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小
島
氏
の
反
批
判
を
讃
ん
で

西

喜
久
子
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小
島
耳
目
治
者
『
太
卒
天
国
革
命
の
歴
史
と
思
想
』
に
射
す
る
私
の
「
書
評
」

に
射
し
、
著
者
か
ら
反
批
判
を
い
た
だ
い
た
(
本
誌
第
ぬ
巻
第
1
競
〉
。
批
判
刊

の
一
部
は
承
認
す
る
が
、
納
得
で
き
な
い
貼
も
多
い
の
で
、
再
び
筆
を
執
ら
せ

て
い
た
だ
く
。
以
下
、
小
島
氏
の
行
論
に
即
し
て
順
次
検
討
し
て
い
き
た
い
。

H

ま
ず
最
初
に
、
私
が
「
本
書
は
、

小
島
氏
が
過
去
二
十
年
聞
に
渡
表
さ

れ
た
:
:
」
と
書
い
た
こ
と
に
封
す
る
小
'局
氏
の
批
判
に
つ
い
て
。
小
島
氏
が

い
わ
れ
る
通
り
著
書
の
「
ま
え
が
き
」
に
は
た
し
か
に
「
こ
こ
十
二
、
三
年
の

閲
に
書
い
た
も
の
に
:
:
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
あ
と
が
き
」
の

牧
録
論
文
リ
ス
ト
に
は
、
一
九
五
九
年
刊
行
の
『
歴
史
評
論
』
掲
載
の
論
稿
が

含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
ま
え
が
き
に
に
は
何
の
説
明
も
な
か
っ

た
。
「
『
十
二
、
三
年
開
に
書
い
た
も
の
』
と
し
た
の
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

る
か
ら
だ
」
と
言
わ
れ
る
が
、
著
書
に
は
「
そ
れ
な
り
の
理
由
」
も
何
も
一
切

説
明
は
な
く
、

今
回
は
じ
め
て
「
説
明
」
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
歴
史
評

論
』
掲
載
論
稿
に
つ
い
て
は
「
中
園
で
の
太
卒
天
国
研
究
を
歴
史
的
に
ふ
り
か

え
る
の
に
有
放
と
考
え
た
か
ら
」
例
外
的
に
収
録
し
た
、
と
述
べ
ら
れ
た
。
小

島
氏
は
、
中
園
で
の
研
究
を
歴
史
的
に
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
は
、
著
書
の
編
集

方
針
か
ら
は
み
だ
す
例
外
を
作
っ
て
ま
で
牧
録
す
る
ほ
ど
重
要
な
意
義
を
認
め

ら
れ
な
が
ら
、
氏
自
身
の
研
究
を
歴
史
的
に
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
は
意
義
を
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
弘
文
堂
「
太
卒
天
国
の
思
想
」
〈
一
九
六

O

年
)
、
筑
般
書
房

「
太
卒
天
国
」
〈
一

九
六
一
年
〉
の
二
論
文
、
と
く
に
後
者

は
、
従
来
し
ば
し
ば
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
引
用
さ
れ
、
撮
り
ど

こ
ろ
と
さ
れ
て
き
て
お
り
、
小
島
氏
が
太
卒
天
国
研
究
の
論
文
集
を
出
版
さ
れ

た
と
な
れ
ば
、
こ
の
二
論
文
も
牧
録
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
は
至
極
自
然
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
牧
録
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
意
外
に
思
う
の
も
嘗
然
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
、
小
島
氏
は
コ
一
十
年
前
に
書
い
た
も
の
と
、
こ
の
香
に
収
め

た
も
の
と
の
ち
が
い
を
総
括
し
て
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
以
て
、

『
研
究
者

の
と
る
べ
き
態
度
』
を
う
ん
ぬ
ん
さ
れ
た
の
で
は
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
」
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
「
書
評
」
を
讃
ん
で
い
た
だ
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

私
は
、
車
に
コ
一
十
年
前
に
奮
い
た
も
の
と
、
こ
の
蓄
に
収
め
た
も
の
と
の
ち

が
い
を
総
括
し
て
明
示
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
以
て
、
「
研
究
者
の
と
る
べ
き

態
度
」
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
。
小
島
氏
が
現
在
の
到
達
貼
か
ら
、
既
設

表
論
文
に
糾
問
す
る
取
捨
選
揮
、
加
筆
、
訂
正
、
削
除
を
行
な
っ
て
著
書
を
編
集

し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
に
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
説
明
が
な

い
こ
と
を
指
摘
し
(
著
書
の

「
あ
と
が
き
」
に
は
「
再
録
に
あ
た
っ
て
は
、
す

べ
て
に
つ
い
て
必
要
最
低
限
の
加
筆
、
訂
正
を
行
な
っ
た
」
と
し
か
記
さ
れ
て

い
な
い
て
長
年
同
一
の
テ
1
7
を
研
究
し
て
い
れ
ば
、
自
己
の
奮
設
を
改
め

る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
は
、
嘗
然
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ど
こ
を
ど
う
愛

え
た
の
か
、
何
が
契
機
と
な
っ
た
の
か
、
こ
の
よ
う
な
形
で
一

書
に
ま
と
め
ら

れ
る
機
舎
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
か

っ
た
、
と
奮
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
「
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
し
か
受
け
と
め
ら
れ
な
い
小
島
氏
の
感

魔
に
は
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

同
第
一
部
「
農
民
革
命
の
思
想
」
に
謝
し
て
呈
し
た
疑
問
に
つ
い
て
。

「
甚
だ
見
嘗
外
れ
な
疑
問
だ
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
詳
細
な
お
答
を
い
た
だ
い
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た
。
た
し
か
に
こ
の
疑
問
は
、
必
ず
し
も
小
島
氏
の
論
文
の
核
心
に
か
か
わ
る

