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竜
は
戦
時
中
に
行
っ
た
講
演
が
原
因
と
な
り
、
戦
後
敷
か
れ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

政
策
に
よ
っ
て
大
学
を
罷
免
さ
れ
た
。
そ
れ
と
合
わ
せ
、
道
竜
は
終
戦
日

に
妻
の
波
那
を
亡
く
す
。
妻
の
死
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
遠
い
祖
先
が
ネ
ス

ト
リ
ウ
ス
派
の
信
徒
で
、
渡
来
し
秦
氏
を
名
乗
っ
た
一
族
で
あ
る
こ
と
を

知
る
。
研
究
職
を
追
わ
れ
た
道
竜
は
、
妻
の
死
を
契
機
と
し
て
、
妻
の
血

統
の
ル
ー
ツ
を
追
究
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
結
果
、
道
竜
の
身
体
は
京
都

を
彷
徨
い
、
一
方
で
彼
の
魂
魄
は
時
空
を
超
え
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
派
の
西

遷
に
沿
っ
て
古
代
ロ
ー
マ
や
古
代
中
国
を
巡
礼
し
て
い
く
。
時
空
を
超
越

す
る
（
魂
魄
と
し
て
の
）
道
竜
は
古
代
の
世
界
を
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、

信
徒
と
自
ら
を
重
ね
、
迫
害
や
西
遷
を
追
体
験
し
て
い
く
。「
ペ
ル
シ
ャ

の
幻
術
師
」
で
は
幻
覚
美
が
描
か
れ
た
が
、
本
作
で
は
想
念
（
あ
る
い
は

魂
魄
）
が
時
空
を
遍
歴
す
る
と
い
う
幻
想
性
、
神
秘
性
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。

　

先
行
研
究
を
紐
解
く
と
、い
ず
れ
も
本
作
の
幻
想
性
に
対
し
て
注
目
し
、

一
　
は
じ
め
に

　

司
馬
遼
太
郎
の
初
期
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
兜
率
天
の
巡
礼
」（『
近

代
説
話
』
第
二
集
、
一
九
五
七
・
一
二
、六
月
社
）
は
、
幻
想
小
説
で
あ
る
。

は
じ
め
て
司
馬
遼
太
郎
名
義
で
書
か
れ
た
「
ペ
ル
シ
ャ
の
幻
術
師
」（『
講

談
社
倶
楽
部
』
一
九
五
六
・
五
）
の
翌
年
に
執
筆
さ
れ
た
本
作
は
、
司
馬

遼
太
郎
作
品
の
系
譜
の
中
で「
知
性
的
で
高
い
見
識
を
持
つ
歴
史
小
説
家
、

と
い
う
司
馬
遼
太
郎
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、

初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
幻
想
性
の
濃
い
作
品
を
残
し
て
」
い
る
と
位
置

づ
け
ら
れ
、「
ペ
ル
シ
ャ
の
幻
術
師
」
と
同
様
に
、「
異
国
的
趣
向
で
描
」

か
れ
た
「
幻
想
性
の
濃
い
作
品
」（
注
１
）
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
る
本
作
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

は
じ
ま
り
は
戦
後
直
後
の
京
都
で
あ
る
。
主
人
公
・
閼
伽
道
竜
（
以
下
、

道
竜
）
は
京
都
の
某
大
学
で
ド
イ
ツ
政
治
史
の
教
授
を
務
め
て
い
た
。
道

司
馬
遼
太
郎
「
兜
率
天
の
巡
礼
」
論

　
　

―
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（
注
４
）
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
を
取
り
ま
と
め
る
と
、
本
作
の
幻
想
性
、
構
成
の
魅

力
は
、
中
田
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
「
東
と
西
、
ペ
ル
シ
ャ
と
赤
穂
、
二

つ
の
文
化
、
景
教
に
纏
わ
る
奇
説
と
い
う
特
異
な
素
材
を
司
馬
独
自
の
歴

史
観
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
把
え
、
主
人
公
道
竜
の
魂
魄
は
時
空
を

超
越
し
て
巡
礼
し
、
古
代
と
現
代
、
現
実
と
幻
想
の
間
を
ワ
ー
プ
す
る
」

と
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
こ
の
よ
う
に
幻
想
小
説
と
し
て
評
価
点
が
見
出
さ
れ
て
い
る
本

作
が
掲
載
さ
れ
た
媒
体
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
く
。
本
作
は
先
に
記
し

た
通
り
、『
近
代
説
話
』
第
二
集
（
一
九
五
七
・
一
二
、六
月
社
）
に
掲
載

さ
れ
た
。
こ
の
『
近
代
説
話
』
に
つ
い
て
は
、『
司
馬
遼
太
郎
事
典
』
の

概
説
を
踏
ま
え
る
。

　

同
人
雑
誌
。
全
十
一
冊
。
昭
和
三
十
二
年
五
月
か
ら
同
三
十
八
年

五
月
ま
で
刊
行
し
た
。
不
定
期
の
刊
行
で
［
…
］
発
行
所
は
大
阪
の

六
月
社
。
創
刊
号
の
表
紙
上
半
分
に
横
書
き
で
「
近
代
説
話
」
の
文

字
と
号
数
、
出
版
社
名
が
入
っ
た
。［
…
］
編
集
兼
発
行
人
は
一
貫

し
て
寺
内
大
吉
で
［
…
］
同
人
に
は
、
伊
藤
桂
一
、
黒
岩
重
吾
、
司

馬
遼
太
郎
、
清
水
正
二
郎
（
胡
桃
沢
耕
史
）、
辻
井
喬
、
寺
内
大
吉

ら
で
、後
に
尾
崎
秀
樹
、斎
藤
芳
樹
、永
井
路
子
ら
が
加
わ
っ
た
。［
…
］

寺
内
が
司
馬
に
「
同
人
雑
誌
を
や
ろ
う
か
」
と
声
を
か
け
［
…
］
司

評
価
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
中
田
雅
敏
の
論
を
見
る
と
、「
道

竜
が
兜
率
天
へ
旅
立
つ
く
だ
り
は
鏡
花
以
来
の
幻
想
美
を
越
え
た
ス
ト
ー

リ
ー
と
想
念
の
極
地
に
あ
る
。
現
在
世
界
の
人
々
の
眼
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
に
あ
り
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
が
、
東
と
西
、

ペ
ル
シ
ャ
と
赤
穂
、
二
つ
の
文
化
、
景
教
に
纏
わ
る
奇
説
と
い
う
特
異
な

素
材
を
司
馬
独
自
の
歴
史
観
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
把
え
、
主
人
公

道
竜
の
魂
魄
は
時
空
を
超
越
し
て
巡
礼
し
、
古
代
と
現
代
、
現
実
と
幻
想

の
間
を
ワ
ー
プ
す
る
。
閼
伽
道
竜
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
、
司
馬
遼
太
郎
の
三

者
が
交
錯
し
な
が
ら
詩
的
な
情
念
も
加
え
て
描
か
れ
て
い
る
。」（
注
２
）
と

述
べ
、
本
作
に
お
け
る
そ
の
幻
想
性
の
複
雑
さ
に
評
価
を
見
い
だ
し
て
い

る
。

　

さ
ら
に
は
「
近
年
夢
枕
獏
や
京
極
夏
彦
な
ど
が
陰
陽
道
や
妖
術
の
類
に

材
を
取
っ
た
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
本
作
は
そ
う
し
た
作
法
以
上
に
精

