
は
じ
め
に

一
九
六
三
年
秋
、
そ
の
こ
ろ
立
命
館
大
学
文
学
部
の
専
任
講
師
で
あ
っ
た
高
橋
和

巳
は
、「
文
学
思
想
史
」
に
関
す
る
九
回
の
連
続
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

当
時
、
立
命
館
の
人
文
科
学
研
究
所
と
読
売
テ
レ
ビ
と
の
共
同
企
画
に
な
る
テ
レ
ビ

大
学
講
座
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
つ
で
あ
っ
た
。q

こ
の
企
画
に
は
、
文
学
部
の
ほ
と
ん

ど
の
教
員
が
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
連
続
講
演
で
高
橋
が
最
初
に
取
り
上
げ
た
演
題
は
、「
文
学
と
運
命
」
で
あ

っ
た
。
文
学
思
想
史
を
論
ず
る
場
合
に
、
運
命
と
の
か
か
わ
り
か
ら
始
め
る
と
い
う

の
は
、
取
り
立
て
て
奇
異
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

最
初
の
演
題
は
、
そ
の
後
の
夭
折
に
至
る
高
橋
の
生
き
方
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
で

も
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
若
い
大
学
教
師
高
橋
和
巳
が
、
テ
レ
ビ
講
座
と
い
う
場
で
文
学
を

論
ず
る
に
当
た
っ
て
、「
運
命
」
と
い
う
重
い
言
葉
を
選
び
取
っ
た
事
実
を
、
わ
れ

わ
れ
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
い
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
ご
高
橋
は
、
立
命
館
大
学
を
辞
め
て
作
家
活
動
を
続
け
な
が
ら
明
治
大
学
に

移
り
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と
、
一
九
六
七
年
に
母
校
京
都
大
学
文
学
部
に
助
教
授
と
し

て
戻
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
東
大
・
日
大
紛
争
の
前
年
で
あ
り
、
そ
の
翌
年
の
一
九

六
九
年
に
京
大
・
立
命
大
の
紛
争
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
の
大
学
が
激
震
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
こ
の
時
期
に
、
高
橋
は
当
然
そ
の
震
動

に
敏
感
に
反
応
し
つ
つ
も
、
作
家
と
し
て
の
短
い
経
歴
の
な
か
で
も
極
め
て
充
実
し

た
、
し
か
し
慌
た
だ
し
い
ほ
ど
の
創
作
活
動
を
開
花
さ
せ
て
い
た
。w

こ
う
し
た
、
か

ぎ
り
な
く
貪
欲
な
高
橋
の
精
神
の
軌
跡
に
た
い
し
て
、
本
稿
が
意
図
す
る
の
は
、
若

い
高
橋
が
こ
の
時
期
に
見
い
だ
し
『
わ
が
解
体
』
の
な
か
で
綴
っ
た
、
小
さ
な
挿
話

を
思
い
出
し
、
そ
の
虚
実
を
検
証
す
る
作
業
に
す
ぎ
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た

し
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
二
年
後
の
高
橋
の
死
と
直
結
し
て
お
り
、
晩
年
の
高

橋
の
心
象
を
象
徴
す
る
意
義
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
高
橋
の
広
範
な
行
動
半
径
と
、
些
細
な
作
業
と
の
間
を
架
橋

す
る
か
も
し
れ
な
い
、
一
つ
の
事
実
を
、
彼
の
年
譜
か
ら
拾
い
出
し
て
お
こ
う
。
京

都
大
学
に
移
る
直
前
の
一
九
六
七
年
四
月
中
旬
、
高
橋
は
、
文
化
大
革
命
の
真
っ
只

中
に
あ
る
中
国
を
、『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
の
特
派
員
と
し
て
視
察
旅
行
す
る
。

彼
は
、
広
州
・
上
海
な
ど
を
経
て
「
北
京
市
革
命
委
員
会
成
立
の
前
夜
に
北
京
に

到
着
」
し
、「
革
命
」
の
熱
気
に
溢
れ
る
市
内
を
歩
き
回
っ
た
と
い
う
。
一
九
六
五

年
か
ら
六
年
に
か
け
て
彼
が
創
作
し
た
『
邪
宗
門
』
で
一
番
書
き
た
か
っ
た
の
は
、

「
在
り
え
ざ
り
し
歴
史
を
も
と
め
て
武
装
蜂
起
す
る
場
面
」
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の

小
説
刊
行
後
の
現
実
の
激
動
の
中
で
、
歴
史
は
高
橋
に
ど
う
見
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
と
は
い
え
以
下
の
作
業
の
鬱
陶
し
さ
は
、
緩
慢
な
老
人
の
筆
を
鈍
ら
せ
ず
に
お

か
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
筆
を
進
ま
し
え
た
の
は
、
大
学
に
勤
務
し

て
き
た
義
務
感
で
あ
り
、
記
憶
を
書
き
留
め
る
の
は
、
隠
蔽
や
無
知
よ
り
も
、
忘
却

や
忘
却
を
装
う
こ
と
よ
り
も
、
許
さ
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
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一
　
『
わ
が
解
体
』
の
時
代

三
島
由
紀
夫
が
、「
い
ま
大
学
は
荒
廃
し
て
い
る
が
、
文
壇
も
荒
廃
し
て
い
る
」

と
評
し
た
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
を
、
一
九
六
九
年
の
初
め
ご
ろ
、
あ
る
新
聞

の
文
芸
時
評
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
っ
た
。

高
橋
和
巳
の
『
わ
が
解
体
』
が
雑
誌
『
文
芸
』
に
連
載
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
一
九

六
九
年
と
い
う
年
で
あ
る
。e

そ
の
時
評
で
は
、
こ
う
し
た
自
分
の
勤
務
校
の
内
情
に

つ
い
て
、
教
員
自
身
が
明
け
透
け
な
報
告
を
、
い
か
に
誠
実
な
動
機
に
基
づ
く
に
せ

よ
、
同
時
進
行
的
に
雑
誌
に
寄
稿
す
る
と
い
う
こ
と
が
両
者
の
荒
廃
の
典
型
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
た
と
覚
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

最
近
、
必
要
が
あ
っ
て
当
時
の
新
聞
の
縮
刷
版
を
読
ん
で
見
る
と
、
そ
こ
に
は

『
わ
が
解
体
』
の
こ
と
は
言
及
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
芸
時
評
は
高
橋
と
は
違
う
小
説

