
あ
る
以
上
、
も
と
も
と
本
書
に
「
野
心
作
」
を
期

待
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
意

味
で
は
コ
ン
パ
ク
ト
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て

お
り
、
重
宝
な
書
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

講
読
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
も
好
適
で
あ
ろ
う
。

　
（
九
二
頁
　
一
九
七
七
年
ド
。
民
。
麟
置
蓉
邑
質
導
）

　
　
　
　
　
　
（
八
塚
春
夢
　
京
都
教
育
大
学
講
師
）

○
●
い
●
鷺
O
G
D
ω
①

　
§
竃
鐵
憤
叙
黙
鳴
建
蕊
無
～
6
つ
ミ
黛
職
O
蕊

　
副
題
に
箆
襲
無
。
・
透
ミ
肉
裳
き
辱
恥
§
い
沁
黛
職
砺
ミ

と
あ
る
よ
う
に
、
本
書
は
一
八
世
紀
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
種
主

義
の
展
朋
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
に

対
す
る
ナ
チ
の
蛮
行
を
支
え
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が

人
種
主
義
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
だ
っ
た
の
は
す
で
に

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想

史
上
の
恥
部
は
従
来
正
当
な
扱
い
を
受
け
て
い
た

と
は
言
い
難
い
。
豊
麗
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
人

種
主
義
が
通
俗
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
伝
統
か
ら
の
逸
脱
な
の
で
は

な
く
、
逆
に
近
代
史
の
正
統
な
一
所
産
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
第
一
部
は

「
端
緒
」
と
題
さ
れ
、
　
一
八
世
紀
に
人
種
思
想
が

成
立
し
、
一
九
世
紀
に
ゴ
ビ
ノ
ー
ら
に
よ
っ
て
整

備
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
う
。
主
要
な
論
点
は
、

人
種
主
義
の
成
立
要
素
と
し
て
啓
蒙
主
義
と
玉
藻

主
義
が
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
、
当
時
の
人
類
学

が
人
種
の
分
類
を
行
な
う
際
に
美
的
基
準
が
導
入

さ
れ
、
後
に
人
種
主
義
の
基
本
的
思
考
形
式
に
な

る
、
人
種
の
価
値
的
な
ス
テ
ン
オ
タ
イ
プ
化
を
招

い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
人
種
的
観
点
が
国
民
的

観
点
に
す
り
か
わ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
促

進
し
た
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
　
「
浸
透
」
と
題
さ
れ

た
第
二
部
は
、
確
立
し
た
人
種
主
義
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
に
普
及
し
て
い
き
つ
つ
、
同
時
に
漸
た
な

要
素
を
吸
収
し
て
い
く
過
程
を
跡
づ
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
に
成
立
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ

ム
や
優
生
学
、
ア
メ
リ
カ
の
万
国
術
な
ど
が
そ
の

例
で
あ
る
。
そ
し
て
人
種
主
義
が
二
〇
世
紀
に
入

る
と
、
人
類
学
、
優
生
学
等
の
学
問
的
方
向
と
、

人
種
間
優
劣
差
を
強
調
す
る
神
秘
主
義
と
に
分
化

し
て
い
く
傾
向
に
住
意
を
向
け
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
論
点
の
中
に
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
な
ど
の

反
ユ
ダ
ヤ
主
義
組
織
の
活
動
の
叙
述
が
織
り
込
ま

れ
る
が
、
教
会
と
の
関
連
に
一
章
を
導
い
て
、
キ

リ
ス
ト
教
が
な
し
く
ず
し
に
人
種
主
義
的
思
考
に

感
染
し
て
い
く
様
を
追
跡
し
て
い
る
の
は
興
味
深

い
。
第
三
部
「
完
成
」
は
第
一
次
大
戦
後
の
状
況

に
始
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
反
ユ
ダ

ヤ
主
義
に
ま
で
言
及
し
て
い
く
が
、
核
心
を
な
す

の
は
ナ
チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
と
大
虐
殺
の
経
過
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
々
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で

あ
る
。
こ
こ
で
前
提
と
し
て
繰
り
返
し
強
調
さ
れ

る
の
は
敗
戦
と
革
命
で
あ
っ
て
、
大
戦
前
に
は
フ

ラ
ン
ス
と
比
べ
て
決
し
て
人
種
主
義
の
盛
ん
で
な

か
っ
た
ド
イ
ツ
が
、
結
局
ナ
チ
ズ
ム
の
反
ユ
ダ
ヤ

主
義
を
経
験
す
る
理
由
も
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
学
問
と
神
秘
主
義
の
分
化
し
た
二
傾
向
は
、

ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
実
行
に
お
い
て
再
び
統
＝
を
見

る
の
で
あ
り
、
そ
の
規
摸
と
並
ん
で
こ
の
よ
う
な

意
味
で
も
、
ナ
チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
は
人
種
主
義

の
極
点
と
見
な
さ
れ
う
る
。

　
以
上
の
簡
単
な
紹
介
で
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書

は
ナ
チ
ズ
ム
に
震
動
す
る
人
種
主
義
の
通
史
で
あ

る
。
著
者
の
視
野
は
ほ
ぼ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
渡

っ
て
お
り
、
ま
た
神
秘
主
義
的
な
人
種
観
念
に
と

ど
ま
ら
ず
、
広
く
擬
似
科
学
的
な
著
作
を
も
丹
念

に
渉
猟
し
て
い
る
。
と
く
に
第
三
部
で
は
、
と
も

す
れ
ば
福
過
さ
れ
が
ち
な
束
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
対
ユ
ダ
ヤ
人
政
策
に
も
焦
点
を

あ
て
、
人
種
主
義
あ
る
い
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
フ

ァ
シ
ズ
ム
の
内
的
連
関
を
考
え
る
う
え
で
の
格
好
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の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
人
種
主
義

