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狂
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そ
の
す
ぐ
れ
た
問
題
意
識
と
、
堅
実
な
実
証
的
態
度
と
に
よ
っ
て
、
幕
末
外

交
史
に
関
す
る
多
く
の
論
稿
を
世
に
問
わ
れ
て
き
た
石
井
孝
氏
が
、
そ
の
二
十

年
来
の
業
績
を
整
「
理
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
外
交
史
に
全
く
門
外
漢
で
あ

る
私
に
は
、
こ
の
七
百
頁
に
も
お
よ
ぶ
大
著
を
書
評
す
る
よ
う
な
任
に
は
、
と

う
て
い
た
え
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
の
べ
る
よ
う
な
本
書
の
す
ぐ
れ
た

特
色
は
、
門
外
漢
で
あ
る
私
で
さ
え
も
本
書
を
ひ
も
と
か
せ
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
・
本
書
が
決
し
て
特
殊
史
と
し
て
の
外
交
史
で
は
な
く
、
題
名
が

『
明
治
維
新
の
国
際
的
環
境
』
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
明
治
維

新
史
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
の
外
交
史
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
対
外
問
題

に
歪
面
を
求
め
て
か
か
れ
た
維
新
史
自
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
私
も
、
本
書
の
そ
の
よ
う
な
鯛
磁
に
従
っ
て
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

　
本
命
の
内
容
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
序
論
　
　
明
治
維
新
の
政
治
過
程
概
観
。

　
第
一
章
　
碕
港
両
都
開
港
開
市
延
期
閲
題
の
経
過
。

　
第
二
章
　
外
交
関
係
の
転
換
点
と
し
て
の
四
爾
連
合
艦
隊
下
関
攻
撃
。

　
第
露
章
・
繊
外
交
関
係
の
進
展
と
条
約
勅
許
・
改
税
壷
掘
。

　
第
四
章
　

「
英
岡
策
論
漏
を
中
心
と
す
る
「
倒
慕
」
策
の
展
開
。

　
第
五
章
　
仏
瞬
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
の
対
日
政
策
。

　
第
六
章
　
政
権
交
代
を
め
ぐ
る
繭
際
情
勢
。

　
こ
の
よ
う
に
、
序
論
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
第
一
章
以
下
の
各
章
は
、
い
ず

れ
も
外
交
史
上
の
特
殊
な
請
問
題
を
、
精
緻
な
史
料
で
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
特
殊
な
諸
問
題
が
同
時
に
、
幕
末
・
維
漸
期
の
政
治
過
程
を
、
諸

外
照
．
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
政
策
の
展
開
・
変
質
過
程
に
お
い
て
把
握

さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
問
題
意
識
の
下
に
統
一
さ
れ
た
業
績
と
な
っ
て
お
り
、
現
在

の
維
新
史
研
究
に
多
く
の
卓
見
を
提
議
し
て
お
ら
れ
る
。

　
本
書
に
貫
か
れ
て
い
る
基
本
線
は
、
　
「
い
ず
れ
に
せ
よ
国
際
資
本
主
義
が
日

本
に
望
ん
だ
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
民
主
主
義
草
命
で
は
な
く
、
幕
藩
権
力
の
絶

対
主
義
へ
の
漸
進
的
転
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
封
建
的
危
機
の
激
化
に
対
応

し
て
わ
が
封
建
酌
支
配
漸
が
た
ど
ろ
う
と
し
て
い
る
の
と
、
本
質
的
に
は
岡
じ

方
向
で
あ
っ
た
」
　
（
一
三
頁
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
当
蒔
石
本
に

