は
極
め
て
狭
い
も
の
だ
と
も
云
は
れ
よ
う
。〉（
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
引
用
者
）
と

論
難
す
る
。
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こ
こ
に
は
返
り
血
を
浴
び
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
青
年
の
決
断
が
表
明

さ
れ
て
い
る
。

何
ら
誇
張
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
習
俗
を
超
越
し
た
近
代
人
と
し
て
の
個
性

が
迎
え
る
〈
死
〉。
―
―
こ
の
よ
う
な
佐
藤
の
想
念
は
限
り
な
く
大
石
誠
之

助
の
境
地
に
接
近
し
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う（
９
）か。

大
石
に
と
っ
て
習
俗
の
文
明
化
は
、
家
庭
料
理
、
家
庭
破
壊
論
や
自
由
結
婚

問
題
か
ら
社
会
革
命
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
た
。『
大
石
誠
之
助
全
集
』

（
一
九
八
二
・
八
、
弘
隆
社
）
二
巻
は
そ
う
し
た
挑
発
の
論
理
の
歴
史
的
宝

庫
と
い
え
る
。
大
石
へ
の
共
感
か
ら
か
、
佐
藤
の
直
感
的
批
評
は
そ
の
地
点

ま
で
届
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
様
な
理
解
は
、
柄
本
又
七
郎
の
心

理
に
つ
い
て
佐
藤
が
不
満
を
抱
き
、（
大
胆
に
も
！
僭
越
に
も
！
）
加
筆
し

て
み
せ
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
情
け
深
い
武
士
と
し
て
の
柄
本
の
心
情

が
色
濃
く
出
た
フ
レ
ー
ズ
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
、
鷗
外
研
究
史
の
中
の
佐
藤
春
夫

佐
藤
の
鷗
外
論
を
高
く
評
価
し
て
い
る
竹
盛
天
雄
は
加
筆
の
こ
こ
ろ
み
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
疑
念
を
表
明
し
た
。

…
…
阿
部
一
族
討
伐
に
あ
た
っ
て
、平
素
じ
っ
こ
ん
の
柄
本
又
七
郎
が
、

「
情
は
情
、
義
は
義
で
あ
る
」
と
し
て
討
ち
入
っ
て
ゆ
く
「
心
理
」
に
対

し
て
、「
こ
れ
で
は
ど
う
し
て
も
私
は
解
ら
な
い
」
と
つ
ッ
ぱ
ね
て
い
る

点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、
討
伐
が
終
っ
て
阿
部
家
の
人

た
ち
の
死
体
を
吟
味
す
る
く
だ
り
―
―
又
七
郎
に
胸
板
を
つ
か
れ
た
阿
部

弥
五
兵
衛
の
「
創
」
が
、
だ
れ
の
よ
り
も
立
派
で
あ
っ
た
の
で
、「
又
七

郎
は
い
よ
い
よ
面
目
を
施
し
た
」
と
い
う
叙
述
に
「
一
体
こ
の
結
び
は
私

は
不
服
で
あ
る
」
と
の
べ
て
、「
甚
だ
失
礼
な
こ
と
で
あ
る
が
」
と
断
わ

り
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
そ
の
後
に
「
自
分
の
光
栄
に
つ
け
て
又
七
郎
は

更
に
阿
部
一
族
を
思
ひ
出
す
の
が
苦
し
か
っ
た
」
と
「
書
き
加
へ
て
見
た

い
」
と
論
じ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
は
興
味
を
も
つ
。

佐
藤
の
『
阿
部
一
族
』
の
形
象
や
叙
述
に
対
し
て
の
不
十
分
さ
の
指
摘

に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
と
し
て
賛
成
す
る
点
は
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
こ

こ
に
と
り
出
し
た
又
七
郎
の
描
き
か
た
を
め
ぐ
る
批
判
に
は
、
わ
た
く
し

は
同
じ
が
た
く
お
も
う
。
最
も
分
か
り
や
す
い
の
は
、
佐
藤
が
「
書
き
加

へ
」
た
が
る
叙
述
な
ど
は
、
菊
池
寛
や
芥
川
龍
之
介
ら
の
「
心
理
」
の
と

ら
え
か
た
と
、ほ
と
ん
ど
同
一
方
向
を
指
す
も
の
と
い
え
な
く
は
な
い
か
。

（『
佐
藤
春
夫
の
鷗
外
読
法
』『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
２３
巻
〈
一
九
九

九
・
一
一
、
臨
川
書
店
〉「
月
報
２０
」）。

竹
盛
氏
が
指
摘
し
た
「
又
七
郎
の
描
き
か
た
を
め
ぐ
る
批
判
」
は
、
鷗
外

が
極
力
排
除
し
た
主
観
的
な
心
理
描
写
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

大
正
文
学
者
共
通
の
〈
ヒ
ユ
ウ
マ
ン
イ
ン
テ
レ
ス
ト
〉
―
―
作
品
の
テ
ー
マ

に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
微
妙
に
違
い
、
そ
の
差
異
に
つ
い
て
佐
藤
や
芥
川
龍

之
介
の
間
で
相
互
批
判
が
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
言
及

す
る
―
―
が
作
用
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
佐
藤
の
〈「
心
理
」
の
と
ら

え
か
た
〉
の
加
筆
は
鷗
外
と
の
〈
文
明
批
評
〉
の
違
い
の
表
れ
だ
け
で
な

く
、も
う
ひ
と
つ
、同
郷
人
・
大
石
誠
之
助
の
死
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
柄
本
又
七
郎
が
い
う
〈
義
〉
と
は

正
し
い
意
味
で
の
〈
義
〉
だ
っ
た
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
も
浮
上
す
る
。
こ
う

し
た
問
題
と
間
接
的
に
つ
な
が
る
が
、
尾
形
仂
が
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
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る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

