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竹
内
の
判
断
で
は
、
座談
会
「近
代

の
超
克
」
は
「事
輿
と
し
て
の思
想
」

と
し
て
、
『文
学
騨
」
グル
ープ
馬
京

都
学
派
、
日
本
ロ
マ
ン派
の組
み
合
わ

せ
か
ら
な
っ
て
い
る
。そ
こ
に、
戦
争

の
体
系
を
く
み
か
え、
転
換さ
せ
る戦

争
の
思
想
の
形
成
の
可
能
性
を
さ
ぐ

ろ
う
と
す
る
。し
かし
、
結
局
、
三
つ

の
グ
ル
ー
プ
と
も
思想
形成
を
こ
ころ

ざ
し
て
思
想
喪
失
にお
ち
い
った
。
そ

れ
は
何
故
か
。
こ
の間
をあ
きら
か
に

す
る
こ
と
に
し
か
、戦
争
の
思想
的
遺

産
を
汲
み
あ
げ
る
こ
と
が
でき
な
い
と

グ

い
う
の
が
竹
内
の信
念
で
あ
る.

「マ
ル
ク
ス
主
義敗
退
後
の
中
間
的

知
識
人
の
いち
ば
ん活
発
な
活
勤
舞

台
で
あ
っ
た
「文
掌界
」
が、
一
つ

は
延
命
策
とし
て
「日本
ロ
マン

派
ト
の
国
体
思想
を
利
用
す
る
目
的

で
、
窮余
の策
とし
て知
性
の
最
後

の
あ
が
き
を見
せた
のが
「近
代
の

超
克
」
で
あ
っ
た
。京
都
学
派
の
教

義
学
を
「文
学
界」
グル
ー
プ
は
信

用
し
て
い
たわ
けで
は
な
い。
し
か

し
教
義
学
は
、
公
の
思想
の
視
述
と

し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
きぬ
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を主
体
的
に
内
側

か
ら
思
想化
す
る賭
け
が
こ
こ
で
試

み
ら
れ
た
。
そ
のた
め
「日
本
ロ
マ

ン
派
」
の
終
末
思想
が
利
用
す
べ
き

も
の
に
思
わ
れ
た
。

「近
代
の
超

克
」
思
想
にお
い
て
「日
本
ロ
マン

派
」
は
、
復
古
の側
面
に
ょ
って
で

な
く
終
末
賄
の
側面
で
作
用
U
た
と

考
え
ら
れ
る
。
「永
久
戦
争
』
の
理

念
を
、教
義
とし
てで
な
く
、
思
想

主
体
の質
任
にお
いて
行
為
の
自
由

と
し
て解
釈
し
なお
す
た
め
に
は
㍉

ど
う
し
て
も
終
未
齢
が
不
可
欠
だ

が、
「文
学
界
」的
知
性
か
ら
は
終

未
諭
の
契
撫
は導
き
出
せ
な
い
。
そ

のた
め
に彼
ら
は
、
「日
本
ロ
マン

派
」
に力
を借
り
よ
う
と
し
、
い
わ

}

ぱ
毒
を
も
って
毒
を
制
し
よ
う
と
し

た
。そ
し
て
「近
代
の
超
克
」
と
い

う
戯
倒
を
え
が
い
た
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
が
「事
笑
と
し
て
の
思
想
」
の

「近
代
の
超
克
」
の
質
祠
で
あ
る
。
要

約
の
発
想
を
検
酎
す
る
と
、
主
語
は

「近代の超克」の三要素

 

「文
掌
界
」
の
「中
聞
的
知
識
人
」
に

代
表
さ
れ
る
知
性
で
あ
る
。
「中
聞
的

知
識
人
」
と
い
う
規
冠
は
、
庶
民
的
イ

ン
テ
リ
ゲ
ソ
チ
ャ
と
い
い
な
おし
た
方

が
ぴ
った
り
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ

の
発
想
は
い
く
ら
か
意
外
な
感
じ
が
す

桶
谷
秀
昭

る
。
つ
ま
り
、
「近
代
の
超
克
」
と
い

う
戯
画
を
λ
が
い
た
と
い
う結
論
を
い

う
た
め
に
、
「文学
界
」
グ
ル
ー
プ
が

主
爾
の
位
置
に
つわ
っ
て
い
る
と
いう

要
約
の
労想
が
、径
謝
にお
も
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

「文
字
界
」
グ
ル
ー
プは
、
「
公
⑤

思
想
の
租
込
」
を
「概
念
の
恣
意
にカ

テ
ゴ
リ
ー
を従
属さ
せ
」
るこ
とに
よ

っ
て
お
こ
な
った
京都
学
派
の
「空

論
」
に
す
ぎ
ぬ教
義
に、
肩
す
かし
を

食
い
、
目
本
ロ
マン
派
の徹
底
的
な
思

想
破
壊
、
終
末論
に
叩
き
のめ
さ
れ
た

の
で
あ
る
。第
一の
主
役は
日
本
ロ
マ

ン
派
で
め
り
、
京都
学
派
は
日
本
ロ
マ

ン
派
に
集
り超
えら
れ
た
第
二
の
主
役

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん、
こ
の図
を
「文
学
界
」

イ
コ
ー
ル庶
民
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
が
、
日
本
ロ
マン
派
お
よ
び
京
都
学