開
国
を
迫
っ
た
悶
際
資
本
主
義
は
、
日
本
を
そ
の
販
売
市
場
と
し
て
確
保
す
る

た
め
に
は
、
日
本
の
一
応
の
近
代
化
を
、
す
な
わ
ち
幕
藩
体
制
の
変
質
を
も
と

め
た
が
、
決
し
て
「
民
衆
の
革
命
的
闘
争
に
よ
る
封
建
権
力
の
顯
覆
」
を
も
と

め
な
か
っ
た
。
　
「
現
在
の
封
建
的
権
力
の
う
ち
の
開
明
酌
分
子
に
よ
る
上
か
ら

の
ブ
ル
ジ
コ
ワ
的
改
革
」
　
（
＝
二
頁
）
が
も
と
め
ら
れ
た
点
を
分
析
し
、
そ
の

こ
と
を
通
じ
て
圏
内
の
政
治
過
程
分
析
の
視
角
を
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二

　
ま
ず
第
一
章
で
は
、
安
政
条
約
で
規
定
さ
れ
た
開
港
地
の
う
ち
、
兵
庫
・
新

潟
両
港
の
翻
港
延
期
お
よ
び
江
戸
・
大
阪
登
霞
の
開
市
延
期
を
幕
府
が
堤
議
し
、
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こ
れ
を
諸
外
国
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
が
受
け
い
れ
て
い
く
経
過
を
分
析
し
た
も

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
開
国
に
反
対
す
る
尊
擬
運
動
の
た
め

曹
境
に
た
た
さ
れ
た
纂
府
の
立
場
を
理
解
し
て
、
開
港
・
胎
市
延
期
の
纂
府
側

の
要
詰
を
承
認
し
て
い
く
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
貿
易
拡
大
の
見
地
扁
（
一
〇
七

頁
）
に
も
と
づ
き
、
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
が
譲
歩
し
た
の
は
、
門
貿
易
が
巳
本
に
お

い
て
満
足
す
べ
き
発
展
を
と
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
、
幕
尉
が
日
本
型
界
の
中
心
勢

力
で
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
い
た
」
（
墨
黒
頁
）
。
そ
し

て
幕
府
が
そ
の
体
制
を
強
化
す
る
た
め
の
隠
を
稼
が
せ
る
と
共
に
、
さ
ら
に
幕

府
支
配
者
の
開
明
化
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
上
、
貿
易
発
展
に
よ
る

幕
府
の
嘉
強
化
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
＝
二
九
頁
）
。
し
か
し
延
期
承
認
の

条
件
と
し
て
、
手
入
品
関
税
の
軽
減
を
実
現
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
か
っ
た

（
第
一
章
・
輔
論
）
。
要
す
る
に
、
幕
府
強
化
を
中
心
と
す
る
幕
藩
体
翻
の
変
質

を
も
と
め
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
圏
内
体
制
の
安
定
化
・
一
応
の
近
代
化
を
期

待
し
た
点
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
第
二
章
は
、
一
八
六
四
年
の
英
・
仏
・
米
・
蘭
四
麟
連
合
艦
隊
の
下
関
攻
撃

を
め
ぐ
る
外
交
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
幕
府
中
心
の
体
制
の
安
定
化
に
貿
易
の
拡
大
を
期
待
し
、
文
久
期
の
政
局

の
混
乱
に
も
「
依
然
静
観
主
義
を
捨
て
な
か
っ
た
」
（
一
七
六
頁
）
の
で
あ
る

が
、
六
三
年
夏
か
ら
六
四
年
の
初
め
に
か
け
て
の
、
幕
府
お
よ
び
下
垂
派
長
州

藩
の
動
向
に
よ
る
貿
易
の
衰
微
・
対
日
薄
商
関
係
の
危
機
化
に
苅
鋭
し
て
、
イ

ギ
リ
ス
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
　
「
日
本
の
全
支
配
階
級
に
鎖
国
面
出
計
画
の

不
可
能
な
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
る
た
め
」
　
（
二
〇
〇
貰
）
に
下
関
攻
撃
を
提
唱

す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
策
に
見
事
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

封
建
酌
支
配
溝
の
撰
夷
か
ら
開
園
へ
の
『
改
宗
」
、
「
対
日
政
策
遂
行
の
支
点
と

し
て
の
彼
ら
の
育
成
・
強
化
」
と
い
う
「
國
際
資
家
が
下
関
遠
征
を
選
じ
て
意

図
し
た
最
高
の
政
治
的
翔
的
」
（
二
七
五
頁
）
が
実
現
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
そ

