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2001年 （平成13年 ）7月5日 木 曜 日

一

示 華区 奈庁 呻 （夕刊）

に
せ
き
立
て
ら
れ
、
分
散
和

畜
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
る
過

一

音
楽
評l

[
｀
"
ロ

ロ

マ

ン

・

ロ

ラ

ン

研

究

所

の

設

ま

い

に

し

た

反

面

、

と

て

も

立

三

十

周

年

を

記

念

し

て

、

神

谷

分

か

り

や

す

く

感

情

の

動

き

郁

代

に

よ

る

オ

ー

ル

・

ペ

ー

ト

ー

を

表

現

し

て

い

た

。

だ

が

こ

ペ
ン
の
ピ
ア
ノ
・
リ
サ
イ
タ
ル

11

れ
ら
は
、
い
わ
ば
ベ
ー
ト
ー

写
真
11が
開

か

れ

た

。

ベ

ン

演

奏

の

常

と

う

手

段

曲

目

は

前

半

が

卜

短

調

の

ソ

ナ

と

も

言

え

る

か

も

し

れ

な9
0
 

チ
ネ
と
「
熱
情
」
ソ
ナ
タ
、
後
半

が

ホ

長

調

の

ソ

ナ

タ

作

品

一

〇

九

今

回

、

個

人

的

に

は

後

半

と
ハ
短
調
の
ソ
ナ
タ
作
品

一
―

し』

二
作
品
で
の
め
い
想
的
な
表

現
が
印
象
深
か
っ

「
神
谷
郁
代
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
弾
く
」

>/-1
0

一。

全
体
を
通
し

て
、
真
摯
に
ベ
ー

ト

ー

ベ

ン

ー

や

ど

、

強

い

意

志

感

じ

る

演

奏

ホ

長

調

ソ

ナ

タ

あ

ろ

う

と

す

る

意

の

終

楽

章

を

、

押

志
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
演
奏
だ
っ
で
意
欲
が
空
回
リ
し
た
印
象
も
あ
さ
え
た
調
子
で
歌
い
上
げ
る
息
づ

た

。

っ

た

が

、

ホ

長

調

ソ

ナ

タ

の

ス

ケ

か

い

。

ハ

短

調

ソ

ナ

タ

の

終

楽

章

神
谷
の
ペ
ー
ト
ー
ペ
ン
は
野
太
ル
ツ
ォ
や
ハ
短
調
ソ
ナ
タ
の
冒
頭
で
、
微
細
な
装
飾
音
が
続
く
時
の

い
音
で
歌
い
、
両
足
で
大
地
に
踏
楽
章
で
は
、
「
男
流
」
口
調
が
気
独
特
の
緊
張
。
こ
う
し
た
瞬
間
は

ん
張
る
よ
う
に
低
音
を
打
ち
鳴
ら
持
ち
よ
く
決
ま
っ
て
い
た
。
な
か
な
か
責
重
な
も
の
だ
っ
た
の

す
の
で
、
ど
う
し
て
も
が
っ
し
リ
ま
た
彼
女
は
音
楽
の
進
行
に
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1
1
6月
23

し
た
体
格
の
男
性
の
姿
を
連
想
し
わ
せ
て
上
手
に
感
情
を
高
揚
さ
せ
日
、
京
都
コ
ン
サ
ー
ト
小
ホ
ー
ル
。

て
し
ま
つ
。
「
熱
情
」
ソ
ナ
タ
で
る
。
「
熱
情
」
の
冒
頭
楽
章
で
ゆ
（
音
楽
評
論
家
）

は
、
ペ
ダ
ル
の
響
き
が
飽
和
気
味
っ
た
り
歌
い
始
め
た
主
題
が
次
第 4

t
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宮
本
正
清
先
生
の
思
い
出

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』

の
読
書
会
を
終
え
て

財
団
法
人
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
30
周
年
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

神
谷
郁
代
”
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
弾

v“
を
聴
い
て

『
最
後
の
扉
の
敷
居
で
』
か
ら

3

人
生
の
秋
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
読
む

ー
フ
ラ
ン
ス
人
の
目
か
ら
見
る
ー
—

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー

目
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シ
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シ
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デ
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デ
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シ
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あ
と
が
き

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
と
自
然
破
壊

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
活
動
・
設
立
趣
意
書

二
0
0
一
年
度

賛
助
会
員
、
寄
付
者
名
簿

3
 

D
i
d
i
e
r
 C
h
i
c
h
e
……

1
 

小

尾

俊

人

：

・

：

．
58

宮

本

57 53 

ヱ
イ
子
…
・:
48



え
を
見
出
せ
る
と
、
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
は
奇
妙
な
運
命
を
辿
っ
た
と
言
え
る
。

各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
ロ
シ
ア
な
ど
で
は
何
百
万
部
も
売
り
上
げ
る
。

ト
フ
』
は
も
ち
ろ
ん
『
コ
ラ
・
プ
ル
ニ
ョ
ン
』
や
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
は
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
る
）
。
と
こ
ろ
が
、

ん
だ
ん
と
ロ
ラ
ン
離
れ
が
進
み
、
今
日
に
至
っ
て
は
書
店
に
並
ぶ
作
品
は
稀
で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
の
言
葉
は
彼
が
関
心
を
寄
せ
た
作
品
や
歴

史
的
事
件
に
関
す
る
書
物
の
中
で
引
用
さ
れ
る
の
み
で
、
そ
れ
自
体
が
読
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