派
イ
コ
ー
ル戦
争
イヂ
オ
ロ
ーグ
に
、

鼻
ず
ら
を
ひ
きま
わ
さ
れ
た
、
と
いう

ふ
う
に
救
断
し
て
は
まず
い。
そ
れ
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
「事実
と
し
て
の

思
想
」
を
解
凋
し
て
し
まう
結
果
に
な

る
。「文

掌
界
」
的
知
性
にと
っ
て思
想

形
成
と
は
、
も
し
可
能だ
と
し
た
ら
、

京
都
掌
派
や
、
と
りわ
け
日
本
ロ
マン

派
を
利
用
す
る
こ
と
にあ
った
、
と
竹

内
は
み
て
い
る
。あ
きら
かに
「知
的

戦
傑
」
と
い
う唯
一の契
桟
に
よ
って

の
み
そ
れは
可
能
だ
った
。
そ
し
て
竹

内
は
「知
的
戦
傑
」
を共
有
し
た
知
識

人
と
し
て
そ
の
瞬
聞
、
か
ぎ
り
な
く

ザ
「文
掌界
」的
知
性
に
身
を
す
り
寄
せ

て
い
る
.し
かし
、
そ
う
な
れ
ば
、
も

は
や
「文
掌
界
」的
知
性
と
は
、
そ
の

範
囲
が
ほ
とん
ど際
限
な
く
ひ
ろ
が
っ

て
い
き、
河
上
徹
太
郎
で
よ
桟

小
林

秀
雄
でよ
く
、
亀
井
勝
一郎
で
よ
く
、

胃
野
李吉
でよ
く
、
竹
内
好
も
も
ち
ろ

「
縦
額
印
壌
嘩
を
越
声
,

の

㎜

㎜
40
年
度

京

大

予

算

概

ん
入
れ
てよ
く
、
つ
いに
保
田
与
箪
郎

で
さ
え
よ
い
と
いう
ま
で
に
払
散
し
う

る
殊
民
的
イ
ン
テ
リ
の
想
鍛
栂
遣
に
ほ

か
な
ら
な
く
な
る
。

「知
的
戦
櫟
」
に
患
想
形
式
の
可
臨

性
を
み
る
か
、
思
想
喪
失
を
し
か
み
な

い
か
は
、
悟
念
の
問
題
だ
と
お
も
う
。

し
か
し
、
事
実
と
し
て
は
、
戦
争
の
遣

行
に
つ
れ
て
、
思
想
喪
失
を
し
か
認
め

わ
け
は
不
可
舵
だ
った
.)、
そ
れ
は
竹

つ
つ
、
何
も
云
っ
て
い
な
い
や
う
な

内
も
認
め
て
い
る
.
し
か
し
現
在
、
生

虚
ろ
さ
を
み
せ
つ
け
た
。
そ
れ
で
よ

きて
い
る
日
本
人
の
戦
争
に
た
い
す
る

い
の
で
あ
る
。
こ
の
虚
ろ
さ
は
、
や

践任
あ
る
慰
想
を
間
題
と
す
る
か
ぎ

が
て
沈
痛
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
う

り
、
戦
争
の
二
出
構
造
と
い
う
認
識

さ
う
い
ふ
感
じの
方
が
濃
く
な
っ
て

は
、
対
中
国
戦
争
、
対
米
英
戦
争
、
を

き
た
。
日
本
の
国民
が、
沈
痛
なし

帝
国
上
義
侵
陥
戦
争
で
一払
し
、
悪
と

つ
か
さ
を
、
心
の底
に
た
くは
へ
る

勘
定
す
る
観
点
よ
り
は
る
か
に
纒
位
に

と
き
に
、
初
め
て國
の
慈
識は
恢
復

54
って
い
る
。
後
者
か
ら
は
、
戦
争
(

さ
れ
る
の
で
あ
る
。さ
うし
て今
日

総
力
戦
)
に
疹
加
し
た
民
搬
の
エ
ネ
ル

ま
で
ムっ
て
き
た翼
賛
文化
論
や
、

ギ
ー
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い

指
導
腺
理
論
の
一運
には
、
そ
の時

し
、
し
た
が
って
日
本
人
の
主
体
的
な

に
退
い
て
も
ら
ふ方
がよ
い
と思

自
▽
的
な
居
想
を
戦
後
、
形
成
す
る
こ

ふ
。」
(
「日
本
的世
界
観
とし
ての

と
は
事
笑
で
き
な
か
った
・

国
学
の
再
建
」
昭和
十
六
年
七
月
)