家
の
、
大
学
紛
争
を
扱
っ
た
小
説
を
「
荒
廃
」
の
例
に
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。r

高
橋
は
『
わ
が
解
体
』
の
な
か
で
立
命
館
大
学
、
と
く
に
文
学
部
の
こ
と
に
も
触

れ
て
い
て
、
後
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
高

橋
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
六
四
年
ま
で
立
命
館
の
文
学
部
で
文
学
の
講
義
も
担
当
し

な
が
ら
、
中
国
語
の
講
師
を
し
て
い
た
（
短
期
間
だ
け
、
彼
と
在
職
期
間
が
重
な
る
わ

た
し
は
、
彼
が
滅
多
に
出
て
こ
な
い
教
授
会
で
、
延
々
と
続
く
論
議
の
あ
い
だ
、
い
か
に
も

居
心
地
悪
そ
う
に
し
て
い
た
様
子
を
覚
え
て
い
る
）。

し
か
し
な
が
ら
、
雑
誌
掲
載
時
に
は
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
立
命
館
の
文
学

部
で
そ
れ
を
話
題
に
す
る
人
は
誰
も
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
紛
争
に
明
け
暮
れ
、

紛
争
に
翻
弄
さ
れ
る
教
員
に
雑
誌
論
文
に
関
心
を
も
つ
余
裕
は
な
く
て
当
然
な
の
で

は
あ
る
が
。t

高
橋
は
、
彼
が
所
属
し
て
い
る
京
都
大
学
文
学
部
教
授
会
に
つ
い
て
、
大
正
期
の

あ
る
教
授
会
人
事
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
い
ま
も
教
授
会
が
「
そ
れ
自
体
と
し
て
も

っ
て
い
る
『
封
建
性
』」
と
、
彼
自
身
が
そ
れ
を
砕
き
え
て
い
な
い
こ
と
へ
の
反
省

を
述
べ
つ
つ
、
学
生
対
策
的
な
教
授
会
論
議
よ
り
も
、「
共
闘
系
の
学
生
た
ち
」
と

「
民
青
系
の
学
生
た
ち
」
と
い
う
セ
ク
ト
を
問
わ
ず
、
学
生
集
団
の
論
議
の
方
が

「
論
理
的
に
質
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
。

こ
の
あ
た
り
の
議
論
は
、
紛
争
を
め
ぐ
る
問
題
を
、
集
団
と
集
団
と
の
「
論
理
的

な
質
」
と
い
う
こ
と
に
の
み
限
定
し
て
比
較
し
て
い
て
、
み
ず
か
ら
も
政
治
的
な
学

生
運
動
を
経
験
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
紛
争
中
の
学
生
集
団
と
接
触
し
て
い
る

は
ず
の
高
橋
に
し
て
は
ナ
イ
ー
ヴ
な
甘
さ
が
つ
き
ま
と
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
注
目
さ

れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
、
じ
つ
は
長
い
前
置
き
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
そ

の
あ
と
に
立
命
館
の
こ
と
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
立
命
館
大
学
の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
学
園
の
正

史
で
あ
る
、
大
学
編
『
立
命
館
百
年
史
』（
以
下
原
則
と
し
て
『
百
年
史
』
と
略
す
）
が

あ
り
、
そ
の
第
二
巻
（
二
〇
〇
四
年
刊
）
の
う
ち
、
約
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
も
が
紛
争
に

充
当
さ
れ
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
必
要
な
か
ぎ
り
は
、
そ
れ
を
参
照
し
て
い

る
。し

か
し
な
が
ら
、『
百
年
史
』
は
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
最
大
の
問
題
で
あ

っ
た
本
部
封
鎖
に
関
し
て
、
そ
の
評
価
や
、
解
除
を
め
ぐ
る
方
法
上
の
対
立
と
、
入

学
試
験
粉
砕
を
叫
ぶ
全
共
闘
派
と
、
そ
の
実
施
に
至
る
経
緯
を
中
心
に
記
述
さ
れ
て

お
り
、
各
学
部
の
実
態
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
末
川
総
長
な
ど
を
例
外
と
し
て
、
少
な
く
と
も
紛
争
期
に
関
し
て
は
、
役

職
者
を
も
含
め
て
個
人
名
は
挙
げ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。y

高

橋
和
巳
の
『
わ
が
解
体
』
が
、
い
ま
も
、
情
報
源
と
し
て
読
ま
れ
る
の
は
、
こ
う
し

た
理
由
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
研
究
室
の
灯

最
初
に
『
わ
が
解
体
』
を
引
用
し
よ
う
。
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立
命
館
大
学
で
中
国
学
を
研
究
さ
れ
る
Ｓ
教
授
の
研
究
室
は
、
京
都
大
学
と
紛
争

の
期
間
を
ほ
ぼ
等
し
く
す
る
立
命
館
大
学
の
紛
争
の
全
期
間
中
、
全
学
封
鎖
の
際

も
、
研
究
室
の
あ
る
建
物
の
一
時
的
封
鎖
の
際
も
、
そ
れ
ま
で
と
全
く
同
様
、
午

後
十
一
時
ま
で
煌
煌
と
電
気
が
つ
い
て
い
て
、
地
味
な
研
究
に
励
ま
れ
続
け
て
い

る
と
聞
く
。
団
交
の
の
ち
の
疲
れ
に
も
研
究
室
に
も
ど
り
、
あ
る
事
件
が
あ
っ
て

Ｓ
教
授
が
学
生
に
鉄
パ
イ
プ
で
顔
を
殴
ら
れ
た
翌
日
も
、
や
は
り
研
究
室
に
は
夜

お
そ
く
ま
で
蛍
光
が
と
も
っ
た
。
内
ゲ
バ
の
予
想
に
、
対
立
す
る
学
生
た
ち
が
深

夜
の
校
庭
に
陣
取
る
と
き
、
学
生
た
ち
に
は
そ
の
た
っ
た
一
つ
の
部
屋
の
窓
明
か

り
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
そ
の
教
授
は
も
と
も
と
多
弁
な
人
で
は
な
く
、

ま
た
学
生
達
の
諸
党
派
の
ど
れ
か
に
共
感
的
な
人
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
教

授
が
団
交
の
席
に
出
席
す
れ
ば
、
一
瞬
、
雰
囲
気
が
変
る
と
い
う
。
無
言
の
、
し

か
し
、
確
か
に
存
在
す
る
学
問
の
威
厳
を
学
生
が
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。u