鷗
外
が
、
討
入
り
に
関
係
し
た
諸
人
物
の
事
件
後
の
処
遇
に
言
及
し
た

の
は
、
殉
死
後
の
遺
族
の
処
遇
に
関
す
る
記
述
と
対
応
す
る
も
の
で
、
そ

れ
は
殉
死
の
悲
劇
の
生
起
し
た
封
建
社
会
の
機
構
と
、
そ
の
中
心
に
位
置

す
る
封
建
権
力
の
絶
対
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
つ
な
が
る

も
の
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
後
日
談
の
中
で
も
、
こ
と
さ
ら

マ
マ

に
栖
本
又
七
郎
の
処
遇
と
そ
の
言
行
に
つ
い
て
特
筆
し
て
い
る
の
が
注
目

さ
れ
よ
う
。（
中
略
）
し
か
し
、
仕
手
の
下
命
も
受
け
ず
に
阿
部
屋
敷
に

討
入
っ
た
栖
本
又
七
郎
の
行
動
は
、
実
は
竹
内
八
兵
衛
同
様
、
軍
命
に
背

い
た
廉
を
も
っ
て
一
応
の
詮
議
は
免
れ
ぬ
は
ず
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。（
中

略
）
鷗
外
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
穿
鑿
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
た
ゞ
又

七
郎
を
ば
元
亀
・
天
正
の
戦
国
的
武
人
像
に
つ
な
が
る
古
武
士
の
典
型
と

し
て
賛
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
の
生
き
た
時

代
の
武
家
社
会
に
お
け
る
慣
習
を
免
れ
が
た
い
も
の
と
し
て
甘
受
し
な
が

ら
、そ
の
中
で
精
一
杯
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
又
七
郎
の
言
行
に
、

鷗
外
好
み
の
人
間
像
（
そ
れ
は
人
間
類
型
と
し
て
は
「
護
持
院
原
の
敵

討
」
の
九
郎
右
衛
門
、「
大
塩
平
八
郎
」
の
坂
本
鉉
之
助
ら
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
）
と
重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
と
も
、

こ
の
作
品
の
内
包
す
る
、個
我
と
絶
対
権
力
と
の
対
立
と
い
う
テ
ー
マ
を
、

又
七
郎
の
像
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
烈
談
と
し

て
の
隠
れ
蓑
の
中
に
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。（
日
本
近
代
文
学
大
系
１２
『
森
鷗
外
集
Ⅱ
』〈
一
九
七
四
・
四
、

角
川
書
店
〉「
阿
部
一
族
」
補
注
八
三
一
、
同
書
六
四
九
〜
六
五
〇
頁
）。

尾
形
仂
の
鷗
外
に
関
す
る
第
一
論
文
と
し
て
「
鷗
外
歴
史
小
説
の
史
料
と

方
法
―
―
『
興
津
彌
五
右
衛
門
の
遺
書
』
と
『
阿
部
一
族
』」（『
東
京
教
育

大
学
文
学
部
紀
要
』
第
七
輯
〈
一
九
六
二
・
三
〉）
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
れ
か
ら
一
〇
年
後
の
注
釈
を
議
論
の
対
象
と
す
る
。
尾
形
は
作
品
を
貫
く

統
一
的
な
主
題
を
「
殉
死
の
悲
劇
の
生
起
し
た
封
建
社
会
の
機
構
と
、
そ
の

中
心
に
位
置
す
る
封
建
権
力
の
絶
対
性
」
と
見
て
い
る
。
そ
れ
は
揺
る
ぎ
が

な
い
が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
確
定
的
で
は
な
い
。
そ
れ
は
文

化
的
知
識
人
と
し
て
の
鷗
外
が
人
間
の
想
像
力
の
限
界
に
ま
で
踏
み
込
ん
で

小
説
を
書
い
て
い
な
い
と
い
う
点
に
も
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
鷗

外
の
歴
史
小
説
は
題
材
へ
の
想
像
や
幻
想
の
波
を
か
ぶ
ら
な
い
方
法
を
徹
底

し
て
い
る
た
め
に
情
動
に
乏
し
い
嫌
い
が
解
釈
を
曖
昧
に
し
て
い
る
。
こ
れ

は
佐
藤
の
批
判
と
は
別
問
題
で
あ
る
。し
か
し
尾
形
仂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

〈
軍
命
〉
を
無
視
し
た
柄
本
又
七
郎
の
処
遇
に
つ
い
て
は
疑
義
が
あ
ろ
う
。

軍
紀
に
詳
し
か
っ
た
鷗
外
が
そ
れ
を
承
知
で
柄
本
の
功
績
を
敢
え
て
特
筆
し

た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
い
く
ら
か
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
認
め
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
。〈
情
〉
と
〈
義
〉
と
を
き
っ
ぱ
り
と
割
り
切
り
、〈
軍
命
〉
を
無
視
し

て
阿
部
一
族
の
討
伐
に
一
役
買
っ
た
柄
本
の
言
行
―
―
笑
い
な
が
ら
「
元
亀

天
正
の
頃
は
、
城
攻
野
合
せ
が
朝
夕
の
飯
同
様
で
あ
つ
た
、
阿
部
一
族
討
取

り
な
ぞ
は
茶
の
子
の
茶
の
子
の
朝
茶
の
子
ぢ
や
」
と
言
っ
た
言
葉
も
嫌
味
と

い
え
な
い
こ
と
も
な
い
―
―
を
鷗
外
は
全
面
的
に
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
九
州
の
雄
藩
と
し
て
名
高
い
細
川
藩
に
と
っ
て

一
〇
名
に
も
満
た
な
い
阿
部
一
族
の
叛
逆
な
ど
、
軍
事
的
に
見
て
も
の
の
数

で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
だ
と
し
た
ら
又
七
郎
の
言
動
な
ど
跳
ね
上
が
り
と