巧
な
技
法
が
凝
ら
さ
れ
、
説
話
構
成
が
緻
密
で
幻
覚
美
が
鮮
や
か
に
表
現

さ
れ
て
い
る
。［
…
］
泉
鏡
花
以
来
、
幻
想
小
説
は
衰
兆
を
見
た
が
司
馬

の
作
品
は
、
発
想
、
想
像
力
、
素
材
な
ど
が
特
異
な
斬
新
さ
に
充
ち
、
情

念
溢
れ
る
瑞
々
し
さ
を
伴
っ
て
い
る
。」（
注
３
）
と
述
べ
、
泉
鏡
花
を
も
引

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
本
作
の
幻
想
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
磯
貝

勝
太
郎
も
ま
た
同
様
に
「
精
巧
な
技
法
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、
説
話
（
物

語
）
構
成
は
、
い
っ
そ
う
緻
密
に
な
っ
て
、
幻
覚
美
が
表
出
さ
れ
て
い
る
」
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チ
カ
ン
の
法
王
庁
か
ら
も
、
特
使
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
て
、
私
の

そ
の
こ
ろ
の
当
分
の
仕
事
は
、
そ
の
取
材
が
お
も
だ
つ
た
。（
注
６
）

　

こ
の
よ
う
な
書
き
始
め
で
、
司
馬
は
本
作
の
執
筆
経
緯
を
述
懐
し
て
い

く
。
こ
の
述
懐
の
う
ち
に
、
本
作
が
生
ま
れ
る
契
機
と
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
長
く
な
る
が
引
用
を
し
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
日
、
銭
湯
で
、
ひ
と
り
の
人
物
に
会
つ
た
。
色
白
で
血
色
の

い
い
そ
の
紳
士
は
、
な
に
者
と
も
知
れ
ぬ
私
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
を

は
じ
め
て
も
た
ら
し
た
の
は
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ザ
ビ
エ
ル
で
は
な
い
」

と
話
し
か
け
て
き
た
。
午
後
の
浴
槽
に
は
、
か
れ
と
私
の
ほ
か
は
た

れ
も
お
ら
ず
、
そ
の
紳
士
の
声
は
、
肉
声
よ
り
も
こ
だ
ま
し
て
く
る

音
の
ほ
う
が
大
き
か
つ
た
。

「
ザ
ビ
エ
ル
よ
り
も
さ
ら
に
千
年
前
、
す
で
に
古
代
キ
リ
ス
ト
教
が

日
本
に
入
つ
て
い
た
。
む
ろ
ん
、仏
教
の
渡
来
よ
り
も
ふ
る
か
つ
た
。

第
二
番
に
渡
来
し
た
ザ
ビ
エ
ル
が
、
な
に
を
も
つ
て
こ
れ
ほ
ど
の
祝

福
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
」

　

話
し
て
い
る
う
ち
に
、
こ
の
紳
士
が
、
見
か
け
よ
り
も
は
る
か
に

老
人
で
あ
り
、
一
見
、
奇
嬌
に
み
え
て
、
決
し
て
狂
人
の
た
ぐ
い
で

は
な
い
こ
と
が
わ
か
つ
て
き
た
。

「
そ
の
遺
跡
も
、
京
都
の
太
秦
に
あ
る
」

　

と
い
つ
た
。
紳
士
は
、
自
分
は
か
つ
て
有
名
な
国
立
大
学
の
教
授

馬
が
出
し
た
条
件
は
、
①
会
費
を
と
ら
ぬ
、
②
会
合
を
開
か
ぬ
、
③

同
人
相
互
の
作
品
評
を
し
な
い
、
同
時
に
他
の
作
家
の
も
の
へ
も
陰

口
、
批
判
を
し
な
い
、
④
同
人
は
商
業
誌
に
書
け
る
だ
け
の
力
量
を

持
っ
た
も
の
と
す
る
。
誌
名
は
『
近
代
説
話
』
と
決
め
、
豊
島
与
志

雄
が
使
っ
た
も
の
を
拝
借
し
た
。近
代
の
文
学
が
喪
っ
た
説
話
性（
物

語
の
面
白
さ
）
を
復
活
し
よ
う
と
い
う
野
心
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
趣
旨
を
以
っ
て
発
足
し
た
同
人
誌
で
あ
る
が
、
特
に
傍

線
部
は
着
目
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。「
近
代
の
文
学
が
喪
っ
た
説
話
性（
物

語
の
面
白
さ
）
を
復
活
し
よ
う
と
い
う
野
心
」
を
持
ち
、
そ
の
ね
ら
い
の

も
と
で
創
作
さ
れ
た
作
品
と
捉
え
る
と
、
本
作
の
幻
想
性
の
高
さ
に
も
合

点
が
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
掲
載
誌
に
お
い
て
発
表
さ
れ

た
本
作
に
つ
い
て
、
後
年
に
な
っ
て
司
馬
自
ら
、
本
作
の
執
筆
に
至
っ
た

経
緯
を
述
べ
て
い
る
。

　

バ
ス
ク
う
ま
れ
の
伝
道
師
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ザ
ビ
エ
ル
が
、
日
本

に
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
え
た
日
か
ら
四
百
五
十
年
（
注
５
）
た

つ
た
そ
の
年
、
京
都
の
夏
は
こ
と
さ
ら
に
む
し
暑
く
、
私
は
そ
の
日

の
午
後
の
つ
と
め
を
怠
つ
て
、
銭
湯
に
い
た
。

　

私
は
、
当
時
、
新
聞
社
の
京
都
支
局
に
い
て
、
宗
教
を
う
け
も
つ

て
い
た
。
そ
の
月
は
、
ザ
ビ
エ
ル
の
日
本
上
陸
四
百
五
十
年
を
記
念

し
て
、
日
本
の
各
地
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
が
お
こ
な
わ
れ
、
ヴ
ァ
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そ
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
私
は
、
夜
、
帰
宅
し
て
小
説
に
思
い
を

ひ
そ
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
す
で
に
「
現
実
」
に
倦
い
て
い
た
。
現

実
は
、
ど
う
い
う
意
欲
を
も
、
私
に
お
こ
さ
せ
な
か
つ
た
。
ひ
る
間

の
仕
事
か
ら
断
絶
す
る
た
め
に
も
、
私
の
夜
の
想
念
は
、
現
実
か
ら

脱
け
出
し
て
、
古
代
地
図
の
上
を
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

　

ひ
る
間
は
、
火
事
や
交
通
事
故
の
記
事
を
か
き
、
夜
は
古
代
地
図

の
う
え
を
散
歩
し
て
い
る
奇
妙
な
二
重
生
活
者
を
、
た
れ
よ
り
も
滑

稽
に
お
も
つ
た
の
は
私
自
身
で
あ
つ
た
。
私
は
、「
兜
率
天
の
巡
礼
」

を
書
い
た
。
主
人
公
は
、
銭
湯
で
遭
つ
た
紳
士
で
は
な
く
、
私
自
身

で
あ
つ
た
。（
注
８
）

　

こ
れ
ら
の
一
連
の
文
章
か
ら
、
執
筆
当
時
の
司
馬
の
「『
現
実
』
に
倦

い
て
い
」
る
と
い
う
自
己
認
識
と
「
奇
説
」
と
が
、
呼
応
し
た
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。
そ
の
結
果
、
本
作
の
よ
う
に
幻
想
性
の
高
い
作
品
が
生
ま
れ

た
。
ま
た
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
参
加
し
て
い
た
同
人
誌
の
趣
旨
と

も
一
致
し
て
お
り
、
本
作
の
誕
生
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

司
馬
の
言
説
と
掲
載
誌
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
一
層
、
先
行
研
究
の

指
摘
に
も
納
得
が
行
く
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
兜
率
天
の
巡
礼
」
に
は
、
幻
想
小
説
と
い
う

枠
組
み
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
要
素
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
そ
こ
で
着
目
し
た
の
が
、
次
に
引
用
し
た
、
主
人
公
・
道
竜
の
言
葉