し
て
第
三
章
で
そ
の
方
向
が
詳
述
さ
れ
て
い
く
。

　
第
三
章
で
は
下
関
攻
撃
に
長
州
藩
が
敗
れ
た
結
果
起
り
は
じ
め
た
国
内
情
勢

の
変
化
が
、
イ
ギ
リ
ス
側
を
し
て
そ
の
対
臼
貿
易
拡
大
を
期
す
る
た
め
の
幕
府

強
化
の
方
向
を
変
え
さ
せ
て
い
っ
た
購
情
、
す
な
わ
ち
第
二
章
で
の
べ
ら
れ
た

「
最
高
の
政
治
的
臼
的
」
実
現
の
目
パ
体
化
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
幕
府
か
ら
西

南
雄
藩
に
乗
り
か
え
て
い
く
過
程
が
、
条
約
勅
許
・
改
税
煙
霞
の
問
題
を
通
じ

て
分
析
さ
れ
て
い
く
。
条
約
勅
許
の
問
題
が
改
め
て
提
起
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ

リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
ら
が
、
　
「
幕
府
権
力
の
失
墜
と
い
う
客
観
的
情
勢
を
認
識

し
た
う
え
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
」
（
三
四
六
頁
）
、
そ
れ
に
は
「
日
本
政

治
形
態
改
革
の
構
想
一
幕
府
独
裁
か
ら
雄
藩
連
禽
へ
…
が
秘
め
ら
れ
て
い

た
」
（
鷲
西
六
頁
）
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
、
そ
の
貿
易
拡
大
と
い
う
原
則
を
、

幕
府
強
化
の
方
向
か
ら
雄
藩
と
接
近
す
る
方
向
に
転
換
す
る
過
程
に
お
い
て
貫

い
て
い
く
点
を
分
析
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
方
向
は
、
幕
府
の
強
化

を
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
貿
易
独
占
を
期
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
方
向
と

喰
違
っ
て
く
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。

　
第
四
章
は
、
こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
政
策
の
転
換
を
、
イ
ギ
リ
ス
公
使

館
員
サ
ト
ウ
の
『
英
国
策
諭
』
の
分
析
を
中
心
と
し
て
解
明
さ
れ
、
つ
づ
く
第

五
章
に
お
い
て
、
こ
れ
と
対
立
す
る
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ
シ
ュ
の
幕
府
援
助
政

策
を
中
心
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
日
政
策
を
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
と
く
に
興
味
深
い
の
は
、
　
『
莫
国
策
論
』
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。

石
井
民
は
『
策
論
』
成
立
の
背
景
と
し
て
、
幕
府
の
貿
易
独
占
に
た
い
す
る
薩

摩
藩
の
反
対
と
貿
易
へ
の
進
出
、
内
戦
後
の
長
州
藩
の
密
貿
易
と
下
関
…
開
港
政
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書

策
と
を
と
り
あ
げ
る
。
つ
い
で
薩
・
長
を
結
び
つ
け
た
武
器
商
人
グ
ラ
ヴ
ブ
ー
、

薩
・
長
の
指
導
者
と
頻
繁
に
緩
触
し
た
サ
ト
ウ
の
存
在
を
あ
き
ら
か
に
し
、
条

約
改
訂
を
雄
藩
連
合
会
議
に
お
い
て
行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
「
本
質
的
に
は
公

武
合
体
で
あ
り
、
の
ち
の
大
政
奉
還
の
コ
ー
ス
」
　
（
賜
三
七
頁
）
に
つ
な
が
る

方
向
へ
の
政
治
改
革
を
提
起
し
た
と
『
策
論
』
を
評
価
し
た
。
こ
う
し
て
倒
幕

運
鋤
に
関
す
る
新
し
い
辞
価
を
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
六
章
は
、
一
八
六
七
・
八
年
の
武
力
討
幕
段
階
に
お
け
る
国
際
的
情
勢
を