こ
の
長
い
文
節
は
、
二
つ
に
分
け
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
は
、「
Ｓ
教
授
」

が
学
園
紛
争
中
も
深
夜
ま
で
研
究
室
で
「
地
味
な
研
究
」
に
励
み
続
け
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
後
半
は
、
そ
の
Ｓ
教
授
の
存
在
は
、
団
交
の
席
に
出
席
す
れ
ば
「
雰

囲
気
が
変
わ
る
」
ほ
ど
に
、
学
生
た
ち
に
「
学
問
の
威
厳
」
を
感
じ
さ
せ
る
、
と
い

う
影
響
力
の
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
前
半
と
後
半
の
記
述
を
、
教
授
が
「
鉄
パ
イ
プ
で

殴
ら
れ
た
」
と
い
う
事
件
の
こ
と
が
、
つ
な
ぐ
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
立
命
館
大
学
で
中
国
学
を
研
究
さ
れ
る
」
と
い
う
限
定
的
説
明
か
ら
し
て
、
Ｓ

教
授
と
は
文
学
部
の
白
川
静
教
授
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
教
授
が
深
夜
ま

で
研
究
室
に
こ
も
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
紛
争
中
も
続
い
て
い
た
こ
と
は
、
当
時

の
立
命
館
大
学
文
学
部
で
は
か
な
り
良
く
知
ら
れ
て
い
た
事
実
で
あ
っ
た
。
高
橋
の

記
述
が
何
よ
り
も
、
紛
争
と
い
う
異
常
事
態
の
な
か
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
続
け
ら

れ
た
、
学
問
研
究
者
の
孤
独
な
営
為
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、

た
し
か
に
、
そ
の
限
り
で
は
正
当
性
の
あ
る
、
き
わ
め
て
重
み
の
あ
る
記
述
で
あ
っ

た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

し
か
も
、
そ
れ
が
、
彼
自
身
が
言
う
よ
う
に
、「
紛
争
の
期
間
を
ほ
ぼ
等
し
く
す

る
」
京
都
大
学
文
学
部
中
国
文
学
科
の
助
教
授
で
あ
り
、
紛
争
の
直
後
に
な
か
ば
自

爆
す
る
よ
う
に
死
去
し
た
高
橋
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
さ
ら
な
る
重
み

が
加
わ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
っ
たi

（
当
時
、
鴨
川
を
隔
て
た
二
つ
の
キ
ャ
ン
パ

ス
に
あ
っ
た
両
大
学
の
紛
争
が
同
時
進
行
的
に
推
移
し
た
こ
と
は
、『
立
命
館
百
年
史
』
に
も

明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）。

だ
が
高
橋
は
、
こ
の
重
み
の
あ
る
事
実
の
指
摘
に
、
後
半
の
よ
う
な
付
随
的
な
叙

述
を
た
っ
ぷ
り
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
付
け
加
え
ら
れ
た

部
分
は
す
べ
て
虚
構
で
あ
る
。
小
説
家
高
橋
和
巳
の
想
像
力
の
産
物
、
し
か
も
遺
憾

な
が
ら
、
高
橋
ほ
ど
の
小
説
家
に
し
て
は
、
あ
ま
り
上
質
と
言
え
な
い
想
像
力
の
産

物
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
は
な
ぜ
そ
れ
を
敢
え
て
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

高
橋
は
、
右
の
引
用
の
あ
と
に
、「
た
っ
た
一
人
の
偉
丈
夫
の
存
在
が
、
そ
の
大

学
の
、
い
や
少
な
く
と
も
そ
の
学
部
の
抗
争
の
思
想
的
次
元
を
上
に
お
し
あ
げ
る
と

い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
続
け
て
い
る
。
い
か
に
も
高
橋
ら
し
い
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
研
究
領
域
を
等
し
く
す
る
学
者
へ
の
敬
慕
の
念
と
、
さ
ら
に
そ
の
像
を

理
想
化
し
か
ね
な
い
危
う
さ
も
、
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。
高
橋
が
、
み
ず
か
ら
が
所

属
す
る
学
部
と
教
授
会
の
混
迷
と
「
思
想
的
次
元
」
に
絶
望
し
、
自
分
自
身
の
無
力

さ
に
限
り
な
く
責
め
苛
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
彼
の
善
意
は

と
り
わ
け
明
白
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
心
情
を
思
い
や
り
、
拙
劣
と
も
い
う

べ
き
虚
構
を
、
こ
の
ま
ま
そ
っ
と
し
て
お
く
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
紛
争
の
現
実
が
歳
月
と
と
も
に
忘
れ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、

虚
構
の
部
分
が
事
実
と
と
も
に
、
い
わ
ば
聖
別
さ
れ
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
節
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

以
下
、
多
少
と
も
煩
瑣
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
高
橋
の
記
述
を
検
証
す
る
た
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め
に
や
む
を
え
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
上
に
、
当
時
の
こ
と
を
知
る
限
ら
れ
た
者
と

し
て
記
録
を
残
す
義
務
が
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
百
年
史
』
に
も
、
紛

争
時
に
お
け
る
文
学
部
固
有
の
事
態
に
つ
い
て
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
記
さ
れ

て
い
な
い
し
、
ま
た
、『
立
命
館
大
学
文
学
部
の
五
十
年
』（
一
九
七
七
年
）
も
、
そ

の
当
時
の
事
情
か
ら
か
ら
、
六
九
年
の
記
述
は
見
送
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。o

引
用
部
分
に
は
、「
団
交
」
と
い
う
語
が
二
度
出
て
来
る
。
そ
し
て
Ｓ
教
授
が
そ

の
場
の
雰
囲
気
を
変
え
る
ほ
ど
の
威
厳
を
学
生
た
ち
が
感
じ
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、

紛
争
中
に
白
川
教
授
が
文
学
部
の
学
生
集
団
と
の
交
渉
の
場
に
出
席
さ
れ
た
こ
と
は

な
か
っ
た
。

文
学
部
教
授
会
と
、
全
共
闘
系
の
文
学
部
闘
争
委
員
会
と
の
間
で
は
「
団
交
」
と

呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
事
実
上
一
度
だ
け
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
延
八
〇
〇
名
ほ
ど
の
学