で
あ
つ
た
、
と
も
い
つ
た
。
私
は
、
の
ち
に
小
説
を
書
き
は
じ
め
た

と
き
、
こ
の
教
授
を
う
ご
か
し
て
い
る
執
念
に
興
味
を
も
つ
た
が
、

新
聞
記
者
で
あ
つ
た
こ
の
こ
ろ
の
私
は
、
む
ろ
ん
、
教
授
の
精
神
像

よ
り
も
、
そ
の
説
の
ほ
う
に
興
味
を
も
ち
、
教
授
の
指
示
に
従
つ
て
、

「
日
本
古
代
キ
リ
ス
ト
教
」
の
遺
跡
を
つ
ぶ
さ
に
踏
査
し
た
。

　

私
は
、
そ
れ
を
記
事
に
か
き
、「
す
で
に
十
三
世
紀
に
お
い
て
世

界
的
に
絶
滅
し
た
は
ず
の
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
日
本

に
遺
跡
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
自
体
が
奇
跡
で
あ
る
」
と
締
め
く
く

つ
た
。
説
の
当
否
は
と
も
か
く
、
記
事
は
多
く
の
反
響
を
よ
び
、
海

外
の
新
聞
に
さ
え
転
載
さ
れ
た
。
新
聞
の
記
事
と
い
う
も
の
は
、
十

分
に
論
議
さ
れ
た
学
説
よ
り
も
奇
説
を
好
む
か
ら
だ
ろ
う
。

　

そ
の
の
ち
、
私
は
小
説
を
書
く
こ
と
を
は
じ
め
、
最
初
の
二
作
を

書
き
あ
げ
た
あ
と
、こ
の
奇
説
を
小
説
に
し
よ
う
と
思
い
た
つ
た
。（
注
７
）

　

詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ひ
と
り
の
老
紳
士
と
の
出
会

い
、
そ
し
て
彼
が
話
し
た
内
容
か
ら
着
想
を
得
て
、
司
馬
は
本
作
を
執
筆

し
た
の
だ
と
い
う
。
引
用
箇
所
の
末
尾
、
傍
線
部
に
あ
る
が
、
司
馬
は
こ

の
老
紳
士
の
話
を「
奇
説
」と
捉
え
て
い
る
。「
奇
説
」と
承
知
し
た
上
で
、

小
説
と
い
う
形
で
昇
華
さ
せ
た
。
こ
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
司
馬
は
自
ら

の
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。

　

新
聞
社
は
、き
よ
う
の
「
現
実
」
を
切
り
と
つ
て
販
売
し
て
い
る
。
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二
　
題
材
と
し
て
の
景
教

　

そ
こ
で
ま
ず
は
、
本
作
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
景
教
に
つ
い

て
、
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

　

司
馬
の
言
説
、
そ
し
て
先
行
研
究
に
お
け
る
中
田
の
指
摘
に
あ
っ
た
よ

う
に
、
日
本
に
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
の
伝
来
よ
り
早
く
に
キ
リ

ス
ト
教
が
伝
わ
っ
て
い
た
、
と
い
う
奇
説
が
存
在
し
た
。
こ
の
説
が
学
術

的
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
奇
説
で
あ
る
こ
と
は
、
作
中
に
お
い
て
も
言

及
さ
れ
て
い
る
。

　

道
竜
は
妻
で
あ
る
波
那
の
不
可
解
な
最
期
に
触
れ
、
彼
女
の
先
祖
を
調

べ
遺
伝
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
こ
で
た
ど
り
着
い
た
の
が
、

兵
庫
県
の
赤
穂
に
あ
る
大
避
神
社
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
道
竜
は
神
主
の
話

か
ら
、
波
那
の
祖
先
が
秦
一
族
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
遺
伝
は
ユ
ダ

ヤ
人
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

「
で
、
波
那
が
、
ユ
ダ
ヤ
の
子
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
？
」

「
い
や
い
や
、
わ
れ
わ
れ
秦
氏
の
祖
先
が
、
あ
る
い
は
ユ
ダ
ヤ
人
で

な
か
っ
た
か
と
い
う
訳
で
す
。
波
那
さ
ん
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
」

「
そ
の
証
拠
は
？
」

「
証
拠
と
い
う
程
の
も
の
は
な
い
が
…
…
。
こ
れ
は
一
種
の
学
説
で

で
あ
る
。
道
竜
は
妻
が
亡
く
な
っ
た
当
時
の
思
い
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。

　

そ
れ
か
ら
数
日
を
経
て
、
波
那
は
殆
ど
昏
睡
の
ま
ま
死
ん
だ
。
永

眠
の
日
が
丁
度
終
戦
の
日
で
あ
っ
た
が
、
道
竜
に
は
そ
れ
に
関
す
る

記
憶
は
な
か
っ
た
。
八
月
十
五
日
の
自
分
を
思
い
出
す
に
つ
け
、
国

家
の
存
在
な
ど
は
、
個
人
の
人
生
に
と
っ
て
妻
の
存
在
に
比
す
れ
ば

は
る
か
に
卑
小
な
も
の
で
は
な
い
か
と
、
奇
妙
な
感
動
を
も
っ
て
考

え
る
。
同
時
に
、
そ
の
国
家
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
の
研

究
を
自
分
の
生
涯
の
職
業
と
し
て
き
た
こ
と
に
、
舌
を
噛
み
き
り
た

い
ほ
ど
の
虚
し
さ
を
覚
え
た
。

　

こ
の
一
節
か
ら
は
、
戦
後
直
後
の
社
会
に
対
す
る
批
判
姿
勢
が
見
て
取

れ
る
。
つ
ま
り
司
馬
は
本
作
に
お
い
て
、幻
想
小
説
と
い
う
構
造
の
中
に
、

作
中
に
お
け
る
同
時
代
（
戦
中
・
戦
後
）
に
対
す
る
社
会
批
判
を
組
み
込

ん
で
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
が

奇
説
を
基
に
し
た
幻
想
小
説
で
あ
り
、
物
語
と
し
て
の
面
白
さ
を
指
針
と

し
て
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
そ

れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
作
品
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作

中
の
社
会
批
判
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
着
目
し
、
物
語
中
に
お
け
る
そ
の

意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。



三
五

「
ダ
ビ
デ
の
漢
語
訳
だ
。
こ
の
神
社
は
、
ダ
ビ
デ
の
礼
拝
堂
で
あ
っ

た
。
秦
一
族
は
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
景
教
を
信
じ
て
い
た
と

い
う
の
が
私
の
説
で
あ
る
。」

　

つ
ま
り
、
大
避
神
社
と
い
う
名
称
か
ら
、
秦
氏
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関

連
を
導
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
中
で
は
こ
の
説
に
つ
い
て
、
キ
リ

ス
ト
教
と
仏
教
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
学
者
、
Ｅ
・
Ａ
・
ゴ
ル
ド
ン
の
研

究
を
踏
ま
え
た
上
で
の
「
私
の
説
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
大
避
大
神
と
秦
氏
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
の
繋
が
り
を
、
よ

り
直
接
的
に
指
摘
し
た
論
者
が
い
る
。
そ
れ
が
、明
治
時
代
の
言
語
学
者
、

佐
伯
好
郎
で
あ
る
。
大
避
大
神
と
秦
氏
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
の
繋
が

り
を
指
摘
し
た
佐
伯
の
論
文
を
確
認
し
よ
う
。佐
伯
は「
太
秦（
禹
豆
麻
佐
）

を
論
す
」（『
歴
史
地
理
』
一
一
巻
一
号
、一
九
〇
八
年
一
月
）
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

大
辟
神
社
と
は
大
辟
を
祭
る
神
社
な
り
［
…
］
大
辟
と
は
何
ぞ
［
…
］

大
辟
を
以
一
千
四
百
年
前
に
於
け
る
今
の
大
闢
に
均
し
き
も
の
と
断

言
す
［
…
］
吾
人
は
大
辟
神
社
を
以
て
ダ
ビ
デ
王
を
祭
り
た
る
神
社

な
り
と
断
定
す
。（
注
９
）

　