ロ
ラ
ン
離
れ
は
一
九
四

0
年
か
ら
五

0
年
に
か
け
て
お
き
る
。
ま
ず
イ
ン
テ
リ
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
彼
の
文
章
が
う
ま
く
な
い
と
、
批

判
し
始
め
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ロ
ラ
ン
離
れ
の
十
分
な
説
明
と
は
言
え
ぬ
。
私
が
講
演
の
タ
イ
ト
ル
を
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ヴ
ィ
ク

ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
」
に
し
た
の
も
、
こ
の
二
人
を
比
べ
る
こ
と
で
、
（
ロ
ラ
ン
も
こ
の
比
較
を
否
定
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
）

序

ロ
マ
ン
・

文 l

フ
ラ
ン
ス
人
の
目
か
ら
見
る
I

ロ
ラ
ン
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・

一
九
一
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
、
世
界
的
な
絶
賛
を
浴
び
、

フ
ラ
ン
ス
で
も
大
衆
の
絶
大
な
支
持
を
得
る
（
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス

ユ
ゴ
ー

シ
ッ
シ
ュ

な
ん
ら
か
の
答

そ
の
後
だ

由

紀

子

訳

デ

イ

デ

ィ

エ

・

シ

ュ

シ

ュ
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ロ
ラ
ン
が
人
間
ユ
ゴ
ー
と
、

そ
の
作
品
も
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。

家
は
預
言
者
の
よ
う
で
あ
り
、
「
ユ
ゴ
ー
万
歳
／
．
」
と
叫
ぶ
群
集
に
沈
黙
を
課
し
た
後
で
「
共
和
国
万
歳
／
．
」
と
叫
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
生
計
を
立
て
る
た
め
に
ロ
ラ
ン
が
教
え
て
い
た
、
退
屈
で
偽
善
的
な
教
会
の
説
く
公
け
の
道
徳
の
授
業
で
、

を
読
む
と
き
だ
け
生
徒
達
が
生
き
生
き
し
て
い
た
と
、
語
っ
て
い
る
。

若
き
ロ
ラ
ン
だ
け
で
な
く
、
十
九
世
紀
の
終
わ
り
に
作
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
ユ
ゴ
ー
は
父
で
あ
り
、
多
様
な
着
想
と
豊
か

一
八
八
五
年
の
彼
の
葬
儀
は
そ

な
作
品
で
十
九
世
紀
を
総
括
す
る
人
で
あ
っ
た
。
更
に
、
ユ
ゴ
ー
は
共
和
国
の
価
値
を
象
徴
し
て
い
た
。

う
い
っ
た
意
味
で
市
民
の
宗
教
的
儀
式
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
共
和
国
の
詩
人
へ
の
崇
拝
の
儀
式
の
様
を
呈
し
て
い
た
。

作
家
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
ユ
ゴ
ー
を
軸
に
自
分
を
位
置
付
け
、
彼
の
作
品
を
と
お
し
て
十
九
世
紀
の
遺
産
を
受
け
継

ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
十
九
世
紀

い
る
か
ら
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
革
新
派
の
イ
ン
テ
リ
に
は
特
有
の
考
え
方
、
信
条
が
あ
り
、

の
作
品
は
そ
れ
ら
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
が
、
簡
単
に
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ロ
ラ
ン
が
ユ
ゴ
ー
的
で
あ
る
の
は
、
彼
が
十
九
世
紀
に
生
ま
れ
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
十
九
世
紀
を
継
承
し
て

ロ
ラ
ン
も
こ
れ
に
追
随
し
て
い
る
。
ユ
ゴ
ー

・
普
遍
的
共
和
国
の
到
来
を
信
じ
る

・
反
聖
職
主
義
で
あ
る
と
同
時
に
唯
物
論
の
席
巻
を
嘆
く

・
民
衆
を
信
頼
し
、
輝
く
未
来
を
作
り
上
げ
る
と
信
じ
る

・
革
新
派
の
イ
ン
テ
リ
と
い
う
立
場
を
と
る

ス
イ
ス
で
若
き
ロ
ラ
ン
の
目
に
映
っ
た
老
作

ユ
ゴ
ー
の
『
あ
あ
無
情
」

-2-



・
ド
イ
ツ
を
敵
国
で
は
な
く
共
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
礎
石
と
な
る
べ
き
隣
国
だ
と
し
、
憧
憬
す
る

二
人
の
革
新
派
作
家

一
九
二
七
年
に

E
・
レ
ニ
エ
に

ロ
ラ
ン
も
ユ
ゴ
ー
も
共
に
イ
ン
テ
リ
で
あ
り
革
新
派
に
属
す
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
重
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
イ
ン
テ
リ
と
は
、
少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
は
、
自
分
に
関
係
な
い
こ
と
に
関
心
を
寄
せ
、
係
わ
っ
て
行
く
人
達
で

あ
る
。
芸
術
家
で
あ
ろ
う
と
作
家
で
あ
ろ
う
と
自
分
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
ら
ず
、
自
分
の
考
え
を
主
張
す
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
何
ら
か
の

大
義
を
擁
護
し
、
不
正
を
暴
く
。
た
と
え
そ
れ
が
自
分
の
所
属
す
る
世
界
に
反
す
る
場
合
で
も
。
ユ
ゴ
ー
は
貴
族
院
議
員
で
あ
り
な
が
ら

七
月
王
政
の
璽
圧
と
偽
善
を
批
判
し
た
。
ロ
ラ
ン
も
若
く
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
袂
を
分
か
つ
。