あ
き
ら
か
に
す
る
。
　
「
大
政
奉
還
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
『
平
和
革
命
』
の
コ
ー

ス
こ
そ
、
ま
さ
に
パ
ー
ク
ス
の
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
六
二
六
頁
）
。

す
な
わ
ち
討
幕
段
階
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
は
、
幕
藩
体
制
の
平
和
的
な

変
輩
、
い
い
か
え
れ
ば
公
議
政
体
論
コ
…
ス
・
土
佐
町
コ
ー
ス
に
お
け
る
天
皇

政
府
の
支
持
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
　
「
討
幕
の
行
ぎ
す
ぎ
に
対
す
る
岡
際

酌
圧
力
偏
　
（
窮
一
瓢
節
・
一
）
が
加
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
西
郷
隆
盛
ら
の
討
幕

派
の
指
導
者
た
ち
は
、
最
初
徳
絹
慶
喜
に
た
い
し
て
き
わ
め
て
強
硬
な
態
度
を

持
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
パ
ー
ク
ス
は
そ
の
よ
う
な
態
度
に
反
紺
の
意
向
を

示
し
た
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
が
新
政
府
に
も
っ
て
い
た
影
響
力
は
か
な
り
大
き
く
、

そ
の
た
め
こ
の
圧
力
に
は
新
政
府
も
屑
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

圧
力
が
、
新
政
府
に
加
え
ら
れ
た
の
は
、
討
幕
の
行
ず
ぎ
に
よ
る
内
戦
の
深
刻

化
が
蓬
田
貿
易
を
停
滞
・
混
乱
す
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に

「
日
本
の
政
権
を
早
期
か
つ
平
和
的
に
新
し
い
安
定
勢
力
に
移
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
本
と
い
う
市
場
を
確
保
・
拡
大
し
、
ひ
い
て
は
革
命
的
勢
力
の
拾
頭
を

も
阻
止
し
よ
う
と
す
る
、
パ
…
ク
ス
の
対
田
董
本
政
策
の
具
現
で
あ
っ
た
」
（
六

六
四
頁
）
と
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
政
策
を
評
価
さ
れ
た
。
そ
し
て
新
政
府
も
イ
ギ

リ
ス
の
圧
力
に
屈
し
て
、
新
政
府
の
体
鋼
を
公
議
政
体
論
的
体
制
に
止
め
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
ゆ

ミ

　
以
上
本
書
の
概
要
を
私
な
り
の
関
心
に
従
い
な
が
ら
紹
介
し
た
。
し
た
が
っ

て
、
本
書
の
幕
末
外
交
史
に
関
す
る
研
究
史
上
の
位
置
づ
け
は
、
全
《
果
し
得

て
い
な
い
。
．
し
か
し
こ
の
私
の
不
充
分
な
紹
介
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
5
に
、

多
く
の
新
し
い
事
実
を
眠
け
に
さ
れ
て
い
よ
う
。
と
り
わ
け
『
莫
岡
策
論
』
を

め
ぐ
る
第
四
章
の
分
析
、
討
幕
段
階
に
新
政
府
に
加
え
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
側
の

圧
力
を
解
明
し
た
第
六
章
の
分
析
は
、
従
来
の
維
新
史
論
に
修
正
を
要
求
す
る

新
し
い
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
本
書
の
結
論
と
も

い
う
べ
き
「
序
論
」
に
お
い
て
総
括
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
序
論
に
示
さ
れ
た
氏
の
維
新
史
論
は
、
一
つ
は
、
英
國
を
中
心
と
す
る
国
際

資
本
主
義
諸
国
の
対
臼
政
策
と
、
封
建
的
危
機
の
激
化
に
紺
識
し
て
封
建
的
支

配
者
が
た
ど
ろ
う
と
し
た
道
と
は
、
　
「
本
質
酌
に
は
剛
じ
方
向
で
あ
っ
た
」
と

い
う
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
方
向
が
具
体
酌
に
は
、
　
「
上
か
ら
」
と