こ
れ
を
見
る
に
、
本
作
で
神
主
の
述
べ
て
い
る
「
大
避
」
の
由
来
と
、

佐
伯
が
論
じ
た
〈
大
辟
〉
の
由
来
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、
司
馬
は
佐
伯
の
論
述
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

す
。
む
ろ
ん
、
単
な
る
奇
説
で
あ
る
か
も
知
れ
ん
。
し
か
し
、
日
本

人
の
先
祖
を
知
る
に
は
重
大
な
こ
と
で
な
。
波
那
さ
ん
の
遺
伝
が
ど

う
あ
ろ
う
と
、
放
っ
て
は
置
け
ぬ
。
あ
な
た
も
日
本
人
な
ら
ば
だ
。

し
か
も
法
律
と
は
い
え
、
学
者
で
は
な
い
か
。
ど
う
で
す
、
こ
の
説

を
聴
き
ま
す
か
。［
…
］
聴
い
た
以
上
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
今
後
演

繹
敷
衍
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の
気
が
あ
り
ま
す
か
」

「
そ
の
気
が
あ
る
。
波
那
へ
の
供
養
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
」

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
奇
説
で
あ
る
可
能
性
に

つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
奇
説
に
も
根
拠
が
あ
る
こ
と
を

神
主
は
説
明
し
て
い
く
。
そ
の
際
た
る
も
の
は
、道
竜
が
い
る
大
避
神
社
、

そ
の
名
前
に
あ
る
と
神
主
は
説
く
。
そ
の
場
面
が
、次
の
引
用
部
で
あ
る
。

「
大
避
大
神
だ
よ
。
こ
の
神
名
、
古
事
記
に
も
な
い
。
申
せ
ば
、
つ

ま
り
、
異
教
の
神
だ
［
…
］」

「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
だ
よ
。
宇
宙
の
唯
一
伸
ゴ
ッ
ド
だ
。
な
ぜ
か
と

云
え
ば
…
…
」

「
…
…
」

「
こ
の
神
社
は
、
延
喜
式
以
後
大
避
神
社
と
書
く
が
そ
れ
以
前
は
、

大
闢
と
も
書
い
た
と
古
事
記
に
あ
る
。
大
闢
、
だ
い
び
ゃ
く
と
は
、

―
―
漢
訳
聖
書
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
」

「
な
い
」
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で
定
着
し
て
い
る
と
作
中
に
は
あ
る
。
そ
し
て
一
方
の
佐
伯
は
、
秦
氏
族

が
大
避
神
社
の
井
戸
を
「
伊
佐
良
井
」
と
し
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
（
注
11
）。

大
避
神
社
と
景
教
と
を
結
び
つ
け
た
第
一
人
者
が
佐
伯
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
れ
ば
、
井
戸
の
名
称
の
件
に
つ
い
て
も
、
司
馬
は
佐
伯
の
論
文
を
踏

ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

司
馬
が
佐
伯
の
論
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
重
要
な
箇
所
が
、

も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
景
教
の
祖
で
あ
る
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
対
す

る
解
釈
で
あ
る
。

　

作
中
で
は
神
社
を
後
に
し
た
道
竜
は
京
都
に
戻
り
、
波
那
の
先
祖
へ
の

追
究
を
一
層
深
め
て
い
く
。
そ
う
し
て
い
る
内
に
、
歴
史
を
紐
解
く
だ
け

で
は
な
く
、
道
竜
の
想
念
（
魂
）
が
歴
史
上
の
人
物
と
重
な
り
、
歴
史
上

の
出
来
事
を
追
体
験
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
幻
想

的
だ
と
評
価
さ
れ
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
単
に

作
者
の
創
造
・
想
像
で
は
な
く
、
奇
説
で
は
あ
る
も
の
の
典
拠
あ
っ
て
の

記
述
で
あ
る
こ
と
が
、
本
文
と
佐
伯
の
論
説
を
比
較
す
る
こ
と
で
明
ら
か

と
な
る
。

　

本
文
に
お
い
て
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
つ
い
て
は
、簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
男
、
史
上
の
名
は
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
。
つ
い
先
刻
ま
で
首
都
の
教

父
と
し
て
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
寺
院
を
総
攬
し
た
男
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
史
上
最
初
の
神
学
論
争
と
い
わ
れ
た
八
月
四
日
の
大
宗

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
佐
伯
に
つ
い
て
は
、
作
中
に
お
い
て
一
切

の
言
及
が
な
い
。
言
及
こ
そ
な
い
も
の
の
、
司
馬
が
佐
伯
の
論
を
下
敷
き

と
し
て
、
作
品
を
構
築
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
箇
所
は
他
に
も
あ
る
。

　

大
避
神
社
に
は
古
く
か
ら
の
井
戸
が
あ
る
。
そ
の
井
戸
の
名
も
ま
た
、

神
社
の
名
称
と
同
じ
く
、キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
も
の
だ
と
、

作
中
の
神
主
は
言
う
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
ま
ず
本
文
を
見
る
。

「
ダ
ビ
デ
の
漢
語
訳
だ
。
こ
の
神
社
は
、
ダ
ビ
デ
の
礼
拝
堂
で
あ
っ

た
。
秦
一
族
は
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
景
教
を
信
じ
て
い
た
と

い
う
の
が
私
の
説
で
あ
る
。
こ
の
井
戸
を
見
給
え
。［
…
］
こ
の
井

戸
の
名
は
、
教
え
た
な
」

「
い
す
ら
い
井
戸
」

「
そ
う
だ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
井
戸
。
古
来
、
地
の
者
は
そ
れ
を
知
ら

ず
し
て
転
訛
し
て
い
る
」

「
い
す
ら
い
」
と
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
作
中
で
は
語

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
伯
の
論
文
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

吾
人
は
秦
民
族
と
し
て
我
国
に
帰
化
せ
し
こ
の
民
族
は
大
辟
神
社
を

建
立
し
其
側
に
井
を
掘
り
て
紀
念
と
し
名
つ
け
て
伊
佐
良
井
と
称
せ

し
民
族
な
り
と
断
言
す
（
注
10
）

　

イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
音
が
転
訛
し
、「
い
す
ら
い
井
戸
」
と
い
う
名
称
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い
た
だ
け
だ
と
断
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
佐
伯
は
、『
景
教
の

研
究
』（
一
九
三
五
年
一
月
、名
著
普
及
会
）
に
収
め
ら
れ
た
論
に
お
い
て
、

　

而
し
て
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
思
想
的
源
流
と
も
謂
ふ
べ
き
ア
ン
テ
オ

ケ
神
学
の
基
礎
を
置
い
た
学
者
が
［
…
］
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
恩
師
で

あ
っ
た
モ
プ
ス
エ
ス
チ
ヤ
の
テ
オ
ド
ル
で
あ
つ
た
。［
…
］
或
る
意

味
に
於
い
て
実
に
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
異
端
問
題
の
実
際
上
の
責
任
者
で

あ
る
と
謂
つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
就
中
、
景
教
な
る
も
の
の
真
の
開

祖
は
思
想
的
に
云
へ
ば
こ
の
テ
オ
ド
ル
で
あ
つ
て
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
で

は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
司
馬
が
佐
伯
の
論

説
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
司
馬
は
本
作
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
重
要
な
位

置
を
占
め
る
景
教
に
つ
い
て
、
佐
伯
好
郎
の
論
説
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
文
化
と
日
本
文
化
と
い
う
観
点
に
つ
い