い
え
な
く
は
な
い
。
こ
こ
に
は
鷗
外
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
潜
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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尾
形
仂
は
、
柄
本
又
七
郎
が
〈
鷗
外
好
み
の
人
間
像
〉
の
形
象
化
で
あ
っ

た
か
、
そ
れ
と
も
〈
個
我
と
絶
対
権
力
と
の
対
立
と
い
う
テ
ー
マ
〉
を
隠
蔽

す
る
た
め
に
仕
掛
け
ら
れ
た
〈
武
烈
談
〉
の
表
象
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

の
判
断
を
停
止
し
て
い
る
。
冷
静
な
読
者
な
ら
、
こ
れ
は
〈
武
烈
談
〉
と
し

て
寿
い
で
な
ど
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。〈
逆
賊
〉
を
積
極
的
に
討

ち
抜
け
目
な
く
論
功
行
賞
を
受
け
る
こ
と
が
古
武
士
の
条
件
だ
と
し
た
ら
、

柄
本
も
坂
本
鉉
之
助
も
圧
倒
的
な
魅
力
あ
る
人
物
と
は
い
え
な
い
。
古
武
士

的
風
格
を
有
し
た
乃
木
希
典
と
対
比
さ
せ
る
な
ら
ば
と
て
も
〈
鷗
外
好
み
の

人
間
像
〉
と
は
程
遠
い
。乃
木
の
殉
死
は
二
人
の
息
子
を
日
露
戦
争
で
失
い
、

乃
木
家
の
断
絶
を
意
識
し
た
純
粋
な
行
動
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
初
期
の
武
士
の
実
態
や
そ
の
表
象
と
し
て
の
討
入
り
や
殉
死

は
、
本
来
、
大
道
寺
友
山
（
一
六
三
九
〜
一
七
三
〇
）
の
『
武
道
初
心
集
』

が
「
捨
る
身
命
な
ら
ば
諸
手
に
勝
れ
た
る
働
を
仕
り
て
討
死
を
遂
敵
味
方
の

耳
目
を
驚
か
し
主
君
大
将
の
御
お
し
み
ん
も
預
り
子
孫
永
く
面
目
に
も
備
へ

ん
と
有
る
心
懸
を
こ
そ
武
士
の
本
意
と
は
仕
る
に
て
候
」（「
四
三
、
つ
ね
に

功
名
手
柄
を
志
す
こ
と
」）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
た
と
え
小
身
武
士
で

あ
ろ
う
と
も
、
子
々
孫
々
に
至
る
ま
で
〈
名
聞
〉
や
〈
体
面
〉
や
〈
家
督
〉

を
守
り
抜
き
、
よ
り
高
い
〈
禄
〉
に
あ
り
つ
く
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が

複
雑
に
折
り
重
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
鷗
外
と
親
交
が
あ
っ
た
乃
木
と
は
異

質
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。た
だ
鷗
外
の
歴
史
小
説
執
筆
の
衝
動
を
考
え
た
ら
、

『
阿
部
一
族
』
や
『
大
鹽
平
八
郎
』
に
お
け
る
決
起
が
〈
家
〉
の
廃
絶
を
前

提
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
不
純
な
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い

て
わ
ず
か
に
乃
木
の
殉
死
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

佐
藤
春
夫
は
乃
木
大
将
の
殉
死
直
後
の
一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
一
二
月
、

『
ス
バ
ル
』
に
「
同
時
代
私
議
」
と
い
う
総
題
で
『
乃
木
大
将
を
悼
む
言

葉
』『
乃
木
大
将
の
死
に
就
い
て
世
の
新
聞
記
者
に
言
ふ
』
と
い
う
二
篇
の

〈
傾
向
詩
〉
を
発
表
し
て
い
る
。そ
の
こ
と
と
鷗
外
が
描
い
た
『
阿
部
一
族
』

の
人
物
像
に
疑
義
を
懐
き
加
筆
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
と
は
あ
る
面
で
通
底
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

佐
藤
の
加
筆
は
、
柄
本
が
〈
鷗
外
好
み
の
人
間
像
〉
の
形
象
化
だ
と
し
た

ら
、
テ
ー
マ
を
補
強
し
阿
部
一
族
の
〈
意
地
〉
を
強
調
す
る
た
め
だ
っ
た
こ

と
に
な
り
、〈
個
我
と
絶
対
権
力
と
の
対
立
と
い
う
テ
ー
マ
〉
を
隠
蔽
す
る

た
め
に
仕
組
ま
れ
た
〈
武
烈
談
〉
だ
と
し
た
ら
無
意
味
な
作
業
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。
小
説
の
最
後
で
は
、
五
男
七
之
丞
の
た
め
に
不
覚
と
も
い
え

る
傷
を
負
い
、
そ
れ
が
癒
え
た
柄
本
が
主
君
光
尚
か
ら
鉄
砲
十
挺
を
預
け
ら

れ
、
隠
棲
の
た
め
の
屋
敷
地
を
貰
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
背
後
の
藪
山
も
ど

う
か
と
問
わ
れ
、
そ
れ
は
辞
退
し
て
い
る
。
こ
れ
が
〈
武
烈
談
〉
の
後
日
譚

で
あ
る
。

佐
藤
の
加
筆
衝
動
に
は
『「
日
本
人
脱
却
論
」
の
序
論
』
以
来
心
中
に
く

す
ぶ
っ
て
い
た
〈
武
士
道
〉
の
根
本
精
神
―
―
そ
れ
は
単
一
の
よ
う
に
見
え

る
が
実
は
多
様
な
も
の
で
あ
る
―
―
に
対
す
る
疑
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。そ

の
四
。『
阿
部
一
族
』
の
欠
点
を
要
約
し
て
、
⑴
史
実
の
輪
郭
に
満
足

し
て
内
容
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
怠
っ
た
、
⑵
描
写
の
遠
近
法
が
無
視
さ
れ