総
力
戦
の
段
階
で
竹
内
の
論
理
を
現

こ
れ
が、
対
米
英
開
戦
前
夜
の
保
田

実
に
あ
て
は
め
て
み
た
場
A只
つ
ま
り

の
終
未
齢
であ
る
。
い
っさ
いの
「指

そ
の
論
理
が
現
実
を
仮
に
動
か
し
た
と

導
原
理
論
」
を
「近代
の
かけ
こ
と

は
」
と
杏定
し
、
そ
れ
がお
の
ず
か
ら

す
れ
ば
、
大
東
亜
戦
争
は
ど
う
な
っ
て

「虚
ろ
」
に
な
っ
て
いく
の
を
「そ
れ

いた
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
敗
戦
は
ま

で
よ
い
」
と
い
い、
そ
の
麗
う
さ
の
極

ぬ
が
れ
な
か
った
は
ず
だ
。
し
か
し
、

ま
る
と
ころ
に
民
衆
の
「沈
痛
」
が
顕

敗
け
方
が
ち
が
い
、
ち
が
っ
た
敗
戦
の
わ
に
な
る、
そ
れ
が
「国
体
の
精
華
」

中
か
ら
、
ち
が
っ
た
戦
暦

本
が
簑

であ
る・
と
い
う・
「指
導
原
理
飴
」

れ
た
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
仮
説
は
成
り

の
中
に
は京
都
学
派
の
「世
界
史
の
西

立
つ
の
で
は
な
い
か
。

学
」
も当
然
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

に霧
詣
縫
吐簾
鍾
攣
糟
編髄
鍵
鰯

も
、
戦
争
が
本
土
決戦
の
段
園
に
ま
で

とし
て保
田の
否
短
の
対
象
に
な
る
。

告
白
の
き
ら
い
な
竹
内

だ
が
明
ら
か
な
西
田
哲
学
の
影

ら
れ
な
い
.
し
か
し
、
大
多
数
の
庶
民

的
イ
ン
テ
リ
が
感
じ
た
「知
的戦
漂
」

は
』
い
わ
は
日
本
近
代
史
の
ア
ポ
リ
ア

(蝦
関
)
」
の
実
繍
の
次
元
で
の
強
轍

な
体
験
で
あ
った
。
こ
の
体
験
か
b
「

保
田
の
も
つ
破
壊
力
を
意
味
転
換
に
利

用
ず
る
だ
け
の
強
い
思
想
主
体
」
が
生

ま
れ
な
か
った
の
は
「戦
争
の
二
璽
性

格
が
附
分
け
さ
れ
な
か
った
こ
と
つ
ま

り
ア
ポ
リ
ア
が
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
認
識

の
対
蝋
に
さ
れ
な
か
っか
ら
」
で
あ
る

。
こ
れ
が
竹
内
の
紬
論
で
あ
り
。
出
発

点
で
あ
る
。
紙上
で
ゴ
ー
ル
を
ひ
い
て

も
、
現
実
に
は
、
つ
ま
り
戦
後
の
日
本

の
現
実
に
は
た
ら
き
か
け
る思
想
が
ま

だ
生
ま
れ
て
い
な
い
理
由
で
、
依
然
と

し
て
そ
れ
は
出
発
点
で
あ
る
。

対
中
国
戦
争
は
植
民
地
侵
略
戦
争
で
あ

り
、
対
米
英
戦
争
は
帝
国
主
義
戦
争
だ

と
い
う
の
が
、
竹
内
の
い
う
「戦争
の

二
重
性
格
」
で
あ
る
。
帝
国
主
義戦
争

と
植
民
地
僅
略
戦
争
と
は
騨体
の
も
の

だ
か
ら
、
こ
の
胴
わ
け
を
ナ
ン
セ
ン
ス

と
す
る
公
式
は
、
戦
後
の
支
配
的
な
戦

争
観
だ
った
し
、
い
ま
で
も
そ
う
で
あ

る
。
事
実
と
し
て
は
、
昭
和
+
六
年
+

二
月
八日
以
降
の
段
階
で
は
、
そ
の
附

三
≡
≡
当
三
…
謄…

三
≡
=
≡
;
一三
=
三
三
一三
三
一師

要

㎜

新
寮
、
薬
学
部
等
の
予
算
は
未

定

㎜㎜駈㎜　㎜鼎

京
大
級
理
部
は
昭
和
四
十
年
度
の
京
大予
算
の概
答
を明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
は
来
年
度
京
大
予
算
は
国
立
与
校
狩
別
会計

一六七
五

鳳
円
の
六
%
強
に
あ
た
る
約
百
一憶
円
で、
今
年
度
予
算
よ
り
約
十
億
円
の
鮒
額
と
な
る
見
近
み
で
あ
る
。
文
教
施
設
、
厚
生
施
設
の
詳細
はま

だ
折
衝
中
で
あ
る
と
事
務
局

は
発
表

を
避
け

て
い
る
。
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来
年
度
予
算
の
う
ち
教
育
学
部
、
薬
学