て
、
奇
説
で
こ
そ
あ
る
が
、
景
教
を
論
じ
た
第
一
人
者
で
あ
る
佐
伯
好
郎

の
論
説
が
、
本
作
で
は
享
受
さ
れ
て
い
る
。
典
拠
で
あ
る
佐
伯
の
名
を
作

中
で
示
さ
な
い
こ
と
、
佐
伯
の
論
旨
を
作
品
に
転
用
す
る
こ
と
は
、
議
論

の
余
地
が
多
分
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
、
司
馬

が
佐
伯
の
論
を
明
ら
か
に
教
授
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
の
み
焦
点
を
当

て
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
佐
伯
の
奇
説
を
採
択
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
本

教
会
議
に
お
い
て
彼
の
追
放
が
議
決
さ
れ
た
。
彼
の
意
見
に
関
す
る

す
べ
て
の
文
書
は
焼
却
さ
れ
、そ
の
後
ロ
ー
マ
帝
国
の
続
く
か
ぎ
り
、

彼
の
思
想
に
加
担
す
る
者
は
死
罪
を
も
っ
て
酬
い
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
の
続
く
か
ぎ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
彼
の
思
想
は
教
会
史
上

最
兇
の
邪
説
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
に
至
る
。

　

そ
し
て
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
が
迫
害
さ
れ
る
に
至
っ
た
原
因
で
あ
る
、
彼

の
邪
説
に
つ
い
て
も
、「
彼
の
邪
説
と
い
う
の
は
、
た
だ
ひ
と
こ
と
で
説

明
で
き
る
。
マ
リ
ア
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」
と
端
的
に
述
べ
る
。

　

歴
史
上
著
名
な
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
を
極
め
て
簡
潔
に
説
明
し
て
い
る
が
、

こ
の
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
言
動
の
裏
に
は
あ
る
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
が
本
作

で
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
が
、司
馬
と
佐
伯
は
一
致
し
て
い
る
。

そ
の
部
分
を
確
認
す
る
。
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
追
放
に
至
っ
た
、
彼
の
説
に

つ
い
て
、
本
作
で
は
、

あ
る
い
は
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
追
放
も
、
も
と
を
洗
え
ば
そ
の
程
度

の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
と
い
え
ば
、
マ
リ
ア
人
間

説
は
、
実
は
彼
の
意
見
で
は
な
く
、
彼
を
引
き
立
て
て
首
都
の
教
父

職
に
つ
か
せ
た
そ
の
師
テ
オ
ド
ル
監
督
の
学
説
を
祖
述
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
が
説
い
た
こ
と
は
彼

自
身
の
考
え
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
師
の
言
説
を
受
け
そ
れ
を
話
し
て
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な
る
の
は
、
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
終
わ
り
に
、
右
の
論
者

の
人
た
ち
の
中
心
は
、
ど
う
や
ら
佐
伯
好
郎
氏
で
あ
る
ら
し
い
こ
と

も
分
明
し
て
い
る
。（
注
13
）

　

神
は
、
佐
伯
の
論
が
学
術
的
根
拠
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
筆
者
も
神
の
批
判
に
同
意
す
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
に
学
術
的
論
拠
に
乏
し
い
説
を
下
敷
き
に
し
て
本
作
を
書

い
た
司
馬
も
ま
た
、自
ら
「
奇
説
」
と
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

作
者
も
自
認
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
。
そ
こ
で
次
に
考
え
た
い

の
は
、
な
ぜ
明
ら
か
な
奇
説
を
取
り
上
げ
、
本
作
を
書
い
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
、「『
現
実
』
に
倦
い
」
た
作
者
の
「
説

話
性
（
物
語
の
面
白
さ
）」
を
目
指
し
た
創
作
の
一
環
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
鍵
と
な
る
の
が
、
冒
頭
で
も

述
べ
た
本
作
に
含
ま
れ
る
戦
中
・
戦
後
社
会
に
対
す
る
批
判
的
記
述
な
の

で
あ
る
。

三
　
戦
中
の
過
誤
、
戦
後
の
虚
無

　

こ
こ
ま
で
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
本
作
は
東
西
の
歴
史
を
軸
に
展
開

さ
れ
る
幻
想
小
説
で
あ
る
。
同
時
に
、
作
中
の
舞
台
は
戦
中
・
戦
後
で
あ

り
、
当
時
の
時
代
背
景
が
反
映
さ
れ
て
も
い
る
。
幻
想
小
説
で
あ
る
と
謳

作
を
解
釈
す
る
上
で
重
要
な
行
為
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
時
代
は
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
佐
伯
と
い
う
学
者
に
つ

い
て
の
批
評
を
見
て
お
き
た
い
。
神
道
直
は
佐
伯
の
論
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
批
評
し
た
。

　

ま
ず
、
先
に
見
た
、
佐
伯
、
そ
し
て
司
馬
も
書
い
て
い
た
、
神
社
と
井

戸
の
名
称
に
つ
い
て
は
、

［
…
］
八
世
紀
前
に
ユ
ダ
ヤ
系
の
秦
氏
が
渡
来
し
、
日
本
に
も
景
教

が
布
教
さ
れ
た
と
す
る
説
（
佐
伯
）［
…
］
は
、
ま
っ
た
く
の
語
呂

合
わ
せ
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
他
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
と
日

本
文
化
と
を
強
い
て
関
係
付
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
看
取
さ

れ
る
の
で
あ
る
。（
注
12
）

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

［
…
］
景
教
影
響
論
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
歴
史
的

な
傍
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。［
…
］
信
仰
的

に
か
く
あ
れ
か
し
と
願
う
と
こ
ろ
を
、
日
本
の
文
化
諸
現
象
に
無
理

に
む
す
び
つ
け
て
い
る
趣
き
が
あ
る
。
論
者
た
ち
の
述
べ
て
い
る
事

柄
が
、
も
し
彼
ら
の
信
仰
の
一
環
で
あ
る
な
ら
ば
、
筆
者
の
批
判
ご

と
き
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
活
字
に
な
っ
て
世

に
問
う
か
た
ち
と
な
る
に
及
ぶ
と
そ
う
簡
単
に
読
み
す
ご
せ
な
く
な

る
の
で
あ
る
。
学
問
的
論
拠
を
問
い
、
学
問
的
傍
証
を
た
だ
し
た
く
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お
い
て
、
幻
想
小
説
と
い
う
よ
り
多
分
に
歴
史
小
説
的
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
実
際
の
戦
後
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
物
語
は
展
開
し
て
い
く
。

　

戦
中
に
お
い
て
は
、
道
竜
は
学
術
界
で
順
調
に
地
位
を
築
い
て
い
た
と

言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、

　

妻
の
名
を
波
那
と
い
う
。
こ
の
妻
の
お
か
げ
で
、
閼
伽
道
竜
は
Ｈ

大
学
の
教
授
の
地
位
を
得
た
と
、
彼
を
好
ま
な
い
多
く
の
人
々
は
取

沙
汰
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
副
手
と
し
て
大
学
に
残
っ
た
当
時
の
彼
の

資
質
は
、
豊
穣
と
は
云
い
か
ね
た
。

と
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
道
竜
の
能
力
に
拠
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
上
、
道
竜
の
研
究
と
い
う
も
の
が
、

彼
の
理
論
は
、
若
い
頃
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
Ｒ
・
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
博
士

に
つ
い
て
学
ん
だ
そ
れ
の
み
を
愚
直
に
祖
述
し
た
。

と
い
う
、
お
よ
そ
学
術
界
に
お
い
て
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
道
竜
と
、
あ
る
人
物
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
、

ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
で
あ
る
。ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
も
ま
た
、師
の
論
の
祖
述
を
行
っ

て
い
た
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
道
竜
と
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
酷

似
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
道
竜
と
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
共
通
項
で
あ
る
祖
述
だ
が
、
祖
述