て
い
る
、
⑶
時
代
背
景
の
描
写
不
足
、
⑷
〈
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
エ
レ
メ
ン
ト
〉

（
情
緒
的
要
素
）
が
不
足
し
て
い
る
、
⑸
人
間
の
解
釈
が
通
俗
的
で
あ
る
、

⑹
空
想
が
や
や
貧
弱
で
あ
る
、
の
六
点
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
五
。『
意
地
』
収
録
の
他
の
二
作
―
―
『
興
津
彌
五
右
衛
門
の
遺
書
』

を
面
白
く
な
い
と
し
、『
佐
橋
甚
五
郎
』
は
事
件
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
完

全
な
立
派
な
作
品
と
し
て
認
め
て
い
る
。
こ
の
簡
潔
な
評
価
は
、
佐
藤
の
関
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心
が
、
運
命
悲
劇
・
性
格
悲
劇
の
両
面
を
兼
ね
備
え
て
い
る
『
阿
部
一
族
』

の
み
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。

以
上
の
通
り
、『
阿
部
一
族
』
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佐
藤
は
一

般
論
と
し
て
〈
殉
死
〉
が
行
わ
れ
た
時
代
背
景
や
人
間
的
な
考
察
が
深
ま
ら

な
い
と
、〈
殉
死
〉
す
る
人
間
の
心
理
な
ど
充
分
に
解
明
で
き
な
い
と
い
う

結
論
に
達
す
る
。
鷗
外
の
小
説
に
も
そ
う
し
た
欠
陥
が
あ
り
、〈
殉
死
〉
の

心
理
に
つ
い
て
十
分
答
え
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
懐
く
に
至
る
の
で
あ

（
１０
）る。竹

盛
天
雄
・
尾
形
仂
両
鷗
外
研
究
の
大
家
の
言
説
を
前
に
し
て
、
若
書
き

の
評
論
を
弁
護
し
た
い
の
は
佐
藤
の
〈
武
士
道
〉
批
判
の
情
熱
の
あ
り
か
を

探
り
た
い
と
い
う
一
点
に
尽
き
る
。〈
武
士
道
〉
が
ひ
と
つ
の
〈
抽
象
〉
で

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
も
ま
た
ひ
と
つ
の
〈
抽
象
〉
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
は
具
体
的
に
批
判
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

『「
日
本
人
脱
却
論
」
の
序
論
』
で
は
、「
日
本
人
で
は
殺
さ
れ
る
べ
き
も

の
が
自
殺
の
形
式
を
す
る
武
士
道
と
云
ふ
も
の
が
尊
重
さ
れ
る
」
と
い
う
重

要
テ
ー
マ
を
抱
え
て
い
な
が
ら
、〈
武
士
道
〉
へ
の
嫌
悪
感
を
抽
象
的
に
し

か
批
判
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
二
年
後
、
乃
木
殉
死
を
き
っ
か
け
に

し
て
書
か
れ
た
鷗
外
の
歴
史
小
説
と
取
り
組
み
、
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
分
析

を
通
し
て
、そ
の
問
題
意
識
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

文
末
に
は
、
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
六
月
に
生
田
長
江
が
翻
訳
出
版
し

た
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
を
読
み
、
同
じ
作
者
の
『
ヘ
ロ
デ
ィ

ア
』
を
英
訳
で
読
ん
で
参
考
と
し
た
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
の
勉

強
ぶ
り
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

カ
ル
タ
ゴ
と
傭
兵
軍
と
の
戦
い
を
描
い
た
歴
史
的
ロ
マ
ン
小
説
『
サ
ラ
ン

ボ
ー
』
や
ア
ン
チ
パ
ス
と
の
結
婚
に
よ
っ
て
大
帝
国
の
妃
と
な
る
夢
を
抱
く

ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
の
野
望
と
、
二
人
の
結
婚
を
不
浄
な
も
の
と
し
て
罵
詈
雑
言

を
浴
び
せ
た
が
ゆ
え
に
幽
閉
さ
れ
、
や
が
て
そ
の
娘
で
あ
る
サ
ロ
メ
の
魅
惑

に
屈
し
た
太
守
ア
ン
チ
パ
ス
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
ヨ
カ
ナ
ン
を
描
い
た

『
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
』
に
は
、佐
藤
が
『
阿
部
一
族
』
か
ら
抽
出
し
た
「
そ
の
四
」

の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
の
欠
点
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
こ
ろ
佐
藤
が
理
想
的
な

歴
史
小
説
像
を
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
求
め
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
鷗
外

と
い
う
〈
テ
ー
ベ
ス
百
門
の
大
都
〉（
木
下
杢
太
郎
）
と
評
さ
れ
る
博
識
と

文
業
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
徹
底
的
に
古
代
カ
ル
タ
ゴ
の
歴
史
や
文
化
的

な
資
料
を
読
み
砕
き
、
そ
こ
に
自
ら
の
想
像
力
を
点
火
さ
せ
た
フ
ロ
ー
ベ
ー

ル
の
歴
史
ロ
マ
ン
を
強
力
な
援
軍
と
し
て
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
小
説
に
あ
る

特
色
を
規
範
に
戴
い
て
鷗
外
の
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、
佐
藤
の
西
洋
文
学
に
準
拠
し
た
文
学
観
が
露
呈
し
て
い
る
。
リ
ア
リ

ズ
ム
小
説
の
極
北
で
あ
り
、
一
方
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
を
舞
台
に
し
た
歴
史
的

ロ
マ
ン
の
創
出
者
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
文
学
を
借
り
て
、
鷗
外
の
歴
史
小
説
批

判
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
な
ど
、
若
き
佐
藤
春
夫
に
と
っ
て
な
か
な
か
心

憎
い
批
評
戦
略
だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

八
、
歴
史
小
説
の
作
法
―
―
佐
藤
春
夫
対
芥
川
龍
之
介

『
阿
部
一
族
』
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
る
。

た

人
に
は
誰
が
上
に
も
好
き
な
人
、
厭
な
人
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
。
そ
し