イ
ン
テ
リ
と
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
ゲ
ー
テ
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
引
用
し
て
言
う
よ
う
に
「
常
に
否
定
す
る
精
神
」
で
あ
る
。
否
定
す
る
精
神

は
育

っ
た
環
境
を
批
判
す
る
だ
け
で
な
く
同
志
の
行
き
過
ぎ
を
も
弾
劾
す
る
。
ユ
ゴ
ー
は
革
新
派
共
和
派
の
唯
物
論
を
は
っ
き
り
否
定
し、

一
八
四
八
年
の
革
命
時
に
は
黎
明
期
に
あ
っ
た
社
会
主
義
が
神
の
い
な
い
恐
ろ
し
い
宗
教
に
な
る
危
険
性
を
牢
ん
で
い
る
こ
と
に
警
鐘
を

な
ら
し
て
い
る
。
若
き
ロ
ラ
ン
も
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
際
に
は
当
然
ド
レ
フ
ュ
ス
擁
護
派
に
身
を
置
く
が
、
こ
の
高
貴
な
大
義
を
出
世
に

利
用
し
よ
う
と
す
る
人
々
を
強
く
批
難
す
る
。

を
政
治
に
か
え
て
し
ま
う
の
だ
。
」
後
に
ソ
連
共
産
党
革
命
に
希
望
を
見
い
出
し
た
ロ
ラ
ン
で
あ
る
が
、

ロ
ラ
ン
の
旧
友
で
あ
り
、
同
士
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ギ
ー
に
よ
れ
ば
「
彼
等
は
伝
説

当

て
て
「
共
産
主
義
に
対
す
る
考
え
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
高
邁
な
思
想
が
偏
狭
な
セ
ク
ト
主
義
と
愚
な
硬
直
性
と
暴
力
の
信
仰

に
よ
り
台
無
し
に
さ
れ
、
共
産
主
義
を
反
転
さ
せ
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
生
ん
だ
」
と
、
嘆
い
て
い
る
。
主
義
主
張
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
も
、
超

越
し
た
倫
理
を
希
求
し
、
常
に
別
の
場
所
に
い
る
。
ユ
ゴ
ー
に
「
私
は
他
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
間
だ
」
と
い
う
名
句
が
あ
る
。
コ
ミ

ッ

ト
す
れ
ど
も
そ
れ
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
戦
い
な
が
ら
も
自
分
自
身
の
精
神
の
独
立
は
保
つ
の
が
イ
ン
テ
リ
だ
っ
た
。

-3-



だ
。
我
々
は
ケ
ル
ペ
ロ
ス
の
三
つ
の
頭
な
の
だ
。

ロ
ラ
ン
も
ユ
ゴ
ー
も
そ
の
コ
ミ
ッ
ト
し
た
中
味
は
似
て
い
る
。
二
人
と
も
明
日
は
今
日
よ
り
美
し
い
と
考
え
、
社
会
的
政
治
的
進
歩
、

正
義
の
国
の
到
来
を
信
じ
、
そ
れ
を
速
め
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
正
義
の
国
で
は
階
層
は
消
滅
し
真

実
と
正
義
が
普
遍
的
に
崇
拝
さ
れ
る
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ド
グ
マ
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
）
「
真
実
と

人
間
を
群
菫
す
る
限
り
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
支
持
し
、
こ
れ
ら
を
侵
害
す
る
な
ら
ば
反
対
す
る
。
人
間
的
価
値
を
前
に
特
権
階
級
な
ど
上
に

一
九
二
二
年
三
月
十
二
日
）

マ
ラ
ー
よ
。
」
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
が

マ
ラ
ー
は
言
う
「
我
々
三
人
が
革
命
そ
の
も
の

彼
は
主
意
主
義
を
信
じ
る
が
、
批
判
精
神
を
持
つ
。
「
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』
の
中
で
「
結
果
は
手
段
を
正
当
化
し
な
い
。
進
歩
の
た
め
に

は
結
果
よ
り
も
む
し
ろ
手
段
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
批
判
精
神
に
基
づ
く
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
か
ら
ユ
ゴ
ー
と
ロ
ラ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
見
方
が
似
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ユ
ゴ
ー
の
革
命
を
題
材
と
し
た
「
九
十
三
年
』
と
い
う
小
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ロ
ラ
ン
の
作
品
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
劇
」
だ
け
で
な
く

ロ
シ
ア
革
命
に
対
す
る
態
度
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

「九
十
三
年
」
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
部
分
的
に
評
価
し
た
り
批
判
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
と
め
て
受
け
入
れ
る
か
否
定

マ
ラ
ー
、
ダ
ン
ト
ン
、

す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

く
し
か
ね
な
い
危
機
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
を
超
え
て
三
者
の
補
完
性
が
浮
き
上
が
る
。

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
三
人
の
激
し
い
や
り
取
り
の
中
で
、
革
命
の
遂
行
を
危
う

―
つ
は
話
す
。
そ
れ
が
貴
方
だ
、
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
。
も
う
―
つ
は
吠
え
る
。
そ
れ
が

貴
方
だ
、
ダ
ン
ト
ン
。
」
ダ
ン
ト
ン
は
そ
れ
に
続
け
て
「
も
う
一
っ
は
噛
み
付
く
。
そ
れ
が
貴
方
だ
、

こ
れ
を
受
け
て
、
「
三
つ
と
も
噛
み
付
く
の
だ
。
」
革
命
は
一
っ
の
塊
で
あ
り
受
け
入
れ
る
か
拒
否
す
る
か
ど
ち
ら
か
だ
。
こ
の
考
え
方
は