　
　
思
想
を
概
観
す
る
場
合
の
好
個
の
研
究
と
言
っ
て

　
　
よ
い
だ
ろ
う
。
図
版
は
決
し
、
て
多
く
な
い
が
、
そ

　
　
れ
で
も
重
点
を
お
さ
え
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
非
合
理
主
義
的
な
思
想
、
観
念
が
社
会
的
に
拡
大

　
　
し
て
い
く
際
に
は
、
視
覚
的
要
素
は
非
常
に
重
要

　
　
な
宣
伝
手
段
と
な
る
の
だ
が
、
ホ
書
に
収
め
ら
れ

　
　
た
ポ
ス
タ
ー
等
は
、
た
と
え
ば
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

　
　
化
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

　
・
つ
た
か
を
、
読
者
に
説
得
的
に
理
解
さ
せ
る
の
に

　
　
役
立
つ
だ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
本
書
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
好
著

　
　
な
の
だ
が
、
そ
の
方
法
に
は
若
干
疑
問
が
残
る
。

　
　
個
々
の
思
想
家
を
社
会
的
脈
絡
か
ら
切
り
離
し
て

　
　
扱
い
、
そ
う
し
て
ナ
チ
ズ
ム
の
源
流
を
遡
及
的
に

　
　
追
求
し
て
い
く
方
法
は
、
す
で
に
多
く
の
抵
判
を

　
　
蒙
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
高
次
の
抽
象
度
を
も
つ

　
　
社
会
思
想
と
異
な
り
、
日
常
の
ル
サ
ソ
チ
マ
ソ
が

　
　
直
接
的
に
投
影
さ
れ
や
す
い
人
種
主
義
な
ど
の
場

　
　
合
、
思
想
の
成
立
す
る
社
会
的
背
景
を
抜
き
に
し

　
　
て
、
思
想
史
と
し
て
構
成
す
る
の
は
妥
当
だ
ろ
う

　
　
か
。
著
者
の
場
合
、
あ
ま
り
に
も
ス
ト
レ
ー
ト
に

介
　
ナ
チ
ズ
ム
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

　
　
れ
る
。
も
っ
と
も
著
者
も
こ
の
点
に
は
相
応
の
注

紹
　
意
を
払
っ
て
い
て
、
本
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
人

種
主
義
と
社
会
層
の
関
速
を
説
き
、
中
産
階
級
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い

る
。
思
想
史
と
社
会
史
と
を
、
単
な
る
お
題
目
で

な
く
、
実
際
に
一
箇
の
論
理
に
総
合
す
る
こ
と
の

困
難
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
問
題
は
本
書
に
よ
り

も
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
他
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
人
種
主
義
を
基
準

に
し
て
分
類
す
る
著
者
の
基
本
的
視
角
な
ど
に
も

疑
問
の
余
地
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
本
書

の
価
値
を
大
幅
に
減
じ
る
も
の
で
な
い
。
人
種
主

義
思
想
を
、
自
由
主
義
・
社
会
主
義
と
並
ぶ
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
伝
統
の
嫡
出
干
と
し
て
姐
上
に

の
ぼ
す
著
者
の
姿
勢
は
貴
重
で
あ
り
、
そ
の
点
に

本
書
の
メ
リ
ッ
ト
は
尽
く
さ
れ
よ
う
。
と
り
わ
け

こ
の
分
野
の
研
究
状
況
を
考
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
有
意
義
な
一
書
を
手
に
し
え
た
こ
と
を
喜
び
た

い
。

　
（
二
七
七
頁
　
一
九
七
八
年
u
o
鵠
畠
。
詳
9
該
．
u
Φ
簿
）

　
　
　
　
　
　
　
（
竹
中
亨
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

編
　
集
　
後
　
記

　
街
路
樹
の
葉
が
色
づ
き
、
初
霜
の
便
り
が
聞
か

れ
る
頃
と
な
り
ま
し
た
。
や
や
遅
れ
ま
し
た
が
、

六
二
巻
六
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
号
に
は
戦
国

期
畿
内
荘
園
の
精
緻
な
分
析
を
試
み
た
田
中
倫
子

氏
「
戦
国
期
に
お
け
る
荘
園
村
落
と
収
取
」
、
十

五
世
紀
中
央
ア
ジ
ア
史
の
先
駆
的
業
績
と
な
る
で

あ
ろ
う
堀
川
徹
氏
「
シ
ャ
イ
バ
ー
ニ
ー
・
ハ
ソ
と

ア
ル
ク
ー
ク
城
」
、
墳
墓
の
構
造
か
ら
漢
難
事
治

史
へ
も
迫
ろ
う
と
し
た
西
村
俊
範
氏
「
漢
代
大
型

墓
の
構
造
」
の
、
い
ず
れ
も
新
進
気
鋭
に
よ
る
力

作
三
篇
を
得
、
ノ
ー
ト
に
は
服
部
良
久
茂
に
ド
イ

ツ
中
世
都
市
史
を
取
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

十
分
に
御
吟
味
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
（
明
）

一
九
七
九
年
十
月
二
五
日
印
刷

一
九
七
九
年
十
一
月
一
日
発
行

史
発
行
人

印
刷
所

定
価
七
五
〇
円

林
　
　
　
（
第
六
二
巻
第
六
丹
）

京
都
市
左
京
区
吉
溝
本
町

京
都
大
美
文
学
都

　
史
　
学
　
研
　
究
　
会

　
　
　
　
　
　
　
振
替
京
都
五
一
五
五
番

　
理
事
長
島
田
慶
次

　
京
都
市
下
京
区
七
条
御
所
ノ
内
巾
町
五
〇

　
中
村
印
刷
株
式
会
社
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