て
な
ぜ
好
き
だ
か
、
厭
だ
か
と
穿
鑿
し
て
見
る
と
、
ど
う
か
す
る
と
捕
捉

す
る
程
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
無
い
。
忠
利
が
彌
一
右
衛
門
を
好
か
ぬ
の
も
、

そ
ん
な
わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
だ
猪
之
助
と
云
つ
て
、
前
髪
の
あ
つ
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た
時
、
度
々
話
を
し
掛
け
た
り
、
何
か
に
手
を
借
し
て
遣
つ
た
り
し
て
ゐ

た
年
上
の
男
が
、「
ど
う
も
阿
部
に
は
附
け
入
る
隙
が
無
い
」
と
云
つ
て

我
を
折
つ
た
。
そ
こ
か
ら
考
へ
て
見
る
と
、
忠
利
が
自
分
の
癖
を
改
め
た

く
思
ひ
い
な
が
ら
改
め
る
こ
と
の
出
来
な
か
つ
た
の
も
怪
む
に
足
り
な

い
。

彌
一
右
衛
門
の
性
格
を
鷗
外
と
同
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
人

間
の
殉
死
を
描
い
て
も
、
そ
こ
に
は
鷗
外
と
い
う
稀
有
な
個
性
が
立
ち
上

が
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
肯
定
的
に
み
る
か
そ
う
で
な
い
か
は
見
解
が
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
上
下
の
身
分
秩
序
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
題
材
を
描
い
た
と
き
、
人
間
同
士
の
好
悪
の
扱
い
は
よ
り
一
層
難
解

に
な
る
。
斎
藤
茂
吉
は
忠
利
と
彌
一
右
衛
門
の
関
係
に
つ
い
て
〈
人
間
性
格

の
ジ
ン
パ
シ
イ
、
ア
ン
チ
パ
チ
イ
の
微
妙
に
し
て
重
大
な
問
題
〉
と
し
て
と

ら
え
、
小
説
の
結
末
に
い
た
る
〈
大
切
な
導
線
〉
と
し（

１１
）た。

佐
藤
春
夫
の
『
阿
部
一
族
』
批
判
は
今
で
こ
そ
鋭
い
作
品
分
析
の
古
典
と

し
て
高
い
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
文
壇
で
は
ど
う
で
あ
っ
た

か
。「
客
気
に
逸
つ
て
、
才
に
傲
る
と
い
ふ
傾
き
」（
生
田
春
月
『
驚
く
べ
き

早
熟
の（

１２
）男』）
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
。
文
芸
時
評
で
は
点
の
辛
い
正
宗
白

鳥
で
さ
え
私
信
の
中
で
『
阿
部
一
族
』
を
「
佳
作
」
と
い
う
評
価
を
し
て
い

る
（
一
九
一
三
年
一
月
二
日
付
、
上
司
小
剣（

１３
）宛）
が
、
そ
れ
が
一
般
的
な
見

解
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

流
行
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
、
雑
誌

『
新
潮
』
の
六
月
号
は
「
人
の
印
象
（
二
九
）」
と
し
て
『
佐
藤
春
夫
氏
の

印
象
』
を
組
ん
で
い
る
。
寄
稿
者
は
谷
崎
潤
一
郎
・
生
田
春
月
・
芥
川
龍
之

介
・
奥
栄
一
・
与
謝
野
晶
子
・
生
田
長
江
の
六
人
。
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
深
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
芥
川
の
『
何

よ
り
も
先
に
詩
人
』
と
い
う
箇
条
書
き
的
な
四
つ
の
短
文
か
ら
な
る
批
評
で

あ
っ
た
。
そ
の
「
三
」
に
曰
く
、

佐
藤
の
作
品
中
、
道
徳
を
諷
す
る
も
の
な
き
に
あ
ら
ず
、
哲
学
を
寓
す

る
も
の
亦
な
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
、
そ
の
思
想
を
彩
る
も
の
は
常
に
一
脈
の

詩
情
な
り
。
故
に
佐
藤
は
そ
の
詩
情
を
満
足
せ
し
む
る
限
り
、
乃
木
大
将

を
崇
拝
す
る
事
を
辞
せ
ざ
る
と
同
時
に
、
大�

石�

内�

蔵�

助�

を�

撲�

殺�

す�

る�

も
顧

る
所
に
あ
ら
ず
。
佐
藤
の
一
身
、
詩
仏
と
詩
魔
と
を
併
せ
蔵
す
と
云
ふ
も

可
な
り
。

一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
四
月
、
佐
藤
が
芥
川
宅
を
訪
問
し
て
二
人
の
交

際
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
江
口
渙
と
企
画
し
た
『
羅
生
門
』
の
出
版
記
念
会

に
よ
っ
て
関
係
は
急
速
に
深
ま
る
。
以
来
、
互
い
に
一
目
を
置
く
存
在
と
な

る
。佐

藤
文
学
の
諷
刺
や
寓
意
の
根
底
に
〈
一
脈
の
詩
情
〉
を
認
め
た
芥
川

は
、
そ
の
〈
詩
情
〉
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
乃
木
将
軍
の
殉
死
事
件
を
題

材
に
し
た
『
乃
木
大
将
を
悼
む
言
葉
』『
乃
木
大
将
の
死
に
就
い
て
世
の
新

聞
記
者
に
言
ふ
』
と
い
う
〈
傾
向
詩
〉
が
書
か
れ
る
一
方
、
他
方
に
お
い
て

「
大
石
内
蔵
助
を
撲
殺
す
る
」
こ
と
を
顧
み
な
い
の
だ
と
い
う
。
と
も
に

〈
死
〉
に
ま
つ
わ
る
武
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
注
視
し
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
前
者
が
〈
詩
仏
〉
だ
と
し
た
ら
、
後
者
は
〈
詩
魔
〉

だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
海
知
義
に
よ
る
と
、〈
詩
魔
〉
と
は
「
詩
の
悪
魔
、
詩
の
魔
力
」
だ
と

い（
１４
）う。
魔
力
は
魅
力
で
も
あ
る
と
言
い
、
漱
石
の
漢
詩
の
一
節
「
一
日
清
閑
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無
債
鬼

十
年
生
計
在
詩
魔
」（
一
日
の
清
閑

債
鬼
無
く

十
年
の
生
計

詩
魔
に
在
り
）
を
引
い
て
い
る
。
こ
れ
は
『
広
辞
苑
』
に
定
義
す
る
「
詩
情

を
刺
激
し
て
作
詩
に
耽
ら
せ
る
神
秘
的
な
力
」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
芥
川
の

場
合
は
、
大
石
内
蔵
助
を
〈
撲
殺
〉
な
ど
し
な
く
て
も
い
い
の
に
と
い
う
思

い
が
含
意
さ
れ
て
お
り
、
強
引
に
〈
撲
殺
〉
を
す
る
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
詩

的
想
像
力
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
佐
藤
の
〈
詩
情
〉

は
時
に
応
じ
て
相
矛
盾
す
る
様
相
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
皮

肉
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

芥
川
の
場
合
、
後
年
『
将
軍
』（
一
九
二
二
・
一
『
改
造
』）
を
発
表
し
て

乃
木
将
軍
を
戯
画
化
す
る
が
、
描
か
れ
て
い
る
乃
木
像
は
複
雑
で
あ（

１５
）る。
一

九
一
二
（
大
正
元
）
年
一
二
月
、
佐
藤
が
『
ス
バ
ル
』
に
『
乃
木
大
将
を
悼

む
言
葉
』『
乃
木
大
将
の
死
に
就
い
て
世
の
新
聞
記
者
に
言
ふ
』
と
い
う
二

篇
の
〈
傾
向
詩
〉
を
発
表
し
た
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
そ
の
頃
、
芥
川

と
し
て
は
、
乃
木
の
行
為
と
佐
藤
の
反
応
に
同
じ
た
く
な
い
心
境
が
あ
り
、

そ
れ
が
持
続
し
て
い
て
『
将
軍
』
に
結
晶
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、『
何
よ
り
も
先
に
詩
人
』
に
は
芥
川
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
顫
動
し
て

い
る
。
佐
藤
と
の
距
離
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
機
智
的
な
表
現
に

は
佐
藤
の
『
阿
部
一
族
』
論
を
視
野
に
入
れ
、
そ
の
筆
法
鋭
い
鷗
外
批
判
に

眉
を
ひ
そ
め
て
い
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
傍
点
を
付
し
た
「
大
石
内
蔵
助
を
撲
殺
す
る
」
は
難
解
で
あ

る
。
芥
川
に
『
或
日
の
大
石
内
蔵
助
』（
一
九
一
六
・
九
『
中
央
公
論
』）
が

あ
る
。題
材
は
江
口
渙
が
芥
川
と
菊
池
寛
を
前
に
し
て
述
べ
た
話
に
基
づ
く
。

そ
の
と
き
江
口
は
、
大
石
義
雄
が
細
川
藩
の
大
名
屋
敷
に
あ
ず
け
ら
れ
て
い

る
う
ち
に
気
が
緩
ん
で
「
切
腹
さ
せ
ら
れ
る
よ
り
も
も
っ
と
生
き
て
い
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か（

１６
）な」
と
述
べ
た
の
を
受
け
て
、
菊
池

が
「
そ
う
な
っ
て
こ
そ
ほ
ん
と
う
に
ヒ
ュ
ー
メ
ン
な
気
持
と
い
え
る
」
と
答

え
た
と
い
う
。
佐
藤
に
は
『
或
日
の
大
石
内
蔵
助
』
を
批
評
し
た
文
献
が
見

当
た
ら
な
い
か
ら
、
雑
談
の
折
な
ど
に
芥
川
の
小
説
批
判
を
披
瀝
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
も
し
こ
の
仮
定
が
正
し
け
れ
ば
、
芥
川
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
文
章

の
裏
に
は
佐
藤
の
憎
ま
れ
口
に
対
す
る
反
批
判
が
潜
在
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ま
た
自
分
の
小
説
に
は
〈
詩
仏
と
詩
魔
〉
の
共
存
あ
る
い
は
分
裂

な
ど
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
れ
る
。

『
或
日
の
大
石
内
蔵
助
』
は
主
君
へ
の
〈
忠
義
〉
と
浅
野
内
匠
守
へ
の

〈
怨
念
〉
を
秘
め
て
用
意
周
到
な
〈
復
讐
の
挙
〉
を
果
た
し
、
江
戸
高
輪
の

細
川
越
中
守
の
上
屋
敷
で
公
儀
の
沙
汰
を
待
つ
大
石
内
蔵
助
の
あ
る
一
日
を

描
い
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
江
口
渙
の
話
と
も
菊
池
寛
の
「
ヒ
ュ

ー
メ
ン
な
気
持
」
と
も
違
っ
た
、
い
か
に
も
芥
川
ら
し
い
主
題
の
小
説
と

な
っ
て
い
る
。

芥
川
の
小
説
は
人
の
心
の
二
つ
の
領
域
に
注
意
を
凝
ら
す
。
Ａ
と
い
う
心

理
の
領
域
の
裏
に
非
Ａ
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
彼
の
歴
史
小
説
の
主
題
は
多