生
を
集
め
て
深
夜
ま
で
一
〇
時
間
以
上
に
わ
た
り
凄
ま
じ
い
交
渉
が
続
い
た
が
、
教

員
の
出
席
者
は
、
そ
の
際
に
倒
れ
た
文
学
部
長
代
理
と
学
生
主
事
代
理
の
わ
た
し
を

含
め
、
執
行
部
の
三
名
だ
け
で
あ
っ
た
（
大
学
全
体
の
、
学
部
長
理
事
と
全
共
闘
と
の

三
回
に
わ
た
る
団
交
に
つ
い
て
は
、『
百
年
史
』
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
）。

一
方
、「
全
員
加
盟
制
」
を
主
張
す
る
文
学
部
自
治
会
・
学
友
会
と
の
間
で
は
、

ほ
と
ん
ど
毎
週
の
よ
う
に
激
烈
な
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
教
員
側
の
出
席

者
は
ほ
と
ん
ど
執
行
部
だ
け
で
あ
っ
た
。（
自
治
会
が
「
拡
大
」
形
式
の
交
渉
を
要
求
す

る
場
合
に
は
、
専
攻
主
任
が
加
わ
る
の
だ
が
、
中
国
文
学
専
攻
の
主
任
は
、
唐
詩
の
研
究
者

で
あ
る
高
木
教
授
だ
っ
た
。）

事
実
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
高
橋
が
言
う
、
白
川
教
授
が
体
現
し

た
と
さ
れ
る
「
学
問
の
威
厳
」
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

当
時
の
立
命
館
の
文
学
部
に
お
け
る
学
生
と
の
交
渉
の
場
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
全
共

闘
系
で
あ
ろ
う
と
、
民
青
系
で
あ
ろ
う
と
、
学
生
集
団
と
の
交
渉
の
場
に
お
い
て
特

定
の
教
員
個
人
の
出
席
が
、
い
さ
さ
か
で
も
影
響
を
及
ぼ
し
え
る
よ
う
な
雰
囲
気
で

は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

大
学
に
批
判
的
な
言
辞
を
残
し
て
辞
表
を
出
し
た
多
く
の
文
学
部
教
員
に
対
し
て

は
、
自
己
批
判
し
て
復
帰
せ
よ
、
と
自
治
会
系
の
学
生
が
ひ
た
す
ら
要
求
す
る
と
き
、

ま
た
一
方
、
大
学
が
自
治
会
・
学
友
会
を
支
援
し
た
と
文
学
部
闘
争
委
員
会
が
追
及

す
る
と
き
、「
交
渉
」
の
場
は
、
た
だ
凄
ま
じ
い
怒
号
と
野
次
に
包
ま
れ
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
。
Ｓ
教
授
で
な
く
と
も
、
一
人
の
威
厳
あ
る
教
員
の
出
席
が
そ
の
「
雰
囲
気

を
変
え
る
」
よ
う
で
あ
っ
た
な
ら
、
事
態
は
ど
れ
ほ
ど
よ
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

奇
妙
な
こ
と
は
、
高
橋
自
身
が
当
時
の
京
都
大
学
文
学
部
で
お
そ
ら
く
同
様
の
熾

烈
な
交
渉
の
場
を
何
度
も
経
験
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
教
員
個
人
の
無
力
さ
を
痛

感
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
立
命
館
大
学
に
つ
い
て
は
、
一
応
伝
聞
と
い
う

形
に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
非
現
実
的
な
楽
天
的
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

煩
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
高
橋
の
想
像
力
の
奇
妙
な
現
れ
方
に
関
し
て
、
も
う

一
つ
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
　
「
鉄
パ
イ
プ
で
頭
を
」

さ
き
の
引
用
の
な
か
で
、「
あ
る
事
件
が
あ
っ
て
Ｓ
教
授
が
学
生
に
鉄
パ
イ
プ
て

頭
を
殴
ら
れ
た
」、
と
高
橋
は
こ
と
も
な
げ
に
書
い
て
い
た
。

い
か
に
紛
争
下
の
大
学
で
の
こ
と
と
は
い
え
、
無
抵
抗
な
老
教
授
が
学
生
に
頭
を

殴
ら
れ
る
、
し
か
も
、
活
動
家
の
お
お
く
が
携
行
し
て
い
た
と
は
い
え
、「
鉄
パ
イ

プ
」
と
い
う
武
器
で
殴
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
紛
争
が
深
刻
化
し
た
立
命
館
で
も
考

え
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
高
橋
の
意
図
は
、
明
ら
か
に
、
そ
の
よ
う
な
打
撲
を
被
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
の
異
常
事
は
、
つ
ぎ
の
日
に
、
老
教
授
の
研
究
室
に
お
け
る
勉
励
に
は
、

い
さ
さ
か
の
違
い
も
齎
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
紛
争
中
に
そ
ん
な
こ
と
が
、
い
や
、
そ
れ
に
似
た
こ
と
で
さ
え
、

起
こ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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う
か
つ
な
こ
と
だ
が
、
わ
た
し
は
最
初
『
わ
が
解
体
』
を
読
ん
だ
と
き
、
こ
の
部

分
を
読
み
落
と
し
て
い
た
ら
し
く
、
そ
ん
な
こ
と
を
高
橋
が
書
い
て
い
る
の
を
知
ら

ず
に
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
も
う
二
〇
年
ほ
ど
前
、『
解
体
』
を
読
み
返
す
機
会
が
あ
っ
た
。
そ

の
き
っ
か
け
は
次
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
。
大
学
の
休
み
時
間
に
年
上
の
同
僚
と
雑

談
し
て
い
て
、
話
題
が
紛
争
時
の
こ
と
に
な
っ
た
。「
白
川
さ
ん
が
学
生
に
殴
ら
れ

た
時
」、
と
彼
が
云
っ
た
の
で
あ
る
。
驚
い
て
問
い
返
す
と
、「
ほ
れ
、
高
橋
和
巳
が

『
わ
が
解
体
』
で
書
い
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
が
返
っ
て
き
た
。
同
僚

は
教
授
会
で
も
古
参
で
情
報
通
だ
っ
た
が
、
そ
の
彼
も
ま
た
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、

学
外
者
の
高
橋
が
書
い
た
こ
と
だ
け
を
情
報
源
に
し
て
、
半
ば
そ
れ
を
信
じ
て
い
た

か
の
よ
う
で
あ
る
。

高
橋
は
セ
ク
ト
名
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
頃
の
立
命
館
で
は
民
青
系