第
三
共
和
制
の
下
で
行
き
亘
り
今
日
に
も
至
っ
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
も
こ
れ
を
踏
襲
し
、
戯
曲
形
式
を
と
る
こ
と
で
革
命
の
多
様
性
と
統
一
性
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
恐
怖
政
治
を
終
わ

り
に
し
た
い
ダ
ン
ト
ン
を
「
信
じ
ら
れ
な
い
や
つ
ば
か
り
だ
。
仮
面
を
剥
ぎ
と
っ
て
や
る
。
」
と
、
周
り
の
人
間
を
皆
疑
っ
て
い
る
ロ
ペ

も
下
に
も
有
り
得
な
い
。
」
（
「
ユ
マ
ニ
テ
」
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革
新
派
の
イ
ン
テ
リ
で
あ
っ
て
も
唯
物
論
者
で
は
な
い
。
十
九
世
紀
の
イ
ン
テ
リ
達
の
戦
い
は
ま
ず
聖
職
者
達
、

唯
物
論
へ
の
嘆
き

ス
ピ
エ
ー
ル
に
対
峙
さ
せ
る
。
ダ
ン
ト
ン
も
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
も
革
命
遂
行
の
た
め
に
は
対
立
し
合
い
、
同
時
に
補
完
し
合
っ
て
描
か
れ

て
い
く
。

一
九
一
九
年
一
月
に
セ
ー
ペ
ル
に
宛
て
た
手
紙
に
は
「
友
よ
、
私
が
ロ
シ
ア
革
命
を
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
前

に
貴
方
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
否
定
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
九
月
殺
り
く
、
ラ
ン
バ
ル
夫
人
殺
害
、
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
卑
劣
な

判
事
達。

貴
方
は
そ
れ
ら
が
国
民
公
会
の
産
物
で
は
な
く
そ
の
理
想
と
も
無
縁
の
も
の
だ
と
言
う
で
し
ょ
う
が
。
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、

革
命
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
ろ
う
と
ロ
シ
ア
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
犯
罪
に
目
を
瞑
ら
ず
に
一
貫
し
て
支
持
す
る
の
は
困
難
な
の
だ
。
ユ
ゴ
ー

も
「
ロ
ベ
ス
ビ
エ
ー
ル
の
独
裁
は
憎
む
が
能
力
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
の
功
績
で
旧
い
世
界
が
倒
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
な
の
だ
。
」

と
語
る
。
戯
曲
形
式
は
対
話
で
進
み
結
論
が
い
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
も
全
体
を
評
価
は
す
れ
ど
盲
目
的
で
は
な
い
と
い

う
姿
勢
を
と
る
の
に
都
合
が
良
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ユ
ゴ
ー
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
上
に
挙
げ
た

一
節
の
様
に
、
小
説
で
あ
り
な
が
ら

劇
中
の
対
話
の
形
で
進
ん
で
行
く
。

革
命
は
作
家
に
と
っ
て
イ
ン
ス
ビ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
宝
庫
で
あ
る
。
歴
史
上
の
こ
の
時
代
を
華
や
か
に
描
く
の
は
ユ
ゴ
ー
と
同
様
で
、
一

八
九
二
年
に
、
『
革
命
劇
」
の
序
文
で
ロ
ラ
ン
は
「
特
に
革
命
伝
説
を
利
用
せ
ね
ば
。
こ
れ
こ
そ
国
民
の
魂
の
根
本
で
あ
り
そ
れ
以
前
の

史
実
な
ど
幾
つ
か
の
例
外
を
除
い
て
は
重
要
で
は
な
い
。
」
と
言
い
、
ユ
ゴ
ー
同
様
に
ロ
ラ
ン
も
小
説
ば
か
り
で
は
な
く
詩
に
お
い
て
も

革
命
の
叙
事
的
な
威
力
と
こ
の
時
代
の
神
話
的
魅
力
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ロ
ラ
ン
は
、
ダ
ン
ト
ン
な
ど
の
革
命
の
立

て
役
者
達
を
美
化
し
国
造
り
神
話
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
第
三
共
和
制
精
神
に
準
じ
て
い
る
。
た
だ
、
叙
事
詩
を
書
く
こ
と
を
課
し
な
が
ら

も
判
断
の
自
由
は
確
保
し
て
い
る
。

つ
ま
り
教
義

で
民
衆
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革
新
派
の
思
想
家
で
あ
る
が
信
じ
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
点
で
ロ
ラ
ン
は
ユ
ゴ
ー
に
似
て
い
る
。

あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
洗
礼
さ
え
受
け
て
い
な
い
。
「
宗
教
は
認
め
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
宗
派
は
拒
否
す
る
。
」
宗
派
と
は
信
仰
で
社
会
秩
序

を
司
る
勢
力
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
十
九
世
紀
に
社
会
学
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
は
よ
い
例
で
あ
る
。
（
ユ
ゴ
ー

す
。
」
と
、

書
い
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
が
唯
物
論
者
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九

0
九
年
三
月
に
ル
イ
ー
ズ
・
ク
リ
ュ
ピ
に
宛
て
た
手
紙
で
現
実
的
な
常
識

の
域
を
出
ず
に
、
精
神
性
を
認
め
な
い
宗
教
分
離
主
義
の
弱
点
を
突
い
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
は
ロ
ラ
ン
の
生
涯
の
末
期
に
親
交
を
深
め