問
題
と
は
言
え
ず
、
私
自
身
も
、
拙
文
に
お
い
て
提
起
し
た
諸
々
の
疑
問
、
批

判
刊
の
中
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
枝
葉
に
属
す
る
疑
問
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
十
分
煮
つ
め
る
こ
と
な
く
不
用
意
に
記
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
反
省
し
て
い
る
。
私
が
よ
り
重
要
と
考
え
、
小
島
氏
の
見
解
を
お
き
き

し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
、
末
尾
に
「
な
お
、
第
一
章
と
第
二
章
で

は
、
上
帝
舎
の
特
質
に
つ
い
て
の
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
黙
は
後

述
す
る
」
と
記
し、

後
宇
都
の
「
本
書
全
鐙
に
か
か
わ
る
問
題
提
起
な
い
し
感

想
」
の
中
で
、
「
捉
え
方
の
違
い
」
を
具
践
的
に
指
摘
し
て
お
い
た
、
そ
の
瓢

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

の
黙
に
つ
い
て
は
、
「
こ

の
部
分
を
含
む
末
段
金
峰

に
つ
い
て
は
、
い
づ
れ
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
」
と
あ
っ
て
、
今
回
は
お
答

を
い
た
だ
け
な
か
っ
た
。

目
第
二
部
「
太
一
や
天
国
史
の
諸
問
題
」
に
つ
い
て
。

①

私
が

「
山
間
部
、
越
境
地
槽
と
い
う
地
理
的
保
件
に
よ
っ
て
土
地
所
有

形
態
、
階
級
関
係
を
一
義
的
に
規
定
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
疑
問
を

呈
し
た
こ
と
に
射
し
、
小
島
氏
は
「
だ
が
私
の
原
文
は
こ
う
だ
。

『第
一
黙
は
い
づ
れ
も
山
地
が
多
く
て
、
田
が
少
な
く
、
も
し
く
は
土
地
の

生
産
性
が
低
く
て
米
の
自
給
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
山
間
部
な
い
し
遊
境

A

企

(
著
書
の
原
文
は
迎
境
地
帯
と
な
っ
て

い
る
|
|
西
川
)
に
設
生
し
て
い
る
』

。
と

み
ら
れ
る
よ
う
に
無
限
定
に
『
山
間
部
な
い
し
越
境
地
帯
』
と
い
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
」
(
傍
黙
小
島
氏
)
と
述
べ
、
「
西
川
氏
は
筆
者
が
必
要
不
可
飲
と

考
え
て
付
興
し
て
い
る
限
定
係
件
を
、
い
と
も
あ
っ
さ
り
無
視
し
て
、

筆
者
の

合
意
と
は
こ
と
な
っ
た
内
容
に
努
え
て
し
ま
う
。
こ
の
個
別
性
を
軽
視
な
い
し

剣
山観
し
て
、
短
絡
的
に
一
般
化
す
る
の
が
、
氏
の
思
考
方
法
の
特
徴
と
私
は
思

ぅ
。」
と
論
難
さ
れ
た
。
傍
鈷
を
附
さ
れ
た
句
が
、

必
要
不
可
飲
な
限
定
篠
件

だ
と
す
れ
ば
、
抗
糧
暴
動
が
起
っ
た
地
域
は
、
「
山
開
部
な
い
し
迩
境
地
待
」

の
う
ち
で
も
、
と
く
に
「
山
地
が
多
く
て
、
田
が
少
な
く
、
も
し
く
は
土
地
の

生
産
性
が
低
く
て
米
の
自
給
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
」
(
以
下
「
・

・
よ
う

な」

と
略
記
さ
せ
て
い
た
だ
く
〉
地
域
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
「
山
関
部
な
い
し
趨
境
地
帯
」
に
「
:
・
:
・
よ
う
な
山
関

部
な
い
し
透
境
地
州
市
」
と

「
・
・
ょ
う
で
な
い
山
間
部
な
い
し
進
境
地
槽
」
と

が
あ
り
、
抗
糧
暴
動
は
前
者
で
起
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
者

書
を
熟
議
玩
味
し
て
も
、

後
者
の
よ
う
な
山
間
部
な
い
し
進
境
地
帯
を
明
示
す

る
諾
は
見
嘗
ら
ず
、
ま
た
、
小
'尚
氏
が
「
・
・
よ
う
な
山
閲
部
な
い
し
法
境
地

帯
」
以
外
に
、
「
・
ょ
う
で
な
い
山
開
部
な
い
し
迭
境
地
帯
」
を
想
定
し
て

お
ら
れ
た
形
跡
も
見
出
せ
な
い
。
「
-
:
よ
う
な
」
の
句
は
、
著
書
九
九
J
一

O
O頁
に
次
の
文
脈
の
中
で
記
さ
れ
て
い
る
。

「
湖
南
、
湖
北
に
お
い
て
大
規
模
な
抗
粗
暴
動
が
起
っ
た
莱
陽
、
安
化
、
祭

陽
な
ど
の
諸
脈
に
つ

い
て
み
る
と
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
な
共
通
黙
が
み
ら
れ
る
。

第
一
黙
は
い
ず
れ
も
山
地
が
多
く
て
回
が
少
な
く
、
も
し
く
は
土
地
の
生
産

性
が
低
く
て
米
の
自
給
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
山
間
部
な
い
し
迭
境
地
帯
に