部
、
熊
野
薪
寮
な
ど
注
目
さ
れ
る
文

教
、
厚
生
晒
設
予
算
は
事
務
局
の
方
で

は
折
衝
中
で
あ
る
と
し
て
衷
明
し
て
い

な
い
が
、
学
長
、
事
務
局
畏
、
経
理
部

長
な
ど
が
東
京
か
ら
引
き
上
げ
て
い
る

現
状
か
ら
み
れ
ぱ
、そ
れ
ら
の
大部
分
、

は
既
に
決
定
を見
て
い
るも
の
と思
わ

れ
る
.堂
局
の話
では
施
般
予
算
は
今

生
反
予算
の
二七
%
増
と
見
込
ん
で
い

る
の
で約
十
三億
円
に
な
る
も
よ
う
。

教
青、
研
究
費
の
個
人
当
た
り
予
算

冒
当
積
算
校
費
十
%
、
教冒
研
究
費

八
%
と
な
っ
て
い
る
。
また
晒
設
新

営
、
修
繕
費
が
一
一%、
一股
医
療

費
が
二
八%
増
と
な
っ
て
いる
。
各

施
設
増
加
、
新
設
に
伴
う
人
事
関
係

の
予
算
、
職
員
の
増
加
は
公
務
員
補

充
禁
止
令
(ス
ト
ップ
令
)
や
、
各

学
部
、
団
体
の
紛
争
を
避
け
る
た
め

か
明
替
を
し
て
い
な
い
。

そ
の
他
来
年
辱
了算
の
決
定
に
佐
う
京

大
の
講
座
、
研
究
部
門
の
新
増
設
予
定

は
次
の
通
り
.

単
価
は
掌
生
当
禎
算
校
康
+
%
、
敦
【訴
設
蟹磁
】

教
脅
字
部
ら比
較
教
宵
学
科

理
学
出
・極
低
温
物
理
学
糾

工
字
部
・
一般
物
理
学
科

【新
設
学
科
】

大
学
軌
研
究
課
修
士
議
程

薬
学
部
・製
薬
化
学
科

工
学
部
・電
気
エ
学
第
二
掌
科
、
余
属

化
工
学
科
、
化
学
ユ
掌
糾
(化
宰
機械

学
科
廃
止
)

理
学
路
・数
理
⊥
学
博
士
課
程
、
島
分

子
化
学
科
(繊
維
化
学
科
廃
凸

農
学
秘
。林
産
工
学
粧
層

医
掌
鄙
・掌
生
二
十
名
増
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【新
設
拡
邪研
究
施
設
】

東
南
ア
ジ
ア
研
究
施
設

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
研
先
施
設

病
玩
診
療
科
、
結
核
菌
外
糾
・病
床
二

+
床
増

地
殻
変
動
観
測
所
(阪
卑
県
上
配
に
防

災
研
付
属
で
建
設
)

巣
洋
文
献
セ
ン
タ
i
(人
文研
付属
)