く
こ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ（

１７
）る。
大
石
内
蔵
助
は
美
談
と
し
て
細
川
藩

士
や
江
戸
市
中
の
噂
と
は
う
ら
は
ら
に
、
身
を
や
つ
し
〈
佯
狂
苦
肉
の
計
〉

を
め
ぐ
ら
し
て
〈
忠
義
〉
に
生
き
た
彼
の
心
の
重
心
が
揺
ら
ぎ
〈
憂
鬱
〉
と

〈
寂
し
さ
〉
に
と
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
義
挙
同
盟
か
ら
離
脱
し
た
〈
背
盟
の

徒
〉
を
罵
る
仲
間
と
は
距
離
を
置
き
、
乱
臣
賊
子
、
不
忠
の
侍
た
ち
を
〈
憐

み
こ
そ
す
れ
、
憎
い
〉
と
は
思
わ
な
い
大
石
内
蔵
助
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
。「
何
故
我
々
を
忠
義
の
士
と
す
る
為
に
は
、
彼
等
を
人
畜
生
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
。
我
々
と
彼
等
と
の
差
は
、
存
外
大
き
な
も
の

で
は
な
い
。」
―
―
こ
こ
に
は
、
芥
川
の
〈
ヒ
ユ
ウ
マ
ン
イ
ン
テ
レ
ス
ト
〉

が
表
象
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
の
佐
藤
に
対
す
る
違
和
に
は
自
ら
の
大
石
内
蔵
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助
像
を
擁
護
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
大
石
誠
之
助
に
引
き
つ
け
て
み
れ
ば
、
彼
も
ま
た
革
命
運
動
か
ら

離
反
し
て
い
っ
た
同
志
た
ち
に
つ
い
て
、
東
京
監
獄
の
獄
窓
に
縋
っ
て
富
士

山
を
臨
み
つ
つ
、
大
石
内
蔵
助
が
〈
背
盟
の
徒
〉
に
懐
い
た
と
同
様
な
感
慨

を
思
い
描
い
て
い
る
精
神
的
構
図
が
浮
上
す
る
だ
ろ
う
。
残
さ
れ
た
検
事
の

訊
問
調
書
や
処
刑
さ
れ
る
直
前
の
遺
書
類
か
ら
は
、
起
訴
さ
れ
た
二
四
人
の

仲
間
の
間
で
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、〈
背
盟
の
徒
〉
や
仲
間
同
士
の
微
妙
な

心
理
や
感
情
の
齟
齬
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
が
ま
た

曖
昧
な
事
件
と
裁
判
の
本
質
を
露
呈
し
て
い
る
証
拠
だ
が
。

注

（
７
）
脱
稿
前
後
に
つ
い
て
は
『
鷗
外
全
集
』
第
三
五
巻
（
一
九
七
五
・
一
、

岩
波
書
店
）
所
収
の
「
明
治
四
十
五
年
（
大
正
元
年
）
日
記
」
に
次
の

よ
う
に
あ
る
。

《（
大
正
元
年
十
一
月
十
二
日
）
瀧
田
哲
太
郎
来
話
す
。》

《（
大
正
元
年
十
一
月
二
十
九
日
）
阿
部
一
族
脱
藁
す
。》

《（
大
正
元
年
十
一
月
三
十
日
）
瀧
田
哲
太
郎
の
使
に
阿
部
一
族
を
わ

た
す
。》

執
筆
期
間
は
二
週
間
ち
ょ
っ
と
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

（
８
）
『
森
鷗
外
』（
一
九
八
五
・
一
一
、
新
潮
社
）
二
九
八
頁
。

（
９
）
大
塚
博
は
佐
藤
春
夫
の
『
愚
者
の
死
』
の
面
白
さ
を
《
大
石
誠
之
助

を
佐
藤
春
夫
と
読
み
か
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
二
重
構
造
的
な
と

こ
ろ
》
に
あ
る
と
す
る
。
ま
た
《
大
逆
事
件
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
も

の
は
、「
思
想
」
と
「
実
行
」
な
ど
区
別
し
な
い
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
っ

た
》
の
で
あ
り
、
大
石
と
父
豊
太
郎
の
交
流
を
踏
ま
え
る
と
《
大
石
の

逮
捕
は
肉
親
の
逮
捕
と
紙
一
重
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
事

件
は
春
夫
に
と
っ
て
決
し
て
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。》
と

し
て
次
の
よ
う
に
両
者
の
近
似
性
を
指
摘
す
る
。《「
思
想
」
上
の
「
一

歩
」
は
「
実
行
」
上
の
一
歩
と
等
価
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
あ
る

い
は
春
夫
と
誠
之
助
と
の
間
に
は
「
一
歩
」
の
差
も
な
か
っ
た
と
さ
え

言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
認
識
し
た
と
き
春
夫
に
見
え

て
く
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
春
夫
が
誠
之
助
と
歩
を
同
じ
く
し
た

と
き
彼
は
「
殺
さ
れ
」
る
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。》（「
佐
藤
春
夫