設
生
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
来
陽
燃
に
つ
い
て
は

『
莱
土
、
燥
に
近
し
。
そ

の
回
、
下
中
に
閑
々
菅
股
(
映
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
|
|
西
川
)
あ
る
も
十
の

二
、
三
に
す
ぎ
ず
、
加
う
る
に
皐
乾
を
以
て
す
る
の
時
は
民
食
和
え
難
き
に
逢

う
。
・
・
・
(
中
略
|
西
川
V
・
:
』
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

長
沙
府
の
安
化
燃
は
『
首
岡
山
の
中
に
僻
慮』

し

『
山
多
く
田
少
な
く
、
民
食

牢
ば
は
賓
慶
・
盆
陽
に
資
す
』
と
あ
る
山
村
で
あ
っ
た
。

(
湖
北
〉
武
昌
府
の
崇
陽
・
泊
山
・
遜
悼
酬
の
諸
燃
も

『
山
谷
幽
深

・
民
情
獄

惇
』
と
か

『
地
滑
民
貧

・
僻
庭
に
偏
偶
す
』
と
し
る
さ
れ
て
い
る
山
地
で
あ
っ
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た。

:
;
」

た
。
)見

ら
れ
る
よ
う
に
小
島
氏
は
、
抗
糧
暴
動
が
起
っ
た
諸
燃
が
山
村
、
山
地
で

あ
る
こ
と
を
史
料
に
基
い
て
立
調
起
し
て
お
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
一
耐
料
金
鰻
を
山

村
、
山
地
と
捉
え
て
お
り
、

Mm内
の
、
し
た
が
っ
て
山
村
、
山
地
内
部
の
、
地

域
に
よ
る
違
い
に
着
目
す
る
槻
黙
は
認
め
ら
れ
な
い
。
小
島
氏
の
爾
黙
は
あ
く

ま
で
豚
単
位
の
硯
黙
で
あ
り
、
同
一
豚
内
の
地
域
に
よ
る
遠
い
、
山
開
部
内
部

の
地
域
に
よ
る
遠
い
を
検
討
し
て
、
抗
糧
暴
動
が
、
山
関
部
で
も
と
く
に
「
:
:
:

よ
う
な
」
地
域
に
限
っ
て
起
っ
て
い
る
、
と
い
う
論
誼
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
一
豚
内
部
、
山
間
部
内
部
の
地
域
に
よ
る
違
い
に
着
目
す
る
親
貼
が

な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
同
問
軍
位
の
統
計
に
依
接
し
て
、
抗
糧
暴
動
が
起
っ
た
地

域
の
村
落
の
階
級
構
成
を
立
設
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

今
回
の
反
論
の
中
で
は
「
地
形
や
地
質
、
水
利
の
僚
件
な
ど
が
:
:
・
多
分
に

不
均
質
な
地
域
か
ら
な
る
『
豚
』
で
は
、
師
料
全
慢
の
統
計
だ
け
で
は
ど
う
し
ょ

う
も
な
い
。
」
「
そ
の
意
味
で
は
、
抗
糧
暴
動
に
か
ん
し
て
『
中
園
経
済
年
鑑
』

の
統
計
を
使
用
し
た
場
合
に
も
、
ま
ず
こ
の
黙
を
各
燃
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き

だ
っ
た
と
思
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
著
書
の
段
階
で
は
、
こ
の
よ
う

な
税
黙
は
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
著
書
に
は
「
山
関
部
乃
至
遜
境
地
帯
」
(
「
」
は
小
島
氏
)
の

語
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
、
故
重
田
徳
氏
の
研
究
に
依
接
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
重
田
氏
は
『
湖
南
省
例
成
案
』
に
も
と
づ
き
、
地
主
制
の
二
つ
の
類
型
を

設
定
し
て
、
こ
れ
を
地
域
差
と
し
て
捉
え
、
佃
戸
の
隷
属
度
が
強
い
場
合
を
、

安
化

・
龍
山

・
道
州
等
、
山
間
部
乃
至
逸
境
に
お
け
る
地
主
制
の
存
在
形
態
、

逆
に
佃
戸
の
力
が
強
い
場
合
を
、
岳
州

・
澄
州
等
、
洞
庭
湖
周
遊
の
産
米
地
に

お
け
る
地
主
制
の
存
在
形
態
と
把
握
さ
れ
た
。
ハ
『清
代
社
舎
経
済
史
研
究
』

岩
波
書
広
一
九
七
五
年
七
一

J
七
二
一
負
。
な
お
、
こ
の
要
約
は
重
田
設
の

全
面
的
な
要
約
・
紹
介
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
〉
小
島
氏
が
、
重

田
氏
の
こ
の
シ
ェ

ー
マ
に
依
嫁
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
氏
自
身
が
著
書
一

O

一一
一J
一
O
四
頁
に
重
田
氏
の
研
究
を
紹
介
し
た
後
に
績
け
て
、
「
と
こ
ろ
で
抗

糧
暴
動
は
『
山
間
部
乃
至
進
境
地
得
』
す
な
わ
ち
重
田
氏
が
明
ら
か
に
し
た
所

に
よ
れ
ば
、
正
に
『
家
父
長
制
的
関
係
に
つ
つ
ま
れ
た
前
代
の
遺
制
』
が
残
存

す
る
地
域
の
:
:
:
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
き
て
、

重
田
氏
は
、
山
開
部
乃
至
透
境
の
語
に
「
」
を
附
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
小