「
下
か
ら
」
と
の
二
つ
の
途
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
考
は
ま
さ
に
本

論
の
結
論
で
あ
っ
た
。
後
者
に
関
し
て
は
、
　
「
上
か
ら
の
途
」
を
公
武
合
体
か

ら
大
政
奉
還
、
　
「
下
か
ら
の
途
」
を
尊
嬢
運
動
か
ら
武
力
討
幕
へ
の
コ
…
ス
と

し
た
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
政
治
路
線
の
存
在
に
関
し
て
は
、
石
井
氏
の
よ
う

に
「
二
つ
の
途
」
と
し
て
固
定
化
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
従
来
か
ら
主
張

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
私
に
ぱ
、
こ
の
本
論
で
論
証
さ
れ
た
前
蒋
の
点
か
ら
、
後
者
の
問
題

を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
石
井
氏
は
本
論
に
お
い
て
、

下
関
家
件
を
契
機
に
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
幕
府
よ
り
も
薩
長
両
藩
を
支
持
す
る
方
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向
に
転
換
し
は
じ
め
た
一
こ
の
こ
と
は
絶
対
主
義
形
成
の
方
向
が
具
体
化
し

は
じ
め
た
こ
と
を
慧
製
す
る
…
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は

序
論
の
叙
述
に
し
た
が
え
ば
、
　
「
下
か
ら
の
途
」
の
勝
利
の
方
向
が
具
体
化
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
本
論
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
転
換
は
薩
長
概
形
中

心
の
絶
対
主
義
形
成
へ
の
転
換
で
あ
り
、
序
論
の
「
六
、
倒
幕
派
の
勝
利
」
も

そ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お
り
、
し
か
し
そ
れ
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
支
持
は
、

公
武
合
体
か
ら
大
政
奉
還
へ
の
コ
ー
ス
を
歩
む
こ
と
に
た
い
し
て
で
あ
っ
た
。

と
す
る
な
ら
ぽ
、
石
井
氏
が
序
論
に
お
い
て
提
起
し
た
「
二
つ
の
途
」
は
、
こ

の
転
換
期
以
降
交
錯
し
て
く
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
起

る
の
は
、
こ
の
「
二
つ
の
途
」
論
に
お
い
て
も
従
来
の
諸
見
解
と
同
様
に
、
慶

応
期
の
倒
幕
運
動
を
文
久
期
の
尊
嬢
運
動
か
ら
穐
接
的
に
理
解
す
る
か
ら
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
石
井
氏
は
、
　
「
下
か
ら
の
途
」
の
主
体
を
、
　
「
寄
生
地
主
へ
転
化
す
る
客
観

的
法
則
の
上
に
立
」
ち
、
　
「
本
質
的
に
は
農
村
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
で
は
な
い
」
　
「
豪

農
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
三
四
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
豪
農
が
果
し
て
転
換
期
以
降

の
「
倒
幕
派
の
基
盤
」
と
な
り
え
よ
う
か
。
具
体
例
と
し
て
、
倒
幕
派
の
も
っ
と

も
中
心
的
な
指
導
者
大
久
保
利
通
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
決
し
て
尊

撰
運
動
に
参
加
せ
ず
、
こ
れ
と
対
立
す
る
公
武
含
体
を
推
進
し
て
い
た
。
た
し

か
に
文
久
期
に
は
、
公
武
馬
体
と
舟
釣
運
動
と
は
薄
燃
し
て
い
た
。
ま
た
慶
応

期
に
は
、
大
政
奉
還
と
武
力
討
幕
と
は
対
立
す
る
路
線
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
公
武
合
体
か
ら
大
政
奉
還
へ
、
尊
爵
運
動
か
ら
武
力
討
幕
へ
の
二
つ
の

路
線
へ
と
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
氏
が
、
豪
農
に
「
害
生
地
主
へ
転
化
す
る
｝
職
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
難
治
磁
農