【新
設
拡
充
研
究
部門
】

理
写
麺
・
数理
解
耕学
科
、
41
謡型
固

題
、
応
用解
析
学

防
災
研
・地
震予
知
計
測

化
字
研
・高
分子
結
晶
学
研
究
軌

い
r.て
い
れ
ば
も
う
ち
ょ
っ
と考
え
た

と
思
う
。沖
縄
だ
け
切
り
離
さ
れ
てし

よ
った
のは
、
あ
る
慧味
で
は
不
幸
だ

った
。そ
う
い
う
と銭
酷
な
ん
だ
け
れ

ど
も、
私
は
兵
隊
で
甲国
に
い
て
、
本

士
決
戦
を
やれ
は
い
い
と思
っ
て
い

た
。
(笑
)
や
っ
てど
う
な
る
か
と
い

う
と、
別
の
可
能
性
を
立
て
て
い
た
。

公
には
言
いに
く
いこ
と
な
ん
だ
け
れ

ども
」
(幽
談
会
「大
栗
亜
共
栄
凹
の

理念
と現
冥
」
「忠
想
の
科
学
」
六
三

年十
二月
)
と
いう
竹
内
の
発
趨
は
、

そ
の仮
説
の
上
に
立
って
い
る
と
み
な

され
る
。
本
十
決
戦
は
、
永
久
戦
嶺
と

い
う国
家
権
力
の
戦
争
理
念
か
ら
い
っ

て、
必
主で
あ
った
。
し
か
し
、
そ
の

理念
が現
笑
とし
て
の
本
土
決
戦
を
迫

られ
る
段
階
に
ま
で
来
た
と
き
、
無
条

件降
伏
が飛
びだ
し
た
。
本
土
決
戦

は、
日
本
人
に
と
って
「不
幸
」
「残

酷
」だ
か
ら
、
捨
て
ら
れ
た
の
で
は
な

か
った
。
本
土
決
戦
が
不
幸
ミ
残
酷
で

し
か
な
い
ほ
どに
、
戦
争
目
的
は
う
し

なわ
れ、
民
衆
に
虚
脱
し
て
い
た
の
で

あ
った
。

「ド
イツ
と
同様
、日
本
は
ま
っし

ぐ
ら
に
奈
落
め
が
け
て
築
進
す
る
急
瞭

行
列
軍
だ
と
信
じ
て
い
た
傑
は
、
ア

メ
リ
カ
軍
が
上
陸
を
敢
行
し
、
濃
尾

平
野
が
戦
勘
と
な
っ
た
あ
か
っ
き
に

は
、
氾
濫
す
る
ア
メ
リ
カ
軍
の
一部

は
、
必
ず
郷
里
三
河
の
一隅
に
も
侵

入
す
る
に
相
違
な
い
と
考
え
た
。
そ

の
場
合
、
郷
里
の
人
々
は
ど
ん
な
に

驚
き
蝋
ぐ
こ
と
だ
ろ
う
か
と
思
い
、

彼
自
身
人
一倍
手
の
か
か
る
男
で
あ

る
長
兄
を
引
率
者
と
し
て
、
乳
母
車

や
リ
ャ
刀
1
を
引
き
、
と
り
乱
し
た

姿
で
山
聞
都
の
奥
ふ
か
く
避
難
し
て

行
く
家
族
遷
の
姿
を
あ
そ
こ
此
処
に

想
像
し
た
。
」
(本
多
秋
五
「芸
術

・歴
史
・人
間
」
一九
四
五
媒)

・本
多
秋
五
の
体
験
的
告
白
は
、
本土

決
戦
で
、
も
は
や
、
と
り
乱し
て
逃げ

ま
ど
づ
し
か
し
い
日
本
人
の
「不
幸
」

「残
酷
」
の
笑
感
を昔
逸
的
に
った
え

て
い
る
。
と
り乱
し
も
せ
ず
悠
冶
と
し

て
ム土
決
戦
に
立
ち
占
う
態
度
と
い
う

も
の
が
ある
とす
れ
は
、
そ
の
態
度
を

支
え
る
根
拠
は
、
保
田
の
終
末
思
想
し

か
な
か
った
だ
ろ
う
。
っ
い
で
に
保
田

の
終
朱
論
と
い
う
もの
が
、
貝
体
的
に

何
だ
った
か
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

}「

「
呂論
は
す
べ
て
に
指
導
と
ム
った

近
代
の
か
け
こ
と
ば
を
為
へる
さ
き

に
、
ま
つ
ひ
し
ひ
し
と
身
に
但
っ
て

き
た
も
の
を
感
じ
、
多
く
を
ロ
に
し

そ
し
て
そ
の
保
田
じ
し
ん
の
主
体
も
、

い
っさ
い
の
「近
代
」
に
ふ
く
ま
れ
る

も
の
と
し
て
杏
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
保
田
は
「虚
ろ
さ
」
の
極
ま
っ

た
「沈
痛
」
と
い
う
心
情
に
基
礎
を
置

く
表
現
で
い
った
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
保
田
と
は
「虚
ろ
」
な
る
も
の
で

あ
り
、
竹
囚
の
い
う
「座
」
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。

十
二
月
八
日
の
「知
的
戦
傑
」
(剛

上
)
、
「虹
の
よ
う
に
翫
れ
る
一す
じ

の
光
芒
」
(竹
囚
)
を
、
保
田
は
す
で

に
準
備
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に

そ
の
時
こ
そ
、
「保
田
の
も
つ
破
壌
力

を
意
味
転
換
に
利
用
す
る
」
チ
ャ
ン
スロ

だ
った
/
「意
味
転
換
に
利
用
す
る
」

と
は
、
保
田
の
過
激
な
「近
代
」
の
全
「

否
だ
の
ま
っ
た
だ
な
か
に
、
「日
本
近

代
史
の
ア
ポ
リ
ア
」
を
引
き
鱈
え
る
こ

と
に
ょ
って
歯
止
め
を
か
け
、
「虚
ろ

」
な
る
も
の
へ
ゆ
く
か
わ
り
に
、
「抵

抗
」
の
契
機
を
つ
か
む
贈
け
を
こ
こ
ろ

み
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ポ
リ
ア
は
解
決
さ
れ

鶉

縛

脆

は
し
な
か
っ
た
。そ
し
て
現在
、
解
決

さ
れ
ぬ
ま
ま
に進
行
し
て
い
る
。対
米

瑛戦
争は
対
中
国
戦
争
の矛
麿
の解
決

とし
て
開始
さ
れ
たの
で
は
な
か
った

「矛
盾
の無
期
延
期
」
とし
て開
始
さ

れ
た
。し
かレ
、
そ
の
瞬
間
に
、
「奈

落
め
がけ
て
突
進
す
る
急
行
列
東
」

(本
多
)
と同
時
に
「虹
の
よ
う
に
流

れ
る
一す
じ
の
光
亮
」
と
い
う
感
概
も

ま
た
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
正

し
いの
か
とい
う
ふ
う
に
は
間
題
は
立

舞
舘
鰭
鑓
驕
課

で
あ
る
。

座
談
会
「近
代
の
超
克
」
は
、
日
本

近
代
史
の
ア
ポ
リ
ア
に
立
ち
向
う
思
想

の
賭
け
と
し
て
、
十
五
年
戦
争
期
の
最

後
の
獣
み
と
な
った
。
賭
け
は
む
な
し

く
破
れ
た
。
戦
争
は
進
行
し
て
い
って

つ
い
に
本
土
決
戦
の
段
躍
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
の
と
き
に
は
、
国
家
惟
刀
の