島
氏
は
、
「
山
開
部
乃
至
逸
境
地
帯
」
と
「
」
を
附
し
て
こ
の
語
を
使
っ
て

お
ら
れ
る
。
こ
の
「
」
は
、
重
田
氏
の
論
誼
に
依
接
し
た
こ
と
を
示
す
「
」

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
重
田
氏
は
、
山
開
部
乃
至
逃
境

に
「
必
要
不
可
紋
の
限
定
候
件
」
を
附
す
こ
と
な
く
、
一
般
的
に
、
山
間
部
乃

至
迭
境
を
、
洞
庭
湖
周
迭
の
産
米
地
に
釣
宣
し
て
お
ら
れ
る
。
小
島
氏
は
、
重

田
氏
と
は
違
っ
て
「
山
閲
部
乃
至
透
境
地
州
市
」
に
特
定
の
意
味
を
持
た
せ
て
い

る
の
だ
、
即
ち
、
無
限
定
の
山
閲
部
乃
至
悲
境
地
婚
で
は
な
く
、
必
要
不
可
紋

の
限
定
候
件
を
附
し
た
、
「
:
:
・
よ
う
な
」
山
間
部
乃
至
迭
境
地
帯
を
「
山
開

部
乃
至
迭
境
地
帯
」
と
表
記
し
た
の
だ
、
「
」
は
、
「
・
:
:
よ
う
な
」
と
い

う
限
定
篠
件
を
い
ち
い
ち
附
す
る
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
の
、
簡
略
化
を
一
示
す

「
」
な
の
だ
、
と
、
あ
る
い
は
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
小
島
氏
が

重
田
氏
と
は
遣
っ
た
意
味
で
「
山
関
部
乃
至
透
境
地
帯
」
と
い
う
語
を
使
わ
れ

た
の
な
ら
、
そ
の
旨
を
明
示
し
て
お
か
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
」

に
関
し
て
い
え
ば
、
著
書
一
七
六
頁
の
註
伺
に
、
「
・
・
・
こ
の
二
回
怖
の
場
合

は
、
『
山
関
部
』

H

土
地
生
産
力
の
低
さ
の
故
に
地
主
H

小
作
制
が
一
般
的
支

配
的
に
な
り
得
な
い
地
域
と
は
匡
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
je--
」
と
い
う
記
述

が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
山
間
部
」
も
無
限
定
の
山
開
部
一
般
で
は
な
く
、
土

司，.
η
ru
 

噌

A
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地
生
産
力
の
低
さ
の
故
に
地
主
H

小
作
制
が
一
般
的
支
配
的
に
な
り
得
な
い
よ

う
な
山
間
部
を

「
山
間
部
」
と
表
記
し
て
い
る
の
だ
、
即
ち
、
必
要
不
可
紋
の

限
定
保
件
を
附
興
し
た
山
開
部
を
「
山
閲
部
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
依
り
に
そ
う
だ
と
し
よ
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
こ
の
必
要

不
可
飲
の
限
定
篠
件
は
、
翠
な
る
こ
と
ば
の
あ
や
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
論

設
内
容
に
お

い
て
も
兵
鰻
的
に
生
か
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
具
種
的
な
論
設
内
容
に
お
い
て
は
、
前
述
の
通
り
小
島
氏
の

視
貼
は
豚
単
位
の
親
黙
で
あ
っ
て
、
同
一
脈
内
の
地
域
に
よ
る
遠
い
、
山
開
部

内
部
の
地
域
に
よ
る
遠
い
を
具
種
的
に
検
討
し
て
、
抗
糧
暴
動
が
、
無
限
定
の

山
開
部
一
般
で
は
な
く
、
山
関
部
で
も
と
く
に
「

:
:
よ
う
な
」
地
域
で
起
っ

て
い
る
、
と
い
う
論
詮
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
著
書
に

お
け
る
小
島
氏
の
具
種
的
な
論
議
内
容
、
即
ち
、
抗
糧
暴
動
が
山
関
部
な
い
し

逃
境
地
憎
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
つ
:
:
よ
う
な
」
地
域
で
起
っ
て
い
る
と
い

う
論
設
を
抜
き
に
し
て
、
服
規
模
の
統
計
に
依
嫁
し
て
、

「
こ
れ
ら
の
地
域
で

は
自
作
な
い
し
自
小
作
、
す
な
わ
ち
賦
税
を
に
な
う
零
細
な
直
接
生
産
者
が
、

村
落
内
で
高
い
比
重
を
し
め
て
い
た
こ
と
」
を
裏
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
、
そ
の

論
調
苧
内
容
が
、
山
開
部
乃
至
透
境
地
幣
、
あ
る
い
は
山
開
部
に
「
」
を
附
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
急
に
繁
わ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
に
よ
り
私
は
、
小
島
氏
が
今
回
傍
駄
を
附
さ
れ
た
語
句
を
、
氏
が
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
必
要
不
可
似
の
限
定
候
件
を
一示
す
語
句
と
は
解
し
得
ず
、
山
開

部
な
い
し
遊
境
地
帯
の
全
鐙
を
一
般
的
に
説
明
し
た
こ
と
ば
と
解
す
る
ほ
か
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
小
島
氏
の
論
難
に
は
承
服
で
き
な
い
。

②
私
が
「
生
産
性
の
低
い
山
閲
部
、
逃
境
地
州
市
で
も
、
た
と
え
ば
、
廉
西

省
桂
一や
豚
で
は
・
・
(
校
卒
豚
志
の
引
用
〉
・
:
:
と
あ
り
、
山
閃
部
で
地
主
の

土
地
所
有
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
」
と
記
し
た
貼
に
つ
い
て
は
、
私