に
転
化
す
る
面
と
を
一
身
に
兼
ね
備
え
」
て
い
る
点
を
認
め
る
な
ら
ば
（
二
〇

頁
）
、
　
そ
の
前
者
の
颪
に
お
い
て
「
下
か
ら
の
途
」
の
主
体
と
な
る
点
を
評
価

す
る
だ
け
で
は
片
手
落
ち
で
は
な
か
ろ
う
か
、
後
者
の
面
に
お
い
て
ブ
ル
ジ
望

ワ
革
命
運
動
に
参
加
し
う
る
可
能
性
一
単
な
る
可
能
性
に
終
る
か
も
知
れ
な

い
が
一
…
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
撃
壌
運
動
に
、

絶
対
主
義
に
帰
結
す
る
可
能
性
以
外
の
可
能
性
、
た
と
え
わ
ず
か
で
は
あ
れ
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
革
命
へ
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
尊
重
運
動
か
ら
倒
幕
運
動
へ
の
転
換
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
完
全

に
振
切
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
い
か
え
れ
ば
豪
農
的
立
場
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に

可
能
に
な
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
転
換
は
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
封
建
的
支
配
者
の
完
全
な
主
導
権
の
園
復
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
大
久
保
が
指
導
者
た
り
う
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
対
日
政
策
に
も
対
応

し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
『
英
国
策
論
』
の
分
析
で
提
起
さ
れ
た
問
題
も
、

こ
の
よ
う
に
倒
幕
運
動
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
統
一
的
に
掘
掻
さ
れ
う

る
と
考
え
る
。

四

　
以
上
き
わ
め
て
印
象
的
な
感
想
を
付
加
え
る
だ
け
に
終
っ
た
が
、
浅
学
の
私

に
は
、
こ
の
大
著
は
た
だ
教
え
ら
れ
る
こ
と
ば
か
り
が
多
か
っ
た
。
戦
後
の
維

新
政
治
史
は
長
足
の
進
歩
を
と
げ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
一
面
に
お

い
て
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
分
野
ほ
ど
研
究
論
文
の
少
な
い
研

究
分
野
は
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
石
井
氏
は
、
序
論
に
お
い

て
、
倒
幕
運
動
に
お
け
る
薩
摩
藩
の
役
劇
は
脇
役
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
果
し

て
薩
摩
藩
は
脇
役
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
到
底
そ
う
と
は
思
え
な
い
。

本
書
の
本
論
も
逆
の
結
論
の
導
き
だ
し
う
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
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書

点
に
関
し
て
も
、
石
井
氏
の
外
交
史
の
側
か
ら
の
分
析
に
対
置
し
う
る
国
内
政

治
史
の
側
か
ら
の
分
析
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
さ
れ
う
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
個
鋼
的
な
分
析
の
蓄
積
は
、
あ
ま
り
に
も
少
な

い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎
と
く
に
本
書
の
属
す
る
幕
末
外
交
史
の
分
野

に
お
い
て
は
、
戦
前
の
大
塚
武
松
氏
の
研
究
（
『
幕
末
外
交
史
の
研
究
』
昭
二
七

年
利
）
、
戦
後
の
ね
づ
ま
し
氏
の
論
稿
以
外
に
は
全
く
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
い

い
。
そ
の
中
で
進
め
て
こ
ら
れ
た
石
井
氏
の
研
究
が
、
こ
う
し
て
集
大
成
さ
れ

て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
後
学
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
全
く
か
け
が
え
の

な
い
贈
物
で
あ
る
と
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
A
5
坂
本
文
六
七
二
頁
　
索
引
三
九
頁
　
昭
和
三
二
年
一
一
月
　
吉
川
弘
文

館
発
行
　
定
価
一
、
三
〇
〇
門
）

日
本
史
研
究
会
史
料
研
究
部
会
遇

中
世
社
会
の
基
本
構
造

石
　
田
　
善
　
人

　
「
日
本
民
族
の
歴
史
的
発
展
の
跡
を
、
真
実
の
史
料
に
基
き
、
多
様
な
る
角

度
か
ら
、
実
証
豹
且
つ
理
性
的
に
研
究
し
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
到
達
せ
ら
れ