自
治
会
・
学
友
会
は
暴
力
反
対
を
標
榜
し
て
い
た
の
で
、「
Ｓ
教
授
」
を
殴
打
す
る

ほ
ど
の
蛮
行
を
敢
え
て
し
た
の
は
、
と
う
ぜ
ん
全
共
闘
派
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ
る
。

お
そ
ら
く
高
橋
の
意
図
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
彼
の
お
墨

付
き
に
よ
っ
て
、「
立
命
館
大
学
教
授
白
川
静
、
鉄
パ
イ
プ
で
顔
面
を
殴
打
さ
る
」

の
報
は
、「
暴
力
学
生
」
の
蛮
行
と
し
て
京
都
の
大
学
人
の
間
を
駆
け
巡
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

京
大
の
事
態
を
身
近
に
体
験
し
て
い
る
高
橋
が
、
老
教
授
が
鉄
パ
イ
プ
で
殴
ら
れ

た
と
い
う
情
報
に
な
ん
の
疑
問
も
持
た
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
だ
が
、
お
そ
ら
く
彼

に
と
っ
て
は
、
暴
行
の
現
実
性
や
犯
人
の
セ
ク
ト
の
識
別
よ
り
も
、
白
川
伝
説
を
補

強
す
る
こ
と
の
方
に
関
心
が
優
先
し
集
中
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
も
う
一
度
繰
り
返
す
が
、
Ｓ
教
授
が
白
川
教
授
だ
と
す
れ
ば
、

殴
打
事
件
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。

白
川
自
身
は
、
一
九
九
九
年
に
『
日
経
新
聞
』
に
連
載
し
た
「
私
の
履
歴
書
」
の

な
か
で
紛
争
当
時
の
こ
と
に
言
及
し
、「
こ
の
学
校
で
は
、
全
共
闘
派
が
い
わ
ば
鎮

圧
さ
れ
た
形
で
終
わ
っ
た
」
と
書
き
、「
そ
の
八
月
、
高
橋
和
巳
君
の
『
わ
が
解
体
』

が
出
て
、
私
の
こ
と
に
つ
い
て
の
伝
聞
を
記
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
紛
争
当
時
は
、
高
橋
が
京
都
大
学
に
戻
っ
て
い
た
こ
と
を
記
し
、「
京
都

の
各
大
学
の
両
派
の
学
生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
集
団
で
巡
回
す
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
伝
聞

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
」
と
高
橋
の
記
述
を
、
と
く
に
肯
定
も
否
定
も
せ

ず
、
軽
く
受
け
流
し
て
い
る
。!0

長
期
間
に
わ
た
っ
た
立
命
館
の
紛
争
中
は
、
ど
の
よ
う
な
異
常
と
思
え
る
こ
と
も

あ
り
え
た
に
は
違
い
な
い
。
学
生
集
団
が
激
突
し
て
い
る
と
き
教
員
が
巻
き
込
ま
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
被
害
に
あ
う
こ
と
は
、
自
分
の
経
験
か
ら
も
否
定
し
な
い
。

し
か
し
、
も
う
一
度
繰
り
返
す
が
、
無
防
備
の
老
教
授
が
い
き
な
り
鉄
パ
イ
プ
で

殴
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
高
橋
は
「
団
交
」
の
後
ら
し

い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
白
川
教
授
が
団
交
に
出
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
の
べ

た
通
り
で
あ
る
。

学
生
の
内
ゲ
バ
に
よ
る
負
傷
者
に
つ
い
て
も
、
わ
た
し
は
学
生
主
事
と
し
て
学
部

内
で
だ
れ
よ
り
も
情
報
を
掴
ん
で
い
る
立
場
に
い
た
は
ず
だ
が
、
ま
し
て
教
員
が
個

人
的
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
被
害
を
聞
き
漏
ら
す
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。

し
か
も
、
学
生
委
員
と
し
て
最
も
信
頼
で
き
る
協
力
者
に
は
、
東
洋
史
専
攻
の
Ｏ
専

任
講
師
（
故
人
）
も
い
て
、
彼
は
白
川
研
究
室
に
最
も
頻
繁
に
出
入
り
し
て
い
た
人

で
あ
り
、
し
か
も
学
部
内
の
こ
と
に
関
し
て
は
驚
異
的
な
情
報
網
の
持
ち
主
で
も
あ

っ
た
が
、
そ
の
Ｏ
講
師
か
ら
も
白
川
教
授
の
被
害
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
聞
か
さ
れ

た
こ
と
が
な
い
。

犯
行
の
有
無
に
つ
い
て
の
検
証
が
長
す
ぎ
た
。
だ
が
、
長
く
な
っ
た
つ
い
で
に
、

も
う
一
カ
所
、
高
橋
の
記
述
を
見
よ
う
。

内
ゲ
バ
の
予
想
に
、
対
立
す
る
学
生
た
ち
が
深
夜
の
校
庭
に
陣
取
る
と
き
、
学
生
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た
ち
に
は
そ
の
た
っ
た
一
つ
の
部
屋
の
窓
明
か
り
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。

立
命
館
大
学
が
広
小
路
キ
ャ
ン
パ
ス
を
引
き
払
っ
て
か
ら
、
も
う
何
年
に
な
ろ
う

か
。
広
小
路
と
そ
の
周
辺
の
古
戦
場
を
知
ら
な
い
教
員
、
学
生
、
卒
業
生
も
増
え
て

き
て
い
る
か
ら
、
野
暮
な
検
証
も
ま
っ
た
く
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。

要
す
る
に
、
広
小
路
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
深
夜
の
校
庭
に
陣
取
っ
た
学
生
た
ち
に

は
、
白
川
研
究
室
の
灯
は
見
え
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
大
学
の
正
門
を
入
っ
て
、
彼

ら
が
陣
取
る
広
場
と
、
研
究
室
棟
の
間
に
は
時
計
塔
の
あ
る
高
い
学
舎
が
聳
え
て
い

て
、
視
界
を
遮
っ
て
い
た
（
も
ち
ろ
ん
、
見
え
る
見
え
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
む
こ
と

な
く
学
問
に
励
む
老
研
究
者
に
思
い
を
馳
せ
る
学
生
は
い
た
で
あ
ろ
う
。
京
大
の
高
橋
の
周

囲
に
は
そ
の
よ
う
な
学
生
が
集
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
高
橋
の
関
心
は

伝
説
を
補
強
す
る
作
業
に
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
が
な
い
）。