し
た
こ
と
を
端
に
し
て
、
道
竜
と
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
は
同
じ
道
を
歩
む
こ
と

と
な
る
。
そ
れ
は
、
祖
述
を
行
っ
た
が
故
の
追
放
で
あ
る
。

わ
れ
る
本
作
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
一
層
、
作
中
に
時
折
表
れ
る
戦

中
・
戦
後
に
密
接
し
た
描
写
は
注
目
に
値
す
る
。
本
章
で
は
、
戦
中
・
戦

後
に
対
す
る
批
判
箇
所
を
見
、
考
察
を
加
え
て
い
く
。

　

こ
れ
ま
で
妻
と
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
に
関
連
し
た
、
主
人
公
・
道
竜
の
姿

を
追
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
道
竜
そ
の
人
に
、
よ
り
迫
っ
て
行
き
た
い
。

　

本
作
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

　

そ
の
寺
は
、
絡
西
の
嵯
峨
野
に
在
っ
て
、
上
品
蓮
台
院
と
い
う
。

不
断
念
仏
宗
の
末
寺
で
あ
る
。

　

中
世
の
末
ま
で
は
真
言
宗
仁
和
寺
の
門
跡
に
属
し
、
古
刹
で
あ
っ

た
が
、
宝
物
と
い
え
る
程
の
も
の
は
な
い
。[
…]

境
内
は
存
外
に
ひ

ろ
く
、
草
の
上
に
、
わ
ず
か
に
弥
勒
堂
と
庫
裡
ひ
と
棟
が
現
存
し
て

い
る
。

　

ポ
ツ
ダ
ム
政
令
に
よ
っ
て
京
都
の
Ｈ
大
学
を
教
職
不
適
格
者
と
し

て
追
放
さ
れ
た
法
学
博
士
閼
伽
道
竜
が
こ
の
寺
を
訪
れ
た
の
は
昭
和

二
十
二
年
の
夏
で
あ
っ
た
。

　

道
竜
は
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
下
の
な
か
で
、
そ
の
政
策
に
よ
っ
て
大
学

の
職
を
追
わ
れ
た
。
日
本
に
お
い
て
一
九
四
五
年
、「
11
月
１
日
、
文
部

省
は
明
ら
か
に
軍
国
主
義
的
・
超
国
家
主
義
的
あ
る
い
は
占
領
政
策
・
占

領
目
的
反
対
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
教
育
関
係
者
の
即
刻
解

職
に
関
す
る
詳
細
な
訓
令
を
発
し
た
」
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
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後
講
演
を
頼
ま
れ
る
ご
と
に
喋
っ
て
い
る
う
ち
に
意
外
な
人
気
を
得

て
講
演
速
記
ま
で
が
出
版
さ
れ
た
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
材
料
で
、
戦

後
道
竜
は
大
学
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

歴
史
学
者
で
は
な
い
か
ら
学
術
的
根
拠
に
乏
し
く
と
も
問
題
で
は
な

い
。
戦
争
の
最
中
に
お
い
て
都
合
の
良
い
解
釈
を
し
、
戦
時
下
に
あ
る
社

会
を
鼓
舞
す
る
こ
と
。
Ｒ
の
述
べ
た
こ
と
の
目
的
は
そ
う
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
抗
い
も
せ
ず
、
道
竜
は
学
術
的
根
拠
の
な
い
論

を
祖
述
し
た
。
こ
こ
で
再
度
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
く
だ
り
を
確
認
す
る
。

あ
る
い
は
、
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
の
追
放
も
、
も
と
を
洗
え
ば
そ
の
程
度

の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
と
い
え
ば
、
マ
リ
ア
人
間

説
は
、
実
は
彼
の
意
見
で
は
な
く
、
彼
を
引
き
立
て
て
首
都
の
教
父

職
に
つ
か
せ
た
そ
の
師
テ
オ
ド
ル
監
督
の
学
説
を
祖
述
し
た
も
の
に

す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

道
竜
と
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
と
は
、
社
会
的
立
場
や
在
り
様
が
重
な
っ
て
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。
国
や
時
代
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
道
竜
は
ネ
ス
ト
リ

ウ
ス
と
同
じ
轍
を
踏
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
考
え

る
に
司
馬
は
こ
の
二
人
の
人
物
を
通
じ
て
、
宗
教
界
あ
る
い
は
学
術
界
、

ど
の
よ
う
な
界
隈
で
あ
ろ
う
と
、
権
威
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
一
過
性
の
も

の
で
あ
っ
た
り
、
あ
ま
つ
さ
え
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と

を
示
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
司
馬
は
本
作
の
中
で
、
権
威
の
脆
弱

　

道
竜
が
大
学
を
追
放
さ
れ
る
に
至
っ
た
、
最
大
の
論
説
が
あ
る
。
そ
れ

は
端
的
に
言
え
ば
、
学
術
的
論
拠
に
乏
し
い
説
を
流
布
し
た
こ
と
だ
と
言

え
よ
う
。

　

道
竜
が
追
放
さ
れ
る
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
確
認
し
て
行
き
た
い
。

　

閼
伽
道
竜
の
不
幸
は
、
戦
時
中
、
Ｒ
と
い
う
同
僚
と
多
少
の
交
流

を
も
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
Ｒ
は
、
そ
の
当
時
、
皇
道
法
哲
学
と
い

う
奇
妙
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
仕
立
て
あ
げ
て
、
時
の
人
気
に
投
じ

た
男
で
あ
る
。

　

イ
ニ
シ
ャ
ル
で
臥
せ
ら
れ
お
り
、
こ
の
Ｒ
な
る
人
物
の
詳
細
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
と
も
か
く
道
竜
は
国
家
主
義
的
な
人
物
と
交
流
を
持
っ
た
。

そ
の
結
果
、
道
竜
は
北
畠
顕
家
（
注
14
）
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
に
つ
い
て
、

新
説
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
。

「
し
か
し
、
君
は
歴
史
学
者
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
正
確
を
期
す
る
必

要
は
な
い
。
要
は
、
史
伝
に
対
す
る
解
釈
と
見
方
だ
。
顕
家
と
い
う

の
は
、
い
く
つ
で
死
ん
だ
」

「
二
十
一
だ
っ
た
か
」

「
そ
れ
ァ
若
い
。
若
い
だ
け
に
都
合
が
い
い
」

　

と
、
Ｒ
は
顕
家
に
対
す
る
新
し
い
見
方
を
道
竜
に
教
え
た
。
道
竜

は
、
そ
の
通
り
話
し
た
。
二
十
一
歳
で
戦
死
し
た
南
朝
の
公
卿
の
子

が
、
ま
る
で
偉
大
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
新
説
を
、
そ
の
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憶
は
な
か
っ
た
。
八
月
十
五
日
の
自
分
を
思
い
出
す
に
つ
け
、
国
家

の
存
在
な
ど
は
、
個
人
の
人
生
に
と
っ
て
妻
の
存
在
に
比
す
れ
ば
は

る
か
に
卑
小
な
も
の
で
は
な
い
か
と
、
奇
妙
な
感
動
を
も
っ
て
考
え

る
。
同
時
に
、
そ
の
国
家
に
関
す
る
、
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
の
研
究

を
自
分
の
生
涯
の
職
業
と
し
て
き
た
こ
と
に
、
舌
を
噛
み
き
り
た
い

ほ
ど
の
虚
し
さ
を
覚
え
た
。

　

こ
れ
ま
で
他
者
の
論
や
考
え
を
写
し
取
り
語
る
だ
け
で
あ
っ
た
道
竜

に
、
初
め
て
意
志
が
芽
吹
い
た
瞬
間
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
伴
侶
と
い
う
ひ