る
が
、
こ
の
老
人
に
宗
教
的
魂
を
見
て
取
る
。
一
八
九
八
年
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
友
人
が
ロ
ラ
ン
に
「
貴
方
と
お
話
し
て
い
る
と
自
分
が

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
思
え
ま
す
。
貴
方
の
方
が
私
よ
り
余
程
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
名
に
も
使
命
に
も
値
す
る
か
ら
で

ら
ば
私
に
も
神
が
い
る
の
だ
」

ロ
ラ
ン
は
決
し
て
無
神
論
の
唯
物
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
常
に
精
神
性
、
超
越
性
、
漠
然
と
し
た
宗
教
的
感
情
を
希
求

し
て
い
た
。
「
私
が
生
涯
最
初
に
力
を
注
い
だ
の
が
信
仰
を
捨
て
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
こ
そ
最
も
宗
教
的
な
行
い
で
し
た
。
神
よ
私
は

貴
方
に
率
直
で
い
よ
う
。
も
う
ミ
サ
に
は
行
か
な
い
。
も
う
貴
方
を
信
じ
な
い
。
」
神
の
答
え
「
信
じ
ぬ
こ
と
も
ま
た
信
仰
で
あ
ろ
う
。

我
ら
が
対
立
し
て
い
な
け
れ
ば
、

教
を
捨
て
て
も
、
精
神
の
営
み
を
放
棄
し
た
訳
で
は
な
く
、
同
文
の
中
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
に
出
会
っ
た
際
の
驚
き
と
歓
喜
を
描
写
し

て
い
る
。
唯
一
の
無
限
な
存
在
、
存
在
総
て
の
存
在
、
他
に
は
何
も
な
い
存
在
と
い
う
言
葉
に
深
く
感
動
す
る
。
「
全
て
に
神
が
い
る
な

・電、、カ
いこt
 

る
。

の
中
で
ロ
ラ
ン
の
同
志
は
ド
レ
フ
ュ
ス
擁
護
者
達
だ
っ
た
。

一
九
二
五
年
頃
「
内
面
の
旅
路
」
の
中
に
「
私
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
母
の
心
は
血
が
油
る
ほ
ど
嘆
い
た
。
」
と
あ

そ
な
た
も
我
を
否
定
は
せ
ぬ
だ
ろ
う
。
」

ユ
ゴ
ー
は
生
涯
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で

つ
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
い
う
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
宗

ロ
ラ
ン
は
若
く
し
て
信
仰
を
失
い
親
し
ん
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
と
縁
を
切
る
。

の
精
神
を
支
配
し
社
会
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
教
育
、
国
家
か
ら
の
宗
教
分
離
の
た
め
の
戦
い
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イ
タ
リ
ア
に
は
神
が
い
た

人
問
ば
か
り
の
世
界

ア
メ
リ
カ
に
魂
は
な
く

イ
タ
リ
ア
は
芸
術
、
信
仰
、
心
、
火

労
働
者
は
冷
た
＜

か
く
し
て
物
質
が
思
想
に
取
っ
て
替
わ
る
／
．

ア
メ
リ
カ
が
台
頭
し
、

ロ
ー
マ
は
滅
び
る
／
．

て
い
る
。

げ
ら
れ
た
「
地
平
線
の
両
側
」
と
い
う
題
の
詩
で
、

で
は
な
い
か
。

は
政
治
の
場
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
党
の
天
敵
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
）
宗
教
は
認
め
る
と
は
、
彼
に
と
っ
て
は
信
じ
る
と

い
う
行
為
は
人
間
の
営
み
の
本
質
に
値
す
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
だ
。

一
八
四

0
年
に
書
か
れ
、
後
に
選
集
に
取
り
上

ユ
ゴ
ー
は
常
に
信
仰
を
持
ち
、
こ
の
世
は
あ
る
意
味
を
持
ち
、
我
々

は
そ
の
魂
の

一
部
で
あ
っ
て
、
「
全
て
が
無
限
の
中
で
誰
か
に
何
か
を
言
っ
て
い
る
」
（
「
瞑
想
』
）
と
、
確
信
し
て
い
た
。

「
立
っ
て
は
い
る
が
神
秘
の
方
に
傾
い
て
い
る
」
同
文
で
ユ
ゴ
ー
が
自
ら
を
描
写
し
た
言
葉
は
そ
の
ま
ま
ロ
ラ
ン
に
も
あ
て
は
ま
る
の

だ
か
ら
こ
そ
両
者
と
も
近
代
文
明
の
下
で
唯
物
主
義
が
席
巻
す
る
の
を
嘆
い
た
の
だ
。

神
よ
、
貴
方
の
ロ
ー
マ
が
／
．

お
お
神
よ
／
．

人
間
の
天
分
を
移
し
て
し
ま
え
ば

ユ
ゴ
ー
は
―
つ
の
文
明
が
も
う
―
つ
の
文
明
に
道
を
譲
る
様
子
を
苦
々
し
く
う
た
っ

我
々
の
道
を
消
し
去
り
、
人
の
本
質
を
歪
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
ぬ
か
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―
一
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
人
作
家

る
。
こ
こ
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再
興
と
い
う
夢
が
現
れ
、

ユ
ゴ
ー
と
同
様
に
作
品
の
中
に
根
付
い
て
ゆ
く
。

J

の
月
を
こ
の
太
陽
の
代
わ
り
に
与
え
よ
う
と
い
う
の
か
？

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
商
人
の
街
が
い
か
に
し
て
な
れ
よ
う
か

ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
夢
を
追
い
、
イ
エ
ス
が
十
字
架
を
置
き
、
ホ
ラ
テ
ウ
ス
が
歌
っ
た
街
に
／
．

我
は
知
る
由
も
な
い

神
よ
、
深
き
理
性
よ

人
の
魂
が
眠
り
に
陥
る
こ
と
な
く
、
こ
の
世
の
光
に
影
が
さ
す
こ
と
な
く

長
い
が
と
て
も
重
要
な
詩
で
あ
る
。
こ
れ
は
反
ア
メ
リ
カ
主
義
を
掲
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
は
象
徴
に
す
ぎ
な
い
。

が
文
明
の
危
機
を
い
か
に
不
安
に
感
じ
て
い
た
か
が
よ
く
分
か
る
が
、
こ
の
文
明
の
危
機
こ
そ
ロ
ラ
ン
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
、

0
三
年
に
は
「
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
生
涯
」
の
序
文
で
「
何
の
威
信
も
な
い
唯
物
主
義
」
が
「
旧
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
を
潰
す
と
、
書
い
て
い

ロ
ラ
ン
が
ユ
ゴ
ー
の
様
に
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
持
者
だ
っ
た
と
述
べ
る
の
は
陳
腐
で
あ
る
が
、
彼
が
切
願
し
た
ョ
ー
ロ
ッ
パ
再
興
と
は

精
神
の
こ
と
で
あ
る
。
唯
物
主
義
に
沈
む
世
界
に
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
こ
そ
文
化
的
精
神
力
と
し
て
の
存
在
意
義
が
あ
り
、
物
質
主
義

に
対
抗
し
て
、
ア
ジ
ア
と
も
実
り
多
き
対
話
を
進
め
て
行
く
べ
き
だ
と
い
う
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
ロ
ラ
ン
に
と
っ
て
も
、
ユ
ゴ
ー
に
と
っ

て
も
、
統
一
ョ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
政
治
的
大
義
で
は
な
く
文
化
的
な
も
の
で
、
超
国
家
で
は
な
く
知
の
空
間
を
築
こ
う
と
し
て
い
た
。
「
知

神
よ
／
．

熱
き
星
は
沈
み
、
冷
め
た
星
が
昇
る

一
九

ユ
ゴ
ー
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と
精
神
の
祖
国
を
築
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
魂
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
」
（

一
九

0
．一
年
『
親
し
い
ソ
フ
ィ

ア
』）

ヨ
ー
ロ
ー
バ
に
お
け
る
戦
争
は
ど
こ
が
相
手
で
あ
っ
て
も
内
戦
で
あ
り
、
「
ど
こ
が
勝
と
う
が
最
初
の
必
然
的
敗
者
は
西
洋
な
の
だ
」
（

一

九
―

一
年
九
月
六
日
）
精
神
の
共
通
の
祖
国
と
し
て
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
は
認
知
さ
れ
て
い
な
く
て
も
既
に
現
実
で
あ
り
、
こ

の
偉
大
な
息
想

が
「
戦
い
を
超
え
て
」
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。

文
化
の
祖
国
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
国
藉
こ
そ
ユ
ゴ
ー
の
思
想
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
「
い
ま
や
ヨ
ー
ロ
ッ

ペ
と
い
う
国
籍
が
あ
る
。
そ
の
昔
ァ
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
、
エ
ウ
リ
ビ
デ
ス
が
（
ア
テ
ネ
と
い
う
都
市
国
家
を
超
え
て
）
ギ

リ
シ
ャ
文
明
圏
に
属
し
て
い
た
よ
う
に
。
詩
人
に
と
っ
て
は
文
明
を
共
有
す
る
全
て
の
地
域
が
祖
国
で
あ
る
。
ア
イ
ス
キ

ュ
ロ
ス
に
と
っ

て
は
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
文
明
困
で
あ
り
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
ロ
ー
マ
文
明
ほ
で
あ
っ
た
。
我
々
の
祖
国
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
で

あ
る
」
（
「
プ
ル
ク
グ
ラ
ー
プ
」

序
文
）
ユ
ゴ
ー
は
こ
の
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
世
界
合
衆
国
の
前
身
だ
と
言
い
、
ロ
ラ
ン
は

一
九
二
八
年
イ

ン
ド
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
ヴ
ィ
ヴ
ェ
カ
ー
ナ
ン
ダ
」
の
中
で
「
人
類
の
合
衆
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

一
九

i

六
年
ア
ン
ド
レ
・

ジ
ッ

ド
は
「
H
記
」
の
中
で
ロ
ラ
ン
が
い
と
も
容
易
く
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
を
ド
イ
ツ
人
に
し
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
の
嗜

好
、
栢
向
、
反
応
そ
し
て
意
志
が
い
か
に
ド
イ
ツ
を
意
識
し
て
い
た
か
が
明
確
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九

一
六
年
と
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス

人
が
ド
イ
ツ
ヘ
の
憧
れ
を
声
高
に
言
お
う
も
の
な
ら
裏
切
り
者
の
汚
名
を
行
せ
ら
れ
か
ね
な
い
時
代
で
あ
る
。
実
際
は
、
口
う
ン
は
ド
イ

ツ
じ心
向
と
言
う
よ
り
は
ユ
ゴ

ー
の
様
に
深
く
ロ
マ
ン
主
義
に
傾
倒
L
、
そ
れ
が
ド
イ
ッ
賛
美
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
我
が
友
ド
イ
ツ