の
文
章
が
紙
数
の
制
約
を
意
識
し
す
ぎ
て
舌
足
ら
ず
に
な
っ
て
い
た
。

「
生
産

性
が
低
い
と
さ
れ
る
山
関
部
、
返
境
地
帯
で
も
、
た
と
え
ば
:
:
(
桂
一
φ
豚
志

の
引
用
)
・
・
と
あ
り
、
山
間
部
で
も
生
産
性
の
高
い
地
域
が
あ
り
、
そ
こ
で

は
地
主
の
土
地
所
有
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
」
と
書
く
べ
き
で
あ
っ

た
。
桂
卒
燃
の
山
間
部
(
三
都
五
秀
、
宣
一

・
二
里
)
が
土
地
生
産
性
の
高
い

地
域
で
あ
る
こ
と
は
、
ご
指
摘
の
通
り
拙
稿
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、

「
書
評
」
で
『
桂
卒
豚
志
』
を
引
用
す
る
ば
あ
い
、
生
産
性
が
高
い
こ
と
を
述

べ
た
部
分
ま
で
引
用
す
る
と
引
用
が
長
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
す
で
に
前
稿
で

指
摘
し
て
お
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
部
分
の
引
用
を
省
略
し
、
し
た
が
っ

て
説
明
文
の
中
で
も
「
生
産
性
の
高
い
地
械
が
あ
り
」
と
い
う
説
明
を
省
い

て
、
皐
に
「
山
間
部
で
地
主
の
土
地
所
有
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
」

と
書
く
に
と
ど
め
た
の
だ
。
い
わ
ん
と
し
た
こ
と
は
、
小
島
氏
が
山
間
部
、
進

境
地
帯
を
お
し
な
べ
て
土
地
生
産
性
の
低
い
地
域
|
↓
地
主
日
小
作
制
が
一
般

的
支
配
的
に
な
り
得
な
い
地
域
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
謝
し
て
、

「
山
開
部
、

透
境
地
槽
と
い
う
地
理
的
傑
件
に
よ
っ
て
、
土
地
所
有
形
態
、
階
級
関
係
を
一

義
的
に
規
定
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
疑
問
を
呈
し
、
山
間
部
の
な
か

に
も
土
地
生
産
性
が
高
い
地
域
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
地
主
的
土
地
所
有
が
進
ん

で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
地
主
制
の
展
開
度
は
、
土
地
生
産
性
の
高
低

と
あ
わ
せ
て
商
品
経
済
の
浸
透
度
、
農
民
の
副
業
の
あ
り
方
な
ど
を
考
慮
に
入

れ
て
、
個
別
的

・
具
鰻
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

黙
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
書
評
」
で
私
が
『
桂
卒
豚
志
』
を
引
用
し
た
の

は
、
生
産
性
の
低
い
土
地
で
も
地
主
制
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
た

め
で
は
な
く
、
山
間
部
で
も
地
主
制
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。
桂
卒
豚
志
の
山
開
部
が
、
具
鐙
的
に
ど
う
い
う
地
域
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
前
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
け
ば
わ
か
る
こ
と
だ
と
考
え
て
、
む
し

。。
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ろ
、
前
稿
を
ふ
ま
え
て
問
題
を
提
起
し
た
の
で
あ
っ
て
、
小
島
氏
が
い
わ
れ
る

よ
う
に
、
前
稿
と
「
書
評
」
と
で
『
桂
卒
豚
士
山
』
の
記
述
の
扱
い
方
を
第
え
た

わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
即
ち
、

『桂
卒
勝
志
』
の
記
述
を
、
前
稿
で
は
、
土

地
生
産
性
が
高
い
の
で
地
主
制
が
展
開
し
え
た
こ
と
を
立
設
す
る
根
嬢
と
し
て

使
い
、
「
書
評
」
で
は
、
生
産
性
が
低
い
土
地
で
も
地
主
制
が
成
立
し
う
る
根

接
と
し
て
使
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
小
島
氏
の
よ
う
に
山
開
部
、

透

境
地
帯
を
お
し
な
べ
て
土
地
生
産
性
の
低
い
地
域
|
↓
地
主
H

小
作
制
が
一
般

的
支
配
的
に
な
り
得
な
い
地
域
と
置
い
て
し
ま
う
こ
と
に
劃
し
て
疑
問
を
持
っ

た
の
は
、
桂
卒
懸
の
山
関
部
の
例
|
|
即
ち
山
関
部
で
も
土
地
生
産
性
が
高

く
、
地
主
H

小
作
制
が
展
開
し
て
い
る
地
域
が
あ
る
ー
ー
が
念
頭
に
あ
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
「
書
評
」
で
桂
卒
燃
の
山
開
部
が
土
地
生
産
性
の
高
い
地
域
で
あ

る
こ
と
に
特
に
ふ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

「書
評
」
に
お
け
る
私
の
問
題
提
起

の
安
嘗
性
を
弱
め
こ
そ
す
れ
、
強
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
土
地
生
産

性
の
高
い
山
関
部
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
方
が
、
私
の
論
旨
に
と
っ
て
は
、

む
し
ろ
有
利
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
紙
数
に
制
約
さ
れ
た
と
は
い
え
、
説
明
不
足

で
誤
解
を
招
い
た
こ
と
は
反
省
す
る
が
、
「
こ
れ
が

『研
究
者
の
と
る
べ
き
態

度
』
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
の
論
難
に
は
承
服
で
き
な
い
。