こ
こ
で
高
橋
は
、
深
夜
の
校
庭
の
闇
と
、
研
究
室
の
孤
灯
と
の
視
覚
的
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
を
強
調
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ま
た
、
事
実
は
、
当
時
の

キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
全
共
闘
が
封
鎖
す
る
本
部
棟
も
、
自
治
会
系
学
生
が
対
峙
し
て
陣

取
る
学
舎
も
、
と
も
に
不
夜
城
の
よ
う
に
電
光
に
満
ち
満
ち
て
い
て
、
彼
ら
を
明
々

と
照
ら
し
出
す
の
で
あ
っ
た
。
白
川
研
究
室
の
孤
灯
が
か
り
に
視
野
の
う
ち
に
入
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
光
の
大
海
に
す
っ
か
り
没
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
、
深
夜
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
、
学
生
た
ち
が
老
学
究
の
孤
独
な
営
為
を
静
か

に
思
い
や
る
場
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
毎
晩
、
真
夜
中
に
な
る
と
、

封
鎖
中
の
本
部
棟
屋
上
の
拡
声
器
か
ら
、
闇
と
し
じ
ま
を
引
き
裂
く
よ
う
に
、
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
高
ら
か
に
響
き
渡
り
、
そ
れ
に
続
い
て
、「
本
日
も
ま
た
、
宮

本
修
正
主
義
集
団
は
」
と
始
ま
る
北
京
放
送
の
、
日
本
共
産
党
糾
弾
の
報
道
が
音
量

一
杯
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
揺
さ
ぶ
り
続
け
る
の
だ
っ
た
。

四
　
「
肉
色
の
粘
膜
」

わ
た
し
の
拙
い
筆
に
よ
っ
て
、
今
日
の
平
和
そ
の
も
の
の
キ
ャ
ン
パ
ス
し
か
知
ら

な
い
人
々
に
、
当
時
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
同
僚

で
あ
っ
た
詩
人
の
歌
を
紹
介
し
て
、
あ
の
陰
惨
で
陰
湿
な
、
し
か
し
確
実
に
存
在
し

た
日
々
を
、
も
う
一
度
呼
び
出
そ
う
。

リ
ン
チ
受
け
し
者
う
つ
ぶ
せ
に
背
を
曲
げ
て
吐
き
つ
ぐ
肉
色
の
粘
液
と
血
と!1

歌
の
作
者
は
、
当
時
を
な
ま
な
ま
し
く
詠
ん
だ
何
首
か
を
残
し
て
い
る
が
、
文
学

部
教
員
と
し
て
は
、
む
し
ろ
紛
争
と
距
離
を
置
い
て
あ
の
日
々
を
生
き
続
け
た
か
に

見
え
た
人
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
生
き
ざ
ま
と
は
無
関
係
に
、
歌

は
き
わ
め
て
的
確
か
つ
簡
潔
に
事
件
を
切
り
取
っ
た
写
実
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
友

人
で
あ
っ
た
白
川
静
は
、
歌
人
の
別
の
歌
に
つ
い
て
、「
的
確
な
場
面
の
設
定
」
と

「
映
像
的
な
把
握
」
を
賞
賛
し
て
い
る
。
こ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
る
リ
ン
チ
事
件
の
被

害
者
を
、
私
は
自
分
で
は
見
て
い
な
い
が
、
複
数
の
目
撃
者
か
ら
、
そ
の
直
後
に
事

件
を
知
ら
さ
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
記
憶
し
て
い
る
。

も
う
一
首
引
用
し
て
お
こ
う
。

五
階
よ
り
落
つ
る
会
議
用
大
机
着
地
の
刹
那
板
切
れ
と
化
す

こ
れ
は
、
二
月
一
八
日
、
全
共
闘
系
の
法
学
部
闘
争
委
員
会
が
存
心
館
を
封
鎖
し

た
と
き
の
攻
防
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
攻
防
は
、
自
治
会
学
友
会
系
学
生
に
と
っ
て
は
封
鎖
解
除
に
失
敗
し
た

一
月
二
二
日
の
復
讐
戦
的
な
意
味
を
帯
び
た
総
力
を
挙
げ
て
の
戦
い
で
あ
り
、
怯
え

き
っ
た
全
共
闘
派
は
、
大
教
室
に
固
定
さ
れ
た
六
人
掛
け
の
大
机
や
達
磨
ス
ト
ー
ブ

ま
で
全
部
投
げ
下
ろ
し
、
火
炎
瓶
も
使
っ
て
死
に
物
狂
い
で
抵
抗
し
、
双
方
で
二
五

〇
名
も
の
重
軽
傷
者
を
出
し
た
の
で
あ
っ
た
（『
百
年
史
』
九
三
一
ペ
ー
ジ
参
照
）。
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末
川
総
長
が
「
京
大
で
出
来
た
こ
と
が
立
命
に
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
、

ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
も
い
う
べ
き
文
句
で
入
試
防
衛
の
先
頭
に
立
ち
、
そ
の
成
功
を

祝
っ
た
の
は
、
こ
の
攻
防
の
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
前
で
あ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
紛
争

は
最
も
陰
惨
な
局
面
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
晩
中
続
い
た
攻
防
が
静
ま
り
、
夜
が
明
け
て
か
ら
、
も
う
だ
れ
も
見
え
な
い
キ

ャ
ン
パ
ス
を
、
わ
た
し
は
歩
い
た
。
火
炎
瓶
で
焼
け
焦
げ
た
紙
片
な
ど
が
寒
風
に
舞

っ
て
い
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

自
分
の
部
屋
に
戻
ろ
う
と
し
た
と
き
、
白
川
教
授
が
研
究
室
棟
の
方
か
ら
出
て
来

る
の
に
会
っ
た
。
白
川
が
研
究
室
で
夜
を
明
か
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

だ
が
、
こ
の
記
憶
は
、
高
橋
と
は
異
質
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
幻
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
と
に
か
く
、
そ
の
時
の
「
わ
た
し
た
ち
」
は
、
な
に
も
言
葉
は

交
わ
さ
な
か
っ
た
。
ど
ん
な
交
わ
す
言
葉
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
れ
よ
り
も
、
こ
の
節
の
終
わ
り
に
、「
私
の
履
歴
書
」
の
先
の
引
用
に
続
く
部