国
民
よ
、
私
が
い
か
に
あ
な
た
方
の
旧
き
ド
イ
ツ
を
敬
愛
し
て
い
る
か
。
私
も
皆
さ
ん
同
様
に
ペ
ー
ト
ー
ペ
ン
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ゲ
ー

テ
の
息
子
な
の

で
す
。
」
（
「
戦
い
を
超
え
て
』
）
時
代
の
潮
流
が
ど
う
あ
れ
ド
イ
ツ
を
賛
美
し
た
の
は
ユ
ゴ
ー
も
同
じ
で
あ
る
。

．
八
四
二

年
に
「
ラ
イ
ン

川
」
の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
な
か
っ
た
な
ら
、
ド
イ
ツ
人
に
な
り
た
か
っ
た
と
語
り
、
「
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
は
文
明

の
本
府
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
は
感
じ
、
フ
ラ
ン
ス
は
考
え
る
。
感
情
と
思
考
こ
そ
文
明
人
の
全
て
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
は
過
去
に

お
い
て
も
、
現
任
に
お
い
て
も
、

未
来
に
お
い
て
も
兄
弟
で
あ
る
」
そ
し
て

一
八
六
四
年
の
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
」
で
人
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者

で
あ
っ
た
時
代
に
、

類

の
歴
史
を
彩
っ
た
偉
大
な
人
物
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
「
ド
イ
ツ
に
は
全
て
が
あ
り
、
全
て
が
い
る
」
合
理
的
な
分
析
抜
き
の
深

み
で
ド
イ
ツ
の
天
分
を
表
現
す
る
の
に
最
適
な
の
が
音
楽
だ
と
続
け
て
い
る
。
「
音
楽
は
ド
イ
ツ
の
言
葉
で
あ
る
。
」
「
偉
大
な
ド
イ
ツ
人

マ
こ
ロ
ラ
ン
が
作
品
を
残
し
、
音
楽
を
最
良
の
媒
体
に
し
て
ド
イ
ツ
は
世
界

,
＇ 

は
ヘ
ー
ト
ー
ペ
ン
で
あ
る
。
」
こ
の
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
テ
ー

こ
う
し
て
視
る
と
、

ユ
ゴ
ー
が
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
登
場
を
予
告
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
戦
争
の
危
機
を

前
に
し
た
旧
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
人
公
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
っ
た
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
お
ま
け
に
彼
は
音
楽
家
で
あ
り
、
音
楽
と
い

う
普
遍
的
な
言
葉
で
政
治
的
誰
い
を
超
え
て
民
衆
の
団
結
を
切
願
す
る
。
彼
が
熟
知
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
と
ド
イ
ツ
人
が
共
に
人
類
の
進
歩

の
た
め
に
貢
献
す
る
。
そ
れ
を
繋
ぐ
の
が
ユ
ゴ
ー
の
作
品
に
も
あ
る
ラ
イ
ン
川
だ
っ
た
。
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
運
命
は
生
命
の
カ

を
河
の
両
側
で
敵
対
す
る
民
に
運
ぶ
動
脈
に
な
る
こ
と
だ
。
河
の
両
側
に
は
傷
つ
け
あ
う
代
わ
り
に
団
結
し
て
働
け
る
生
命
の
力
が
あ
る

時
代
遅
れ
の
作
家
？

革
新
派
の
作
家
。

霊
感
に
富
ん
だ
理
想
家
。

が
扱
っ
た
テ
ー
マ
は
十
九
世
紀
の
共
和
国
の
理
想
そ
の
も
の
で
あ
る
。

に
表
現
し
た
こ
の
理
想
が
ロ
ラ
ン
に
も
影
密
を
与
え
ぬ
は
ず
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、

理
解
で
き
る。

の
だ
。
」

結
論

と
繋
が
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
作
家
。

ユ
ゴ
ー
も
ロ
ラ
ン
も
こ
う
定
義
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

ユ
ゴ
ー
が
冴
え
た
言
葉
と
豊
か
な
着
想
に
支
え
ら
れ
、
実
に
見
事

ロ
ラ
ン
の
作
品
の
辿
っ
た
運
命
の
謎
、
特
に
、
な
ぜ
あ
れ
だ
け
賞
賛
さ
れ
な
が
ら
読
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
が

ユ
ゴ
ー
も
そ
の
死
後
浮
か
ば
れ
な
い
時
代
が
何
十
年
も
続
い
た
。

革
新
派
で
あ
れ
ば
同
時
に
唯
物
論
者

で
あ
り
、
無
神
論

ユ
ゴ
ー
の
寛
大
な
理
想
主
義
や
神
へ
の
信
仰
、
魂
へ
の
信
仰
、
良
心
は
非
難
を
浴
び
た
。

生
前
に
も
こ
の
非
難
は

ロ
ラ
ン
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文
章
は
う
ま
く
な
い
が
、

後
に
、

判
さ
れ
、
今
に
至
っ
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
日
く
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン 理

あ
り
、
ゾ
ラ
な
ど
は
年
中
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
ユ
ゴ
ー
の
姿
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
様
だ
。
そ
の
ユ
ゴ
ー
が
再
び
認
め
ら
れ
た
の
は
、
こ

の
理
想
主
義
者
が
思
想
家
で
は
な
く
類
い
稀
な
文
オ
を
持
っ
た
詩
人
だ
っ
た
か
ら
だ
。
言
葉
に
全
く
新
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ん
だ
こ
の
詩