③

左

宗
裳
の
「
師
賀
蕉
農
あ
て
書
簡
」
の
解
穫
を
め
ぐ
っ
て
呈
し
た
疑
問

に
封
す
る
小
島
氏
の
回
答
に
つ
い
て
。

@
史
料
解
稗
に
関
し
て
は
、
「
私
の
奮
解
調
停
の
可
能
性
も
若
干
は
残
し
て

お
き
た
い
」
と
の
留
保
つ
き
で
、
「
落
穏
拾
い
」
と
解
す
る
こ
と
に
同
意
さ
れ

た
。
し
か
し
、
「
こ
れ
が
李
氏
の
小
作
地
で
は
な
く
、
『
手
作
地
の
欣
況
』
を

示
す
こ
と
」
に
は
渡
り
な
い
、
と
言
わ
れ
る
黙
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
常
識

的
に
は
、
落
穂
拾
い
が
小
作
地
で
行
わ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
だ
が
、
小
島

氏
も
い
わ
れ
る
と
お
り
、
嘗
該
地
方
に
お
け
る
落
穂
拾
い
の
慣
行
の
具
佳
的
内

容
が
不
明
な
段
階
で
、
左
宗
裳
の
こ
の
記
述
を
も
っ
て
、
地
主
手
作
地
の
例
設

と
す
る
こ
と
に
も
、
な
お
検
討
の
徐
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
こ
の
李
氏
の
回
が
「
刈
分
小
作
」
の
小
作
地
で
、

農
信
仰
が
地
主
側
の
分
か

ら
少
量
を
盗
み
取
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

@

農
婦
た
ち
が
殺
を
賓
り
に
行
っ
た
庖
に
つ
い
て
、
私
が
、
(
〉
に
入
れ

て
「
お
そ
ら
く
李
氏
の
経
営
す
る
雑
貨
庖
で
あ
ろ
う
」
と
注
記
し
た
こ
と
に
射

し
て
、
私
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
黙
は
謀
議
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め

る
。
し
か
し
「
絡
ま
れ
た
自
分
の
回
の
穀
を
買
い
と
る
ほ
ど
慈
悲
深
い
郷
居
地

主
の
姿
を
思
い
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
」
と
記
さ
れ
て
い
る
黙
に
つ
い
て

は
、
も
し
そ
の
殺
が
絡
ま
れ
た
穀
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、

李
氏
で
な
く
楊
氏
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
地
主
仲
閲
と
し
て
、
ま
た
、
李
氏
の
門

前
に
広
を
聞
い
て
い
る
よ
し
み
か
ら
、
そ
の
殺
を
買
い
取
る
よ
う
な
こ
と
は
し

な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
続
ん
だ
穀
で
あ
る
か
否
か
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら

こ
そ
買
い
取
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

。
私
が
「
小
島
氏
は
、
一
つ
の
仮
設
を
立
て
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
左

宗
裳
の
報
告
の
断
片
を
切
り
つ
な
い
で
い
る
が
:
・
:
』
と
書
い
た
こ
と
に
射

し
、
小
島
氏
は
、
「
単
に
家
足
取
り
的
な
批
判
で
は
な
く
、
こ
れ
と
『
か
な
り

異
っ
た
郷
居
地
主
』
、
蛍
然
ま
た
こ
れ
と
封
を
な
す
農
民
の
『
姿
』
を
顎
得
的

に
提
示
」
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
目
下
、
私
の
研
究
朕
況
と
諸
篠
件
か
ら
、

研
究
分
野
を
湖
南
省
に
ま
で
鍍
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
獄
態
に
あ
る
た
め
、
時

日
を
近
い
終
来
に
特
定
で
き
ず
申
し
謬
な
い
衣
第
で
あ
る
が
、
湖
南
の
地
主
制

と
農
民
の
寅
態
に
関
し
て
充
分
な
知
識
を
得
、
そ
の
概
略
を
把
握
し
た
上
で
、

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
師
賀
熊
農
あ
て
書
簡
」
を
分
析
し
、
批
判
の
封
象
と
な
り

う
る
よ
う
な
自
設
を
提
出
し
て
責
任
を
果
せ
る
日
が
一
日
も
早
く
な
る
よ
う
努

力
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

-129ー



348 

④

「
第
凶
の
飢
」
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
。

@
ま
ず
小
島
氏
は
、
私
の
要
約
が
「
粗
雑
か
つ
短
絡
的
」
だ
と
論
難
さ
れ

た
。

「
窮
闘
の
乱
」
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
第
一
章
凶

五
抗
租
暴
動
に
つ

い
て
の
節
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
第
五
節
は
全
般
で
五
頁
徐
の
短

い
も
の
で
あ
る
。
紙
数
に
制
約
さ
れ
る
書
評
に
お
い
て
は
、
ど
う
し
て
も
重
鮎

的
、
選
律
的
に
問
題
黙
を
と
り
上
げ
て
要
約
、
紹
介
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
も
そ
も
四

O
O頁
に
及
ぶ
著
書
を
、
紙
数
に
制
約
が
あ
る
中
で
、

全
面
的
に
、
正
確
に
要
約
す
る
こ
と
は
、

著
書
を
要
約
し
紹
介
す
る
こ
と
そ
の

こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
た
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と

で
あ
る
。
ま
し
て
私
が
依
頼
さ
れ
た
の
は
書
評
で
あ
り
、
著
書
の
中
の
問
題
黙

を
指
摘
、
書
評
す
る
こ
と
に
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
主
要
部
分
を
あ
て
る
必
要
上
、

書
評
の
目
的
に
沿

っ
て
で
き
る
限
り
簡
潔
に
要
約
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
の
で

あ
る
。
こ
の
第
五
節
に
関
し
て
い
え
ば
、
小
島
氏
が
、
「
窮
幽
の
飢
」
が
起
っ
た

地
域
に
つ
い
て
「
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
」
を
「
前
提
」
と
し
て
設
定