と
つ
の
か
け
が
え
の
な
い
命
が
失
わ
れ
て
初
め
て
、
道
竜
は
国
家
に
倣
っ

た
命
で
は
な
く
、
個
と
し
て
の
命
を
持
っ
た
の
だ
と
考
え
た
。

四
　
お
わ
り
に

　

物
語
の
終
盤
、
道
竜
が
亡
き
妻
の
月
命
日
に
、
雨
の
煙
る
京
都
の
町
を

歩
く
場
面
が
あ
る
。

　

道
竜
は
、
ほ
う
け
た
よ
う
に
、
雨
を
な
が
め
て
い
る
。
そ
の
貌
の
、

耳
朶
の
下
か
ら
あ
ご
に
か
け
て
、
普
通
人
に
は
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る

皺
が
ふ
か
ぶ
か
と
二
す
じ
走
り
と
お
っ
て
い
た
。
そ
の
暗
い
左
右
の

皺
が
、
時
に
道
竜
の
顔
を
猿
の
ご
と
く
に
も
見
せ
、
時
に
、
得
体
の

し
れ
ぬ
黯
い
か
な
し
み
の
翳
の
よ
う
に
も
見
さ
せ
た
。
死
霊
の
か
な

さ
を
突
い
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
司
馬
が
あ
え
て
奇
説
を
題
材
と
し
て
い
る
こ
と

は
示
唆
的
で
あ
る
。
司
馬
は
老
紳
士
か
ら
教
わ
っ
た
奇
説
に
つ
い
て
新
聞

記
事
に
し
た
際
、
そ
の
記
事
が
多
く
の
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
に
触
れ
て
い

る
（
注
15
）。
そ
の
記
事
は
学
術
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
奇
説
に
す
ぎ
な
い
も

の
で
は
あ
っ
た
が
、
国
内
外
の
多
く
の
人
々
の
関
心
を
引
い
た
。「
新
聞

の
記
事
と
い
う
も
の
は
、
十
分
に
論
議
さ
れ
た
学
説
よ
り
も
奇
説
を
好
む

か
ら
だ
ろ
う
」
と
司
馬
は
記
し
て
い
る
が
、こ
の
一
件
に
お
い
て
司
馬
は
、

奇
説
が
世
間
で
享
受
さ
れ
る
様
を
自
ら
体
験
し
た
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
司
馬
は
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
と
い
う
歴
史
上
の
人
物
と
、
新
聞
記
者

と
し
て
の
自
分
自
身
の
経
験
（
老
紳
士
と
の
邂
逅
、
そ
し
て
奇
説
の
伝
播

と
享
受
）
か
ら
、
道
竜
と
い
う
人
物
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼

ら
に
共
通
す
る
の
は
、
仮
初
め
の
権
威
を
体
感
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
時
的
な
地
位
や
権
力
、
移
ろ
う
国
家
と
そ
の
時
勢
の
中
で
生
き

た
道
竜
の
生
涯
を
描
く
こ
と
で
、
司
馬
は
戦
中
・
戦
後
を
そ
れ
ぞ
れ
支
配

し
た
権
威
を
批
判
し
た
の
だ
と
考
察
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
戦
後
の
道
竜
の
述
懐
を
、
次
の
よ

う
に
描
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
数
日
を
経
て
、
波
那
は
殆
ど
昏
睡
の
ま
ま
死
ん
だ
。
永
眠

の
日
が
丁
度
終
戦
の
日
で
あ
っ
た
が
、
道
竜
に
は
そ
れ
に
関
す
る
記



四
二

個
の
痛
み
を
描
い
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
司
馬
遼
太
郎

初
期
作
品
に
お
け
る
幻
想
小
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
本
作

で
あ
る
が
、
新
た
な
一
面
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
単
な
る
幻
想
小
説
に
留

ま
ら
な
い
、
戦
中
・
戦
後
を
生
き
た
個
に
迫
っ
た
、
社
会
性
を
内
包
し
た

作
品
だ
と
付
け
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

司
馬
は
本
作
を
、
同
人
誌
『
近
代
説
話
』
に
寄
せ
た
。
し
か
し
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
、
本
作
の
根
底
に
は
戦
中
・
戦
後
の
権
威
に
対
す
る
批
判
精

神
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
同
誌
の
「
近
代
の
文
学
が
喪
っ
た

説
話
性
（
物
語
の
面
白
さ
）
を
復
活
し
よ
う
と
い
う
野
心
」
と
い
う
趣
旨

か
ら
は
背
反
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
物
語
の
面
白
さ
」
と
い
う

言
葉
で
は
内
包
で
き
な
い
程
の
、
戦
中
・
戦
後
を
通
じ
て
個
が
感
じ
た
痛

み
と
い
う
も
の
が
、
本
作
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
雑
誌
の
趣
旨
と
は
完
全
に
沿
わ
ず
と
も
、
司
馬
は
本

作
を
書
き
上
げ
、
戦
中
・
戦
後
と
い
う
時
代
に
つ
い
て
、
自
ら
の
意
思
を

表
明
し
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
本
作
は
、
司
馬
の
戦
中
・
戦
後
に
対
す
る

思
考
が
反
映
さ
れ
た
作
品
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
司
馬
が
戦
中
・
戦
後

を
扱
っ
た
作
品
が
数
少
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
作
は
稀
有
な
作
品
で

あ
る
。
こ
の
の
ち
司
馬
は
、歴
史
小
説
家
と
し
て
の
色
を
濃
く
し
て
い
き
、

明
治
維
新
を
は
じ
め
と
し
た
近
代
を
描
い
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
司
馬
の

作
品
系
譜
の
変
遷
を
捉
え
た
上
で
、
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
と
な
っ
て
い

し
み
、
い
や
、
生
け
る
も
の
が
無
機
物
に
化
し
た
と
き
に
現
わ
れ
出

る
あ
の
髑
髏
の
物
憂
く
か
な
し
げ
な
表
情
が
、
道
竜
の
相
貌
に
も
き

り
き
ざ
ま
れ
て
い
た
。

　

道
竜
の
姿
は
こ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
、
虚
ろ
な
様
子
が
う
か
が
え
る
。

本
作
の
幻
想
的
と
い
わ
れ
る
要
素
と
し
て
、
主
人
公
の
魂
魄
が
時
空
を
越

え
古
代
と
現
代
、
西
と
東
を
行
き
来
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
し
か
し

そ
の
魂
の
巡
歴
に
よ
っ
て
亡
者
の
よ
う
に
な
っ
た
道
竜
も
ま
た
、
悲
哀
に

満
ち
な
が
ら
も
幻
想
的
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
道
竜
が
こ
の
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
亡
き
妻
が
た
め
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
述
懐
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
道
竜
に
と
っ
て
、
社
会
か
ら
追
放
さ
れ
た
こ
と
は
さ
し
て
重
要

で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
妻
を
失
っ
た
こ
と
で
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
、

自
身
が
所
属
し
た
組
織
（
国
家
、
大
学
）、
そ
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
事

柄
（
祖
述
）
に
対
す
る
空
虚
さ
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

道
竜
が
戦
時
中
の
時
流
に
乗
り
、
戦
後
地
位
を
追
わ
れ
た
こ
と
は
自
業
自

得
で
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
竜
も
ま
た
、
時
代
の
体
制
に
翻
弄
さ

れ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
作
で
は
国
家
の
体

制
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
個
人
の
存
在
と
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
権
威

の
脆
弱
さ
を
突
い
た
作
品
だ
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
本
作
は
幻
想
小
説
と
い
う
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
本
質
は
、
戦
中
の
体
制
に
対
す
る
批
判
精
神
と
、
体
制
に
翻
弄
さ
れ
る



四
三

　

６　

司
馬
遼
太
郎
『
豚
と
薔
薇
』
あ
と
が
き
（『
豚
と
薔
薇
』
一
九
六
〇

年
一
一
月
、
東
方
社
）

　