戦
争
狸
念
は
本
土
状
戦
の
必
工を
叫
べ

ぱ
叫
ぷ
ほ
ど
、
そ
の
理
念
の
「嵌
ろ
」

さ
は
蔽
い
が
た
く
な
づ
て
い
る
。
公
の

戦
争
理
念
は
破
た
ん
し
て
い
る
。
だ
か

ら
と
い
って
、
保
田
の
較
未
踊
は
本
土

決
戦
で
死
ぬ
覧
悟
と
な
り
え
て
も
、
本

土
決
戦
を
峰行
す
る
工
不
ル
ギ
ー
に
は

な
り
え
な
い
。
国
体
が
守
れ
る
な
ら
、

無
粂
件
降
介
は
か
れ
の
終
末
、翻か
ら
鈴

易
に
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
本
土
決
戦
を
公
の
戦
争
理

よ
らず
、
主
体
的
に
決
断
す
る
思
想

が
可
能
だ
と
し
た
ら
、
日
本
近
代
史

の
ア
ポ
リ
ア
を
再
び
課
題
と
し
て
引
き

鑑
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
本
土
決
載

の
現
災
が
そ
の
課
題
を
、
戦
争
そ
の
も

の
の
な
か
に
戦
争
の
性
質
の
鯉
化
と
し

て
独
い
た
か
も
し
れ
ぬ
。
つ
ま
り
、
米

英
車
隊
の
日
本
本
土
侵
入
に
た
い
す
る

抵
抗
の
な
か
か
ら
、
同
時
に
日
本
近
代

へ
の
抵
抗
の
思
想
主
体
が
生
ま
れ
た
か

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
戦
後
日
本
の
思
想
状
況

を
「ア
ジ
ア
に
摺
縛
櫨
を
主
張
す
る
ζ

と
と
、
西
欧
近
代
を
〈
超
克
〉
す
る
と

い
う
原
理
的
に
背
反
す
る
国
民
的
使
命

観
が
、
日
本
イ
コ
ー
ル
西
欧
と
い
う観

念
の
操
作
に
よ
っ
て
、
単
紬明
快
に
前

者
だ
け
を
生
かし
て
後
者
を
捨
て
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
近代
主
義
者
も
日
本

主
義
者
も
め
で
た
く手
を
叩
い
て
冨
ん

で
い
る
、
と
い
う竹
内
の認
誠
に
同
意

す
る
も
の
だ
。

わ
た
し
は
、
竹
内
の諭
文
「近代
の

超
克
」
の
磁
釧
は処
女
作
「魯迅
」
を

ま
ぎ
れ
も
な
く
指し
て
い
る
と
か
ん
が

罷

お
い
し
さ
と

気

易

さ

で

鴫

窟
本

館

三
条
木
屋
町

⑳
二
三
〇
八

 別
葉

爵
瑠
歪

⑳
謡
暁
五。

な
る
の
か
。
保
田
の
日
本
ロ
マン
派
が

戦
争
期
の
竹
内
の
思
想
形成
に
と
っ
て

他
人
事
で
な
い
と
同
じ割
合
で、
西
田

哲
学
も
ま
た
影
を落
し
て
い
る
では
な

い
か
。
「近
代
の
超克
」
にお
け
る竹

内
の
噛
事
実
ど
し
て
の思
想
」
の方
法

に
即し
て
み
て、
西
田
の思
想
は
竹
内

に
何
物
か
で
あ
っ
たは
ず
であ
る
。告

白
の
き
ら
い
竹
内
で
あ
る
と
レ
て、
な,

葺

毯

西
田
墓

に触
れ
な
か
・た

の
か
。「真

の
文学
と
は
、政
治
に
お
い
て

自
己
の
彫
を
破
却
す
る
こ
と
で
あ

る
.
い
わ
ば
政
治
と
文
学
の
醐
係

は
、
矛
盾
的自
己
同
醐の
関
係
で
あ

る
」

(「魯
迅
」
)