し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
問
題
熟
と
し
て
指
摘
す
る
た
め
に
「
書
-
評
」
の
よ
う
な

要
約
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
「
し
か
し
そ
れ
は
こ
の
地
践
に
お
け
る
地
主

制
、
と
く
に
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
、
従
っ
て
村
落
が
主
と
し
て
は
佃

戸
に
よ
っ
て
椛
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
篠
件
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い。
L

(

傍
黙
西
川
)
と
い
う
小
島
設
が
、
氏
の
使
用
さ
れ
た
「
統
計
」
に
よ
る

限
り
、
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
上
、
最

少
限
の
要
約
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
小
島
氏
が
「
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般

化
」
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
お
ら
れ
な
い
の
に
、
提
起
し
て
お
ら
れ
る
か
の

如
く
に
謀
議
し
て
要
約
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
粗
雑
か
つ
短
絡
的
」
と
の
論
難

も
甘
受
し
よ
う
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
小
島
氏
は
明
白
に
こ
の
問
題
を
提

起
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
。

@
つ
ぎ
に
私
が
、
「
統
計
」
か
ら
見
る
限
り
、
こ
の
地
域
に
つ
い
て
「
『
寄

生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
』
と
い
う
前
提
は
成
立
し
な
い
」
(
こ
の
一

句
は

小
島
氏
の
著
書
の
原
文
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
。)
と
述
べ
た
こ
と
に
謝
し

て
、
小
島
氏
は
、
「
統
計
」
に
あ
た
っ
て
確
か
め
る
手
綴
き
を
と
ら
な
か
っ
た

の
は
大
き
な
錯
誤
で
あ
っ
た
こ
と
を

認
め
ら
れ
、

「
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
西
川
氏
の
よ
う
に
、

『
こ
の
窮
幽
の
闘
争
が
ひ
ろ
が
っ
た
(
私
の
原
文
に

は
傍
黙
を
付
し
た
部
分
の
字
句
は
な
い
)
地
域
で
は
、
。
寄
生
的
な
土
地
所
有

の
一
般
化
。
と
い
う
前
提
は
成
立
し
な
い
』
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
私
を
批
判
さ
れ
た
。
こ
れ
は
全
く
見
嘗
違
い
な
批
判
円
で
あ
る
。
私
は
そ
ん
な

断
定
は
ど
こ
に
も
し
て
い
な
い
。
小
島
氏
の
「
前
提
」
を
、
氏
の
著
書
に
お
け

る
視
貼
・
方
法
に
従
っ
て
、
氏
が
利
用
し
た
「
統
計
」
に
も
と
づ
い
て
裏
づ
け

よ
う
と
試
み
た
と
こ
ろ
、

一銭
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
小
島
氏
が

抗
糧
闘
争
に
お
い
て
利
用
さ
れ
た

『中
園
経
済
年
鑑
』
の
統
計
か
ら
見
る
限
り
、

「
窮
幽
の
飢
」
の
舞
肇
と
な
っ
た
湖
南
・
湖
北
の
諸
燃
に
つ
い
て
、
「
寄
生
的

な
土
地
所
有
の
一
般
化
」
と
い
う
小
島
氏
の
「
前
提
」
は
成
立
し
な
い
、
と
述

べ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
そ
の
限
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
。

の
し
か
も
小
島
氏
は
、
私
の
要
約
が
「
粗
雑
か
つ
短
絡
的
」
だ
と
し
て、

牢
ベ

l
ジ
徐
に
わ
た
り
、
一
原
文
は
こ
う
だ
」
と
御
自
身
の
「
原
文
」
を
引
用

し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
、
何
の
こ
と
わ
り
も
な
く
、
原
文
の
一
部
を
書
き

換
え
た
上
で
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ

は
著
書
一

一一一
O
頁
五
行
自
の
「
こ
の
全
く
階
級
的
な
要
求
、
そ
の
寅
現
を
め
ざ

す
組
織
が
・
・
」
以
下
の
文
を
、
紙
数
に
制
約
が
な
か
っ
た
と
恩
わ
れ
る
著
書

で
は
改
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
引
用
部
分
全
践
が
一
つ
の
段
落
を
な
し
て
い
た
の

に
、
紙
数
に
制
約
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
今
回
、
わ
ざ
わ
ざ
改
行
し
て
、
二
つ
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の
段
落
に
分
け
て
い
る
。
い
ま
一
つ
は
、
著
書
で
は
、
「
こ
の
全
く
階
級
的
な
要

求
、
そ
の
寅
現
を
め
ざ
す
組
織
が
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
、
今
回
「
こ
の
全
く

階
級
的
な
要
求
の
賓
現
を
め
ざ
す
組
織
が
」
に
繁
更
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
も

長
文
の
引
用
を
さ
れ
な
が
ら
、
同
じ
段
落
内
に
含
ま
れ
て
お
り
、
私
の
要
約
、

問
題
提
起
に
重
要
な
か
か
わ
り
を
持
つ
、
同
頁
九
行
自
の
「
こ
の
こ
と
と
地
主

に
た
い
す
る
-EE---
」
以
下
の
文
章
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
操
作

を
通
じ
て
文
意
を
微
妙
に
努
え
て
し
ま
っ
た
上
で
、
「
み
ら
れ
る
よ
う
に
直
接

生
産
者
で
あ
る
佃
戸
が
副
業
的
商
品
生
産
、
ま
た
米
の
販
賀
、
購
買
な
ど
を
つ

う
じ
て
商
品
流
通
市
場
と
深
く
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
、
『
減
租
、
減
息
、
反