分
を
引
い
て
お
こ
う
。

当
時
大
学
は
殆
ど
閉
塞
の
状
態
で
あ
っ
た
が
、
私
は
出
校
を
や
め
る
わ
け
に
ゆ
か

ず
、
出
校
を
続
け
た
。
家
が
老
朽
化
し
て
い
て
、
多
く
の
書
を
収
め
る
こ
と
が
で

き
ず
、
専
ら
研
究
室
で
仕
事
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
学
に
籍
を
お

い
て
以
来
の
、
私
の
生
活
習
慣
で
あ
っ
た
。
私
の
生
活
習
慣
を
破
壊
す
る
権
利
は
、

誰
に
も
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
す
べ
て
は
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
が
追
加
し
た
部
分
は
彼
自
身
が

必
要
と
し
た
装
飾
に
す
ぎ
な
い
。
紛
争
下
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
深
夜
ま
で
研
究
室
（
そ

れ
は
、
狭
い
通
路
を
挟
ん
で
、
二
月
十
八
日
の
激
闘
の
舞
台
と
な
っ
た
学
部
棟
の
す

ぐ
裏
に
位
置
し
て
い
た
）
に
こ
も
り
、
老
身
に
鞭
打
っ
て
研
究
に
精
励
し
つ
つ
生
き

る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
の
信
念
と
情
熱
と
気
力
を
要
し
た
か
は
誰
に
も
わ

か
ら
な
い
。!2

駆
足
の
デ
モ
先
導
の
笛
と
叫
び
こ
わ
ば
る
う
な
じ
を
打
ち
つ
つ
迫
る

昼
間
で
も
、
出
席
者
の
乏
し
い
教
授
会
の
最
中
に
遠
く
か
ら
笛
が
聞
こ
え
た
途
端

に
、
多
く
の
教
員
が
腰
を
浮
か
す
の
だ
っ
た
。
深
夜
に
笛
が
響
き
渡
り
学
生
集
団
の

「
定
期
便
」
が
襲
来
す
る
と
き
、
分
か
っ
て
い
て
も
そ
の
不
気
味
さ
は
独
得
の
も
の

が
あ
っ
た
。

も
う
退
職
が
近
い
こ
ろ
だ
っ
た
ろ
う
。
や
は
り
何
か
の
お
り
に
話
が
紛
争
時
の
こ

と
に
な
っ
て
際
に
、
悪
戯
っ
子
の
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
、
老
先
生
は
こ
ち
ら
に
顔
を

近
づ
け
て
、
面
白
か
っ
た
な
あ
、
と
た
だ
一
言
言
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

研
究
室
に
閉
じ
こ
も
り
研
究
に
没
頭
し
な
が
ら
も
、
お
そ
ら
く
動
物
的
な
カ
ン
を

白
川
は
絶
え
ず
周
囲
に
働
か
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
ろ
う
。
面
白
か
っ
た
と
い
う
言
葉

は
、
そ
れ
ま
で
の
日
常
と
は
違
う
そ
う
し
た
異
常
な
ほ
ど
の
緊
張
感
こ
そ
が
言
わ
せ

た
言
葉
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
野
次
馬
根
性
と
は
ど
れ
ほ
ど
掛
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
は
、
彼
の
『
孔
子

伝
』
を
読
め
ば
よ
い
。
と
り
わ
け
、
そ
の
中
公
文
庫
版
の
「
あ
と
が
き
」
を
読
め
ば

よ
い
だ
ろ
う
。

五
　
「
遥
か
な
る
美
の
国
」

『
文
芸
』
の
「
高
橋
和
巳
追
悼
号
」
の
最
後
に
、
遺
稿
と
し
て
未
完
の
「
遥
か
な

る
美
の
国
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。!3

そ
の
な
か
に
、「
憧
憬
、
な
ん
と
い
う
懐
か
し

い
言
葉
だ
ろ
う
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。

漢
語
の
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
に
不
自
由
し
な
い
は
ず
の
高
橋
が
、「
憧
憬
」
と
い
う
、

む
し
ろ
高
校
生
も
知
っ
て
い
る
熟
語
に
た
い
し
、
こ
と
さ
ら
に
感
嘆
の
言
葉
を
発
し

て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼
の
大
学
へ
の
絶
望
は
深
く
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼
の
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「
憧
憬
」
へ
の
憧
憬
は
烈
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
わ
が
解
体
』
の
「
偉
丈
夫
」
へ
の
憧
憬
は
、
彼
に
現
実
と
は
接
触
し
な
い
夢
を

語
ら
せ
た
。
白
川
教
授
は
、
田
舎
芝
居
染
み
た
動
作
や
演
技
と
は
無
縁
の
人
で
あ
っ

た
。
高
橋
自
身
も
京
都
大
学
の
紛
争
で
苛
酷
な
現
実
を
痛
い
ほ
ど
知
悉
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
を
ま
え
に
し
た
高
橋
が
「
憧
憬
」
と
い
う
言
葉
に
、
ま
た

こ
の
世
で
の
憧
憬
に
、
最
後
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
を
、
だ
れ
が
笑
う
こ
と
が
で
き

よ
う
か
。

わ
た
し
は
、
細
々
と
し
た
こ
と
を
書
き
連
ね
て
き
た
。
だ
が
時
に
は
、
わ
れ
わ
れ

が
、
死
期
を
悟
っ
て
い
た
他
大
学
の
教
員
の
情
報
に
、
あ
の
時
代
の
立
命
の
キ
ャ
ン

パ
ス
の
有
名
な
逸
話
を
、
依
拠
し
て
い
る
小
さ
く
な
い
事
実
を
想
起
し
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。注q

高
橋
の
講
演
は
、『
高
橋
和
巳
・
文
学
講
座
』
と
し
て
、
一
九
七
六
年
に
河
出
書
房

新
社
か
ら
出
て
い
る
。
こ
の
本
の
出
版
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
川
西
政
明
の
「
後

記
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

読
売
テ
レ
ビ
の
講
座
は
何
年
か
続
い
て
い
た
ら
し
い
が
、
わ
た
し
が
立
命
館
に
勤

務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
一
九
六
四
年
に
は
、
も
う
終
了
す
る
話
し
に
な
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

w

高
橋
の
文
学
活
動
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
、『
文
芸
』（
河
出
書
房
新
社
）
の
高

橋
追
悼
特
集
号
（
一
九
七
一
年
七
月
）
巻
末
の
年
譜
を
参
考
に
し
た
。

e

「
我
が
解
体
」
は
、
六
、
七
、
八
、
一
〇
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
。
単
行
本