の
『
習
作
時
代
』」〈
一
九
七
四
・
一
二
、
早
稲
田
実
業
中
学
高
等
学
校

『
研
究
紀
要
』
第
九
号
〉
一
七
〜
一
八
頁
。）〈
死
〉
の
恐
怖
は
本
稿
の

テ
ー
マ
で
も
あ
る
佐
藤
の
〈
武
士
道
〉
批
判
と
通
底
す
る
。

（
１０
）
朔
太
郎
は
〈
本
能
〉
や
人
間
性
を
抑
圧
す
る
も
の
と
し
て
〈
儒
教
〉

や
〈
武
士
道
〉
を
批
判
し
た
。
そ
れ
は
佐
藤
と
同
様
な
性
急
な
抽
象
的

な
言
説
だ
が
、
よ
り
具
体
性
が
感
じ
ら
れ
る
。《
半
世
紀
以
前
に
は
儒

教
と
か
武
士
道
と
か
言
ふ
も
の
で
本
能
を
圧
迫
さ
れ
、
政
府
の
圧
制
で

全
く
自
己
の
個
人
性
さ
へ
発
輝
す
る
事
が
出
来
な
か
つ
た
、
義
理
と
人

マ
マ

情
の
衝
突
と
い
ふ
よ
う
な
些
々
た
る
事
件
に
由
つ
て
僅
か
に
自
己
の
存

在
を
認
め
る
事
が
出
来
た
の
み
だ
、
そ
れ
も
、
く
だ
ら
ぬ
義
理
の
た
め

に
何
時
も
折
角
芽
を
出
し
た
本
能
が
打
ち
ま
か
さ
れ
て
仕
舞
ふ
、
何
と

い
ふ
意
気
地
の
な
い
人
間
共
で
あ
つ
た
ろ
う
》
と
書
い
て
い
る
（
一
九

一
二
年
六
月
三
日
付
、
萩
原
栄
次
宛
書
簡
、
萩
原
隆
『
若
き
日
の
萩
原

朔
太
郎
』〈
一
九
七
九
・
六
、
筑
摩
書
房
〉）
一
四
〇
頁
。

（
１１
）
岩
波
文
庫
版
『
阿
部
一
族
』（
一
九
三
八
・
五
）「
解
説
」。

（
１２
）
『
新
潮
』（
一
九
一
九
・
六
）「
人
の
印
象
（
二
九
）」。

（
１３
）
紅
野
敏
郎
「
上
司
小
剣
宛
書
簡
」（『
文
学
史
の
園

一
九
一
〇
年
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代
』〈
一
九
八
〇
・
四
、
青
英
舎
〉）
九
一
頁
。

（
１４
）
一
海
知
義
『
詩
魔
』（
一
九
九
九
・
三
、
藤
原
書
店
）「
は
し
が
き
」

一
〜
三
頁
。

（
１５
）
『
将
軍
』
で
は
公
私
に
お
い
て
別
人
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
Ｎ
将

軍
（
乃
木
将
軍
）
の
人
間
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
四
部
構
成
の
「
四

父
と
子
と
」
で
は
老
境
に
入
っ
た
か
つ
て
の
軍
参
謀
の
一
人
（
な
ぜ
か

「
三

陣
中
の
芝
居
」
の
主
役
で
教
養
の
あ
る
も
う
一
人
の
参
謀
穂
積

中
佐
は
こ
の
章
で
退
場
し
て
い
る
）
で
、
現
在
は
中
将
に
な
っ
て
い
る

家
庭
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
Ｎ
将
軍
評
価
を
め
ぐ
る
世
代
間
の
対
立
劇

が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。
将
軍
は
、
あ
る
面
〈
モ
ノ
メ
ニ
ア
ツ
ク
〉

で
あ
り
、
ま
た
通
俗
講
談
を
愛
好
し
、
日
本
男
児
の
意
気
に
感
動
の
涙

を
流
す
人
間
で
あ
っ
た
。こ
う
し
た
将
軍
を
通
し
て
、芥
川
一
流
の
〈
ヒ

ユ
ウ
マ
ン
イ
ン
テ
レ
ス
ト
〉
が
反
語
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

中
将
は
息
子
を
相
手
に
、〈
一
介
の
武
弁
〉
で
は
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
し
て
誤
解
の
多
い
将
軍
の
相
対
化
を
試
み
、
Ｎ
将
軍
が
一
貫
し

て
〈
至
誠
の
人
〉
―
―
漱
石
も
ま
た
乃
木
大
将
の
殉
死
を
〈
至
誠
〉
か

ら
出
た
も
の
と
解
釈
し
た
―
―
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
息
子
は
、
将
軍
が
死
を
決
意
し
た
そ
の
直
前
に
妻
と
写
真
を
撮
っ

た
こ
と
に
違
和
感
を
表
明
す
る
。〈
至
誠
〉〈
殉
死
〉〈
写
真
撮
影
〉
と

い
う
一
連
の
Ｎ
将
軍
の
行
為
を
理
解
で
き
な
い
と
主
張
す
る
息
子
の
論

理
な
ら
び
に
感
性
と
、
父
の
思
い
描
い
て
い
る
将
軍
像
と
の
溝
は
容
易

に
埋
ま
ら
な
い
。
父
は
仕
方
な
く
〈
時
代
の
違
い
〉
と
い
う
解
答
を
出

し
て
息
子
と
の
和
解
を
図
る
の
で
あ
っ
た
。「
四

父
と
子
と
」
に
限
っ

て
い
え
ば
、
作
品
の
構
造
は
鷗
外
の
〈
五
條
秀
麿
も
の
〉
に
酷
似
し
て

い
る
。

（
１６
）
江
口
渙
『「
或
日
の
大
石
内
蔵
助
」
に
つ
い
て
』（『
芥
川
龍
之
介
全

集
』
第
一
巻
〈
一
九
六
三
・
八
、
筑
摩
書
房
〉「
月
報
１
」）

（
１７
）
芥
川
に
は
〈
武
士
道
〉
の
〈
忠
義
〉
を
描
い
た
歴
史
小
説
の
先
駆
と

し
て
『
忠
義
』（
一
九
一
七
・
三
『
黒
潮
』）
が
あ
る
。
小
大
名
板
倉
修

理
の
病
理
を
め
ぐ
る
〈
忠
義
〉
の
か
た
ち
二
様
（
主
君
へ
の
〈
忠
義
〉

か
家
へ
の
〈
忠
義
〉
か
）
を
主
軸
に
、
修
理
の
〈
狂
〉
―
〈
復
讐
〉
の

情
念
を
描
く
。
怨
念
の
狂
気
の
果
て
、
錯
誤
の
刃
傷
沙
汰
は
自
ら
の
切

腹
、
家
老
の
縛
り
首
、
お
家
取
り
潰
し
と
い
う
悲
劇
を
招
く
。

（
い
し
ざ
き
ひ
と
し
・
元
本
学
教
授
）
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