拙
皿
金
』
と
い
う
『
こ
の
全
く
階
級
的
な
要
求
』
が
提
起
さ
れ
た
理
由
を
見
、
そ

の
賀
現
を
め
ざ
す
組
織
が
『
闘
練
』
の
形
式
を
借
り
て
作
ら
れ
た
候
件
と
し

A

A

 

て、

『寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
・
』
を
推
定
し
た
の
だ
。
」
(
傍
黙
小

島
氏
、
ム
ム
西
川
)
と
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
書
の
原
文

全
鎧
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
「
寄
生
的
な
土
地
所
有
の
一
般
化
」
は
、

「
窮
闘
」

の
組
織
が
「
園
練
」
の
形
式
を
借
り
て
作
ら
れ
た
篠
件
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

「
こ
の
全
く
階
級
的
な
要
求
」
が
提
出
さ
れ
た
篠
件
と
し
て
も
前
提
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
著
書
の
原
文
で
は
「
推
定
」
で

は
な
く
「
前
提
」
の
語
句
が
使
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
私
は
、
は
た
し
て
こ
の

「
前
提
」
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
。
小
島
氏
は
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
操
作
を
加
え
て
ま
で
、
私
の
思
考
方
法
が
「
粗
雑
か
つ
短
絡
的
」

だ
と
い
う
印
象
を
読
者
に
輿
え
よ
う
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

⑤
「
太
卒
天
国
と
農
民
」
の
項
で
、
私
が
「
小
島
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
諸
闘
争
と
太
卒
天
国
が
直
接
結
び
つ
い
た
例
は
未
だ
見
出
せ
ず
、
た

だ
抗
糧
暴
動
に
つ
い
て
の
み
呼
臆
す
る
動
き
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
」
と
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
。
南
関
与
え
ら
れ
た
紙
数
は

残
り
わ
ず
か
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
舎
に
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
い
が
、
一
言
だ
け
述
べ
て
お
く
と
、
私
が
「
直
接
結

び
つ
い
た
例
」
と
し
て
想
定
し
て
い
る
事
態
は
、
小
島
氏
が
主
張
さ
れ
る
「
直

接
結
び
つ
い
た
例
」
と
は
、
そ
の
兵
僅
的
内
容
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

⑤
「
マ
ル
ク
ス
の
『
太
卒
天
国
』
論
」
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
、
要
約
の

し
方
に
劃
す
る
小
島
氏
の
批
剣
は
承
認
す
る
。
私
自
身
が
蛍
面
こ
う
し
た
テ
ー

マ
に
謝
し
て
関
心
が
薄
い
た
め
、
研
究
史
を
充
分
に
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
一

議
後
の
印
象
を
軽
率
に
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
率
直
に
反
省
し
て
い
る
。

⑦
最
後
に
、
南
京
建
都
以
後
の
太
卒
天
国
政
権
の
性
格
を
ど
う
捉
え
る

か
、
と
い
う
粘
'
に
関
し
て
。
私
が
問
題
に
し
た
の
は
、
小
島
氏
の
太
.
卒
天
国
許

債
が
、
一
九
六
六

・
六
七
年
頃
を
境
と
し
て
出
炭
化
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
で
あ

っ
た
。
即
ち
、
一
九
六
一
年
の
筑
摩
「
太
卒
天
国
」
で
は
、
建
都
イ
コ
ー
ル
王

朝
化
と
み
な
し
、
短
期
間
に
せ
よ
、
革
命
的
性
格
を
持
っ
た
政
権
が
成
立
し
て

い
た
こ
と
を
認
め
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
全

く
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
六
年
十
一
月
に
接
表
さ
れ
た

『
史
潮
』
論
文
(
著
書
牧
録
〉
で
は
、
建
都
直
後
の
太
卒
天
国
政
権
の
性
格
い

か
ん
と
い
う
問
題
を
ま
ず
設
定
し
、
事
賀
に
基
い
て
こ
れ
を
検
設
す
る
と
い
う

手
績
を
ふ
む
こ
と
な
く
、
太
卒
天
国
運
動
の
理
解
に
か
か
わ
る
よ
う
な
論
黙
に

つ
い
て
、
草
間
設
を
そ
れ
と
な
く
修
正
さ
れ
た
。
そ
の
黙
に
疑
問
を
呈
し
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
疑
問
に
は
答
え
ら
れ
ず
、
私
が
「
安
易
に
政
権
の
階
級
的
性
格

に
つ
い
て
規
定
」
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
小
島
氏
に
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

回
答
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
問
題
を
愛
え
て
し
ま
わ
れ
て
い
る
。

伺
以
上
、
小
島
氏
の
私
に
制
到
す
る
反
批
判
を
逐
次
検
討
し
て
き
た
(
紙
数

の
制
約
上
、
一
部
の
論
黙
を
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
)
が
、
拙
許
は
、
内
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容
紹
介
及
び
各
論
文
に
即
し
て
個
別
的
に
疑
問
を
呈
し
た
前
宇
部
と
、
著
書
全

殺
に
か
か
わ
る
問
題
提
起
を
行
っ
た
後
宇
都
と
か
ら
成
っ
て
お
り
、
私
が
重
黙

を
置
い
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
後
宇
都
で
あ
っ
た
が
、
今
回
お
答
を
い
た
だ
い

た
の
は
、
主
と
し
て
前
宇
部
に
つ
い
て
で
あ
り
、
後
宇
部
に
つ
い
て
は
「
い
づ

れ
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
日
を
待
た
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
す
る
。
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