『
わ
が
解
体
』
に
は
、
ほ
か
に
「
内
ゲ
バ
の
論
理
は
こ
え
ら
れ
る
か
」
な
ど
の
エ
ッ
セ

イ
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

r

『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
九
年
の
安
岡
章
太
郎
に
よ
る
文
芸
時
評
。

t

わ
た
し
自
身
は
、
雑
誌
『
文
芸
』
を
、
そ
の
こ
ろ
京
都
市
内
で
小
さ
な
本
屋
を
開

い
て
い
た
父
の
店
で
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
研
究
室
に
週
の
半
分
ほ
ど
は
泊
ま
っ
て

い
た
わ
た
し
は
、
そ
れ
以
外
の
晩
も
郊
外
の
家
に
は
た
ま
に
し
か
帰
ら
ず
、
大
学
に

近
い
父
の
家
で
半
ば
待
機
し
て
い
て
、
学
生
課
員
の
だ
れ
か
か
ら
内
ゲ
バ
や
臨
時
の

会
議
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に
駆
け
つ
け
る
の
だ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
は
第
一
級
の
有
能
な
職
員
を
網
羅
す
る
立
命
館
の
学
生
部
も
、
学
寮
を

巡
る
激
烈
な
交
渉
の
な
か
で
、
こ
の
時
期
に
は
（
今
日
で
は
信
じ
が
た
い
こ
と
だ
ろ

う
が
）
学
生
部
長
・
課
長
・
次
長
が
そ
ろ
っ
て
辞
表
を
出
し
、
各
学
部
の
学
生
主
事

（
当
時
の
呼
称
は
補
導
主
事
）
も
、
私
も
含
め
て
代
理
主
事
が
ほ
と
ん
ど
で
、
組
織
的

に
は
解
体
寸
前
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ほ
ぼ
『
学
園
史
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
（
九
二
三
ペ
ー
ジ
な
ど
）。

y

こ
の
点
は
、『
学
園
史
』
の
第
一
巻
が
個
人
の
事
蹟
を
か
な
り
明
確
に
し
て
い
る
の

と
は
、
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

u

『
わ
が
解
体
』
一
六
ペ
ー
ジ
。『
わ
が
解
体
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
参
照
し
や

す
い
よ
う
に
、
河
出
文
庫
版
（
初
版
昭
和
五
五
年
）
に
よ
る
。

i

こ
の
時
期
の
高
橋
は
最
も
良
く
読
ま
れ
た
文
学
者
の
一
人
だ
っ
た
（
彼
の
追
悼

号
・
追
悼
特
集
は
何
種
類
も
出
版
さ
れ
た
）
が
、
立
命
館
の
社
系
学
部
の
教
授
が
、

『
わ
が
解
体
』
を
「
自
虐
的
駄
文
」
と
評
し
た
こ
と
は
、
い
ま
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。

「
自
虐
的
」
と
い
う
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
高
橋
だ
け
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

o

『
立
命
館
大
学
文
学
部
の
五
十
年
』（
昭
和
五
二
年
）
に
は
、
紛
争
に
関
し
て
、

「
年
表
」
に
「
こ
の
頃
か
ら
立
命
館
に
も
学
園
紛
争
起
こ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
紛
争
か
ら
一
〇
年
近
い
歳
月
が
経
過
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時

の
文
学
部
と
し
て
は
、
こ
の
簡
潔
無
比
な
記
述
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
果
的
に
は
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
厳
し
い
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
編

集
責
任
者
で
、
し
か
も
日
本
史
専
攻
の
教
員
で
あ
る
故
衣
笠
安
喜
氏
は
、
お
そ
ら
く

紛
争
当
時
の
苦
渋
を
二
度
経
験
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

!0

『
白
川
静
・
回
思
九
十
年
』（
二
〇
〇
〇
年
平
凡
社
）
六
二
ペ
ー
ジ
。

!1

『
和
田
周
三
全
歌
集
』（
短
歌
新
聞
社
二
〇
〇
三
年
）
一
三
四
ペ
ー
ジ
。

白
川
の
批
評
は
、『
全
歌
集
』
に
挟
み
込
み
の
付
録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
懐
念
周
三

兄
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
に
よ
る
。

!2

わ
た
し
の
研
究
室
は
二
階
で
あ
る
が
、
中
庭
を
隔
て
て
も
う
少
し
裏
手
に
あ
っ
た
。

最
大
の
幸
運
は
、
廊
下
と
反
対
側
の
窓
が
廬
山
寺
の
庭
に
面
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ

944
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た
。
有
名
な
、
箒
目
の
な
い
白
砂
の
美
し
い
「
源
氏
の
庭
」
に
無
傷
で
着
地
で
き
る

自
信
は
皆
無
だ
っ
た
が
、
万
一
必
要
な
場
合
に
一
応
退
路
が
あ
る
こ
と
は
限
り
な
く

不
安
を
軽
減
し
て
く
れ
た
。

!3

『
文
芸
・
高
橋
和
巳
追
悼
号
』（
河
出
書
房
新
社
一
九
七
一
年
七
月
）
一
六
七
ペ
ー
ジ
。

﹇
付
記
﹈

小
稿
の
き
っ
か
け
は
文
学
部
八
十
周
年
記
念
座
談
会
に
出
席
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

だ
が
伝
説
の
検
証
を
意
図
し
な
が
ら
、
別
の
伝
説
を
補
強
し
た
こ
と
を
恐
れ
る
。
一

つ
の
事
実
を
記
し
て
お
き
た
い
。

一
九
六
四
年
、
文
学
部
着
任
早
々
、
私
は
「
人
文
学
科
入
門
」
を
担
当
し
た
。
茫

漠
と
し
た
新
設
科
目
に
途
方
に
暮
れ
て
い
た
時
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
助
言
者

と
し
て
出
席
さ
れ
た
の
が
白
川
教
授
だ
っ
た
。
二
部
が
専
攻
を
廃
し
人
文
学
科
に
統

合
し
た
初
年
度
で
、
先
生
は
文
字
通
り
抜
本
的
改
革
の
責
任
者
二
部
協
議
員
で
あ
っ

た
。
本
稿
は
、
四
〇
数
年
前
の
ご
助
言
へ
の
さ
さ
や
か
な
感
謝
を
も
意
図
し
て
い
る
。

（
本
学
名
誉
教
授
）
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