た
高
き
水
準
の
歴
史
認
識
を
、
広
く
一
興
大
衆
に
普
及
せ
し
め
る
」
と
い
う
目

的
を
巻
頭
言
に
掲
げ
て
、
日
本
史
研
究
の
第
一
号
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
湘

二
一
年
五
月
で
あ
っ
た
。

　
敗
戦
直
後
の
混
迷
と
困
難
を
排
除
し
て
刊
行
さ
れ
た
創
刊
号
に
は
、
戦
時
中

の
国
家
主
義
的
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
な
煩
な
き
研
究
生
活
を
得
た
先
輩

達
の
、
喜
び
と
抱
負
と
決
意
と
が
溢
れ
て
い
る
。
日
本
史
研
究
会
は
、
既
に
昭

和
二
〇
年
一
一
月
に
創
立
さ
れ
、
一
二
月
か
ら
は
例
会
（
研
究
発
袋
会
）
が
定

期
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。
当
面
、
九
〇
名
足
ら
ず
の
会
員
で
発
足
し
た
声
誉
も
、

そ
の
後
の
困
難
を
克
服
し
つ
つ
順
調
な
発
展
を
重
ね
、
先
年
、
創
立
一
〇
年
を

祝
っ
た
。
現
存
す
る
同
等
の
部
会
中
最
古
の
歴
史
を
も
つ
史
料
研
究
部
会
も
、

一
昨
年
創
立
一
〇
周
年
を
迎
え
た
ど
い
5
。
間
部
会
の
研
究
成
果
が
、
　
「
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
索
引
」
の
作
製
と
し
て
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
既
に
周

知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
書
も
亦
、
同
都
会
の
一
〇
周
年
の
記
念
事
業
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
部
会
員
で
あ
る
研
究
者
の
摂
頃
の
研
究
成
果

を
凝
集
さ
せ
た
論
集
で
あ
る
。
本
書
の
諸
論
稿
は
、
各
自
の
自
由
論
題
で
執
筆

さ
れ
て
お
り
、
始
め
か
ら
企
体
的
な
体
裁
の
統
一
調
和
を
図
っ
た
編
集
で
は
な

い
が
、
執
筆
者
の
関
心
が
、
期
せ
ず
し
て
中
世
際
会
経
済
史
の
具
体
的
究
明
に

集
中
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
そ
の
核
心
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
中
世
社

会
の
基
本
構
造
」
と
い
う
書
名
に
相
応
し
い
内
容
を
呉
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
書
は
大
別
し
て
、
1
領
主
制
の
課
題
、
x
名
・
在
家
の
実
態
、
班

座
・
商
業
の
発
展
、
の
三
部
と
し
、
別
篇
に
、
同
部
会
が
主
と
し
て
取
組
ん
で

い
る
門
大
乗
院
寺
祉
雑
事
記
」
に
つ
い
て
の
永
島
編
太
郎
氏
の
懇
切
な
解
題
を

収
載
し
て
い
る
。
工
領
主
制
の
課
題
に
は
、
黒
田
俊
雄
氏
「
荘
園
制
の
基
本
的

性
格
と
傾
主
制
」
、
村
井
康
彦
氏
「
荘
園
と
寄
作
人
」
、
河
音
能
平
氏
「
古
代
末

期
の
在
地
領
主
制
と
在
家
支
配
し
、
熱
田
公
界
「
笥
井
順
永
と
そ
の
時
代
偏
の
五

篇
を
奴
め
、
互
名
・
在
家
の
実
態
の
部
に
は
、
戸
田
芳
実
氏
「
国
衝
領
の
名
と

在
家
に
つ
い
て
」
、
工
藤
敬
一
風
「
辺
境
に
お
け
る
在
象
の
成
立
と
そ
の
存
在
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