７　

司
馬
遼
太
郎　

前
掲
書

　

８　

司
馬
遼
太
郎　

前
掲
書

　

９　

佐
伯
好
郎
「
太
秦
（
禹
豆
麻
佐
）
を
論
す
」（『
歴
史
地
理
』
一
一

巻
一
号
、一
九
〇
八
年
一
月
）引
用
は『
景
教
碑
文
研
究
』（
一
九
一
一

年
一
二
月
、
待
漏
書
院
）
に
よ
る
。「
太
秦
（
禹
豆
麻
佐
）
を
論
す
」

の
趣
旨
は
、
京
都
・
太
秦
（
並
び
に
大
酒
神
社
）
と
秦
氏
、
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
教
と
の
連
関
を
提
言
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
赤
穂
の
大
避

神
社
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
は
別
論
文
に
て
触
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、〈
大
辟
〉
や
後
述
の
〈
伊
佐
良
井
〉
と
い
う
語
の

解
釈
に
つ
い
て
は
、「
太
秦
（
禹
豆
麻
佐
）
を
論
す
」
が
最
も
詳
し
い
。

し
た
が
っ
て
司
馬
は
、「
太
秦
（
禹
豆
麻
佐
）
を
論
す
」
を
参
照
し
、

神
主
の
言
葉
と
し
て
語
ら
せ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
佐
伯
の
論
考
と
本
作
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
よ
り
検
討
を
深
め
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

　

10　

佐
伯
好
郎　

前
掲
書
。

　

11　

し
か
し
な
が
ら
、
佐
伯
の
示
し
た
「
伊
佐
良
井
」（
い
さ
ら
い
）

井
戸
と
、司
馬
の
示
し
た「
い
す
ら
い
井
戸
」で
は
音
が
異
な
る
。「
伊

佐
良
井
」
と
「
い
す
ら
い
」
の
差
異
、
大
酒
神
社
と
大
避
神
社
と
の

く
で
あ
ろ
う
。

注
１　

志
村
有
弘
編
『
司
馬
遼
太
郎
事
典
』（
二
〇
〇
七
年
一
二
月
、
勉

誠
出
版
）

　

２　

中
田
雅
敏
「
司
馬
遼
太
郎
文
学
ガ
イ
ド　

兜
率
天
の
巡
礼
」（『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞　

別
冊　

司
馬
遼
太
郎
の
世
界
』
二
〇
〇
二
年
七

月
、
至
文
堂
）

　

３　

中
田
雅
敏　

前
掲
書

　

４　

磯
貝
勝
太
郎『
司
馬
遼
太
郎
の
幻
想
ロ
マ
ン
』（
二
〇
一
二
年
四
月
、

集
英
社
新
書
）

　

５　

司
馬
に
よ
る
誤
植
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
正
し
く
は
四
〇
〇
年

（
一
九
四
九
年
）
で
あ
る
。
日
置
英
剛
編
『
新
・
国
史
大
年
表
』
第

八
巻
（
二
〇
一
二
年
九
月
、
国
書
刊
行
会
）
に
よ
れ
ば
、

５
・
２
６　

聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
渡
来
四
〇
〇
年
祭

の
た
め
「
奇
跡
の
右
腕
」、
特
別
機
レ
イ
サ
ー
号
で
羽
田
空
港

に
到
着
。
２
８　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
記
念
式
典
を
長
崎
・
東

京
を
中
心
に
行
う
。

６
・
１
２　

ロ
ー
マ
法
王
よ
り
「
奇
跡
の
右
腕
」
が
贈
ら
れ
、

鹿
児
島
よ
り
東
京
ま
で
巡
礼
。

　
　
　

と
あ
る
。



四
四

大
和
を
経
て
京
都
を
衝
こ
う
と
し
た
が
、
般
若
坂
に
敗
れ
て
河

内
に
逃
れ
、
な
お
大
い
に
奮
戦
し
た
が
利
な
く
、
五
月
十
五
日

痛
烈
な
諫
奏
を
天
皇
に
認
（
し
た
）
た
め
、
二
十
二
日
和
泉
石

津
の
決
戦
で
戦
死
し
た
。
と
き
二
十
一
歳
の
生
涯
で
あ
っ
た
。

　
　
　

と
あ
る
。
道
竜
が
顕
家
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
、
史

実
に
基
づ
か
な
い
講
演
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
作

中
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　

15　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
新
聞
記
事
に
つ
い
て
は
、
詳
細
が
明
ら

か
で
な
く
、
現
在
調
査
中
で
あ
る
。
ご
教
授
い
た
だ
き
た
い
。

【
付
記
】
本
稿
で
使
用
・
引
用
す
る
テ
ク
ス
ト
は
『
司
馬
遼
太
郎
全
集
』

第
二
巻（
一
九
七
三
・
一
〇
、文
芸
春
秋
）に
拠
る
。な
お
傍
線
、［
…
］（
省
略
）

は
筆
者
に
よ
る
。
本
稿
は
、
中
国
日
本
文
学
研
究
会
（
二
〇
一
八
年
八
月

一
三
日
（
月
）　

於
・
内
モ
ン
ゴ
ル
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
き
、

加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
場
内
外
で
多
く
の
貴
重
な
ご
意
見

を
ご
教
授
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

（
と
ど
ろ
ば
る　

あ
さ
み
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

キ
ー
ワ
ー
ド
＝
景
教
、
戦
中
、
戦
後

連
関
に
つ
い
て
は
、別
稿
を
用
意
し
改
め
て
考
察
を
行
う
。し
た
が
っ

て
こ
こ
で
は
、〈
イ
ス
ラ
エ
ル
〉
を
由
来
と
す
る
と
い
う
言
葉
の
解

釈
と
い
う
点
に
お
い
て
、
佐
伯
の
論
と
本
作
と
は
一
致
し
て
い
る
と

い
う
指
摘
に
留
め
た
い
。

　

12　

神
直
道
『
景
教
入
門
』（
一
九
八
一
年
七
月
、
教
文
館
）

　

13　

神
直
道　

前
掲
書

　

14　

国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編『
国
史
大
辞
典　

第
四
巻
』（
一
九
八
四

年
一
二
月
、
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
れ
ば
、

北
畠
顕
家　

一
三
一
八
―
三
八　

南
北
朝
時
代
の
公
卿
、武
将
。

文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
北
畠
親
房
の
調
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。

元
徳
二
年
（
一
三
三
〇
）
十
三
歳
で
左
中
弁
と
な
る
新
例
を
ひ

ら
き
、
翌
年
参
議
で
左
近
衛
中
将
を
兼
ね
、
空
前
の
昇
進
を
示

し
た
。［
…
］
建
武
新
政
と
と
も
に
、
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）

八
月
五
日
十
六
歳
で
従
三
位
に
叙
さ
れ
陸
奥
守
と
な
り
、
義
良

親
王
を
奉
じ
父
親
房
と
と
も
に
、
特
命
を
帯
び
て
、
十
月
京
を

発
ち
陸
奥
に
下
っ
た
。［
…
］〔
建
武
〕
二
年
足
利
尊
氏
の
叛
に

よ
り
、
十
一
月
鎮
守
府
将
軍
を
兼
ね
、
尊
氏
を
追
撃
し
て
東
海

道
を
西
上
し
、
新
田
・
楠
木
氏
ら
と
協
力
し
て
尊
氏
を
九
州
に

敗
走
さ
せ
た
。［
…
］〔
延
元
〕
三
年
（
北
朝
暦
応
元
）
正
月
美

濃
青
野
ヶ
原
の
緒
戦
勝
利
か
ら
伊
勢
に
転
身
し
、さ
ら
に
伊
賀
・