コ
ロ葉
が
笑在
す
る
だ
け
で
な
く
、

言
葉
の
な
い窒
聞も
ま
た
笑
仕
す
る

と
値
ず
る
こ
と
であ
る
。
暫
葉
を
可

能
に
す
る
も
のは
、
同
時
に
爵葉
の

非
存
在
も
可
舵
に
す
る
。
有
が
実
在

な
ら
ぱ無
も
また
実
在
で
あ
る
。
無

は
有
を可
舵
に
す
る
が、
脊
にお
い

え
る
。
そ
の
中
闘
に
沓
か
れ
た
ど
の
文

章
よ
り
も
、
こ
れ
は
ひ
と
り
の
文
学

者
、
思
想
者
が
処
女
作
へ
向
っ
て
放
長

し
て
ゆ
く
こ
と
を
趾
拠
立
て
て
い
る
。

「近
代
の
超
克
」
か
ら
逆
に
「魯
迅
」

に
照
明
を
あ
て
る
な
ら
、
「文
学
界」

グ
ル
ー
ズ
.
京
都
学
派
、
日
本
ロ
マ
ン

派
を
、
思
想
喪
失
と
批
判
す
る
資
格
を

そ
こ
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
こ
に
辿
に
条
件
も
必
要
で
あ

る
。た

と
え
ば
、
竹
囚
は
、
京
都
学
派
を

西
谷
瞥
二
、
簡
坂
正
顕
、
鈴
木
成
喚

高
山
岩
男
の
四
人
で
一本
と
断
定
し
て

い
る
が
、
保
田
与
重
郎
を
日
本
ロ
マン

派
の
代
表
資
格
と
み
な
す
お
な
じ論
理

漉
適
用ず
れ
ば、
西
田
幾多
郎は
ど
う

"

"

翻

瀦

認

"

器

9.養

て
無
自
身
も
可
能
に
す
る
。
」
(右

同
じ
)

ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
れ
は
西
田
哲学
の

「絶
対
矛
眉
的
自
己
同
一」
の
思蒋
力

法
を
お
も
わ
せ
る
.
戦
後
再
刊
の自
腔

で
、
「こ
の
種
の
西
田
哲
学
か
ら
借
り

た
用
開
が
散
伍
す
る
が
、
こ
れは
当
時

の
読
霞
損
向
の
影
響
で
あ
っ
て、
今
日

伽購
講
讐

肇

も
え
な
い
の
で
髪

「

わ
たし
は
西
田
哲
学
を
よ
く運
解
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
が、
西
田
の個

と
世界
の
弁
証法
の論
理
を、
竹
内
が

魯迅
論
に
た
くし
た思
想
形
成
の悪
戦

苦
國
に
利用
し
よ
う
とし
て
いた
こ
と
}

は
、
わ
か
る
の
であ
る
。そ
れ
は
竹
内

にお
け
る西
田誓
学
の
「
読み
力
」の

問
題
であ
り、
西
田哲
掌
の矛
贋
的
自

「ロ同
一
の弁
証
法は
竹
内
に
お
いて
、

魯
迅
の
「抵
抗
」
と
な
っ
て膚
生
し
た

の
では
な
い
か。

論
文
「近
代
の
超
克
」
に
お
け
る
日

本
近
代
史
の
ア
ポ
リ
ア
と
いう
す
ぐ
れ

た
問
題
提
起
が
、
こ
の
「抵
抗
」
を
契

機
とし
て
いる
こ
と、
だ
か
ら
た
ん
に

戦
後
の
況
状
の
秒
り
か
わ
り
か
ら
出
て

き
た
コケ
の
知
感
とは
断
然
異
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と、
し
か
し
、
「
抵抗
」

の
契
槌
恩
竹
内
じ
し
ん
の
思
想
形
旗に

遡
って
堀
り
下
げ
る
労
を
と
らな
か
っ

た
ζ
とが
、
た
とえ
ば
戦
争
の
二
慮
欄

造
の
胴
分
け
と
いう
閲
題
提
湿
の
慮
さ

を
、
時
務
情
勢
の
繭理
へ流
さ
れ
や
す

く
も
し
た
と
お
も
う
の
で
あ
る
。
Q爪

〈人
生
V
に
過
去
が
な
い
な
ど
と
翻

え
ぱ
誤
解
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
過
云
が
一つ
の
体
系
づ
け
ら
れ

た
ス
ト
ー
り
ー
と
し
て
提
出
さ
れ
る
ζ

き
、
あ
る
い
は
自
己
の
絶
験
な
り
思
い

出
を
、
現
在
の
自
d
の
仔
.仕
を
V
証
す

る
た
め
に
、
一本
の
パ
イ
プ
の
申
に
位

、

置
づ
け
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ぼ
く
は

あ
る
と
ま
ど
い
、
わ
り
き
れ
な
さ
を
見

え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
帷
か
に
∂

あ
っ
た
事
実
8
だ
ろ
う
し
、そ
れ
自体

,ウ
ソ
4
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど

な
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
は
も
は
や
人
の
〈

現
存
〉を
甜
って
く
れ
は
し
な
い
。
定

め
ら
れ
た
範
購
か
ら
は
み
で
る
諦
分
を

人
は
凶
去に
あ
ま
り
に
も
多
く
残
し
て

い懸
雛

る多くのよ馨

ラ
マや
恋
愛
劇
に
は
、
も
っと
も
ら
し

い舞
台
設
定
が
あり
、
愛
が
あ
り
七れ

に
双応
す
る
佃
が
あ
り
、
出
合
い
が
あ

り
、
出
会
に
主る
筋
道
が
あ
り
目
的
が

あ
り
方
向が
あ
り
、
…
と
に
か
く
厚う

ま
く
御
で
き
す
ぎ
て
いる
。
な
る
は
ど

そ
れ
ら
は
躍わ
か
る
`
け
れ
ど
、
他
の

多
く
の
部
分
を
捨
家し
て
組
立
て
ら
れ

た
ス
ト
ー
り
ー
は
重
闇
的
な
〈現
¢〉

の
情
況
や
心
理
を
崩
って
く
れ
は
し
な

い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ト
ー
り
ー
の
り

う
ま
さ
は
し
ぱ
し
は
ぼ
く
ら
を
失
理
さ

せ
る
のだ
。

こ
のゴ
タ
ール
の
「恋
人
の
い
る
時

不
連
続
性
の
中
で

も
雌
去
の
穂
々
な
る断
ハ
的
な
形
跡
を

つ
な
ぎ
と
め
、は
り
あ
わ
せ
、意
脈づ

け
て
一つ
の
物
、mの中
に包
払
し
てし

ま
つ
と
、
そ
れ
らは
何
と
狭少
な
日
々

し
い
も
の
に吼
λ
る
の
か
。入
生
と
い

う
座標
ま
に
幽
云の
断
h
が
疋耐
西
を

与
えら
れ
、そ
の
位
置
を
た
ど
って
一

つ
の意
昧
づ
け
が
な
さ
れ
てゆ
く
。
ス

ト
ーり
ーと
は
お
お
む
ね
てん
な
も
の

問」
は
人
婁
の
〈現
在
〉
に
始
ま
って

〈現
在
〉に
終
る
断
片
的
な
生
態
抽
写

と
』え
る
だ
ろ
う
。
彼
女
は
〈現
在
〉

に
生
き
る
女
で
あ
る
。
夫
の
い
る
時
間

と
恋
人
の
いる
時
間
を
〈現
在
〉
の
意

志
の
ま
ま
財
く
彼
女
を
カ
メ
ラ
は
た
だ

機
械
的
に
沮
って
ゆ
く
。
観
客
に
彼
女

の
過
去
に
お
け
る
ス
ト
匿
り
ー
が
明
か

に
さ
れ
な
い
の
は
、
同
時
に
彼
女
自
身

器

.゚●.

,

の
内
部
に
お
い
て
も
、
一
つの
意
昧
づ

け
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
方
向
づ
け
b
れ

た
パ
イ
ブ
の
上
に
過
去
の
行
為
や
事
件

を
裁
断
し
て
、
位
め
づ
け
す
る
こ
と
を

必
妥
と
し
な
い
の
だ
。
し
ば
し
ぱ
諸
ら
』

れ
る
彼
女
の
独
白
は
、
彼
女
に
お
け
る

過
去
の
断
片
で
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
観

客
に
は
そ
れ
が
何
な
の
か
、
仮
女
の
現

在
に
い
か
な
る
位
雌
を
与
え
て
い
る
の

か
、
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
仮女
の
現
在

の
わ
為
そ
の
も
の
を
、
や
は
り
慧
昧
づ

け
の
な
い
断
拍
と
し
て
遺
って
19
け
る

に
す
ぎ
な
い
。
ゴ
タ
ー
ル
は
行
為
に
対

し
て
何
ら
か
の
理
解
、
あ
る
い
は
判
断

を
与
え
る
以
前
の
段
陀
で
、
人
炭
の
一

人
の
生
態
を
籾
観
的
に
描
い
て
ゆ
く
。

そ
う
し
た
意
味
で
こ
の
映
画
は
不
純
切

で
あ
り
、
拶難
解
解
で
あ
る
か
℃知
れ

な
い
。
し
か
し
き
ま
り
き
った
ラ
イ
ン

上
に
庚
開
さ
れ
る
ド
ラ
マ
よ
り
爪
建
続

的
で
は
あ
る
が
弾
然
に
邉
って
く
る
の

は
、
断
h
的
な
行
為
の
典
に
め
る
小可

視
の
都
分
が
、
ぼ
く
に
壷
く
の
し
か
か

って
く
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

ま
た
ゴ
メ
ー
ル
は
鮮
烈
な
カ
メ
ラ
の
手

法
を
こ
こ
ろ
え
て
い
る
。
詳
し
く
函
く

に
は
紙
面
が
つ
き
た
が
、
マ
ー
シ
ャ
、

メ
リ
ル
の
メ
ー
ド
を
渠
し
み
た
い
人
は

そ
れ
だ
け
で
も
と
に
か
く
映
幽
を
み
る

こ
と
だ
。
し
か
し
失
望
な
さ
Qな
。
そ

れ
は
少
し
も
肉
感
的
で
は
な
い
の
だ
か

ら
…
。
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