人
が
近
代
詩
の
原
点
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

ロ
ラ
ン
も
浮
か
ば
れ
ぬ
時
代
を
迎
え
た
こ
と
は
ユ
ゴ
ー
に
な
ら
う
が
、
寛
大
で
現
実
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
時
代
遅
れ
の
ロ
マ
ン
主
義
と
批

ロ
ラ
ン
は
、
偉
大
な
作
家
（
ユ
ゴ
ー
が
最
た
る
例
だ
が
、
他
に
ミ
シ
ュ
レ
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
な
ど
）

を
得
て
華
や
か
な
り
し
頃
の
ロ
マ
ン
主
義
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。

ロ
ラ
ン
が
ソ
連
共
産
主
義
な
ど
の
大
義
や
政
治
行
動
を
支
持
し
た
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
が
、
間
違
い
を
犯
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
イ

ン
テ
リ
は
ロ
ラ
ン
一
人
で
は
な
い
。
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
、
ア
ラ
ゴ
ン
も
盲
目
的
で
あ
っ
た
。

イ
デ
オ
D

ー
グ

問
題
は
ロ
ラ
ン
は
思
想
家
で
は
あ
っ
た
が
、
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
表
現
は
ナ
イ
ー
プ
で
、
不
器
用
で

文
体
が
平
坦
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
で
も
紋
切
り
型
の
言
い
回
し
や
無
駄
な
描
写
が
多
い
。

理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
語
れ
／
．

解
さ
れ
過
ぎ
る
こ
と
を
恐
れ
て
は
い
け
な
い
／
．

た
だ
、
確
か
に

ロ
ラ
ン
自
身
が
大
衆
文
学
者
で
あ
る
た
め
に
、
ま
ず
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
優
先
し
た
の
だ
。
「
真
直
ぐ
に
語
れ
。

一
部
の
感
性
の
優
れ
た
人
々
に
で
は
な
く
、
無
数
の
凡
人
に
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
／
．

曖
昧
さ
は
避
け
、
明
確
に
、
断
固
と
し
て
語
れ
。
た
と
え
、
重
苦
し
く
な
っ
た
と
し
て

も
／
．
」
（
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
の
序
文
）
プ
ル
ー
ス
ト
や
ジ
ッ
ド
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
文
学
的
概
念
は
些
か
単
純
で
あ
る
。
偉

大
な
言
葉
の
操
り
人
で
あ
っ
た
ユ
ゴ
ー
の
後
継
者
と
な
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。

は
作
家
で
は
な
く
も
の
書
き
だ
と
認
識
さ
れ
る
。
」
更
に
、
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
や
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
な
ど
の
歴
史
的
大
河
小

付
け
ら
れ
、

説
も
生
前
か
ら
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
旧
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
語
り
と
い
う
キ
ャ
ン
バ
ス
に
作
為
的
に
テ
ー
マ
が
塗
り

ス
ト
ー
リ
ー
が
延
々
と
平
坦
に
続
き
、
多
く
の
登
場
人
物
に
本
当
の
存
在
感
が
な
い
、
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

ユ
ゴ
ー
に
多
大
な
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
少
し
ナ
イ
ー
プ
な
理
想
主
義
者
は
文
学
的
才
能
に
お
い
て
そ
の
野
心
に
達
し
な
か
っ
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に
知
的
関
心
を
そ
そ
る
作
家
で
あ
る
。

し
て
も
、

ロ
ラ
ン
の
作
品
は
読
む
に
値
す
る
も
の
で
、

我
々
の
時
代
は
皮
肉
的
で
あ
る
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー
講
演
会
か
ら
）

た
と
、

言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
の
不
遇
な
時
代
が
終
わ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
ク
リ
エ
ー
タ
ー
、
広
い
意
味
で
の
詩
人
と
し
て
再
認
識
さ
れ
た

時
で
あ
ろ
う
。
『
コ
ラ
・
プ
ル
ニ
ョ
ン
』
が
最
も
読
ま
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
ユ
ー
モ
ア
に
富
む
だ
け
で
な
く
、

書
く
喜
び
に
溢
れ
、
文
学
的
に
も
他
の
作
品
か
ら
は
卓
越
し
て
充
実
し
て
い
る
の
だ
。
他
の
作
品
は
、
歴
史
の
証
人
で
は
あ
る
が
、
文
学

と
し
て
は
少
々
ナ
イ
ー
プ
で
時
代
遅
れ
な
大
河
小
説
の
域
を
で
な
い
の
か
？
「
大
衆
小
説
」
「
読
み
易
さ
」
と
い
っ
た
評
価
も
ロ
ラ
ン
自

身
の
選
択
に
依
る
。
私
は
今
後
の
ロ
ラ
ン
研
究
で
、
こ
の
偉
大
な
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
の
イ
ン
テ
リ
、

偉
大
な
時
代
の
証
人
が
本
物
の
作

家
だ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
の
誠
実
さ
、
距
離
を
お
け
な
い
純
粋
さ
は
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
に

ロ
ラ
ン
は
ユ
ゴ
ー
の
世
紀
と
サ
ル
ト
ル
の
世
紀
を
繋
ぐ
重
要
な
鎖
で
あ
り
、
十
分

（二

0
0
一
年
十
二
月
二
十
一
日

（
東
京
都
立
大
学
助
教
授
•
仏
文
学
）
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ロ
ラ
ン
は
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
い
る
作
家
で
す
。

か
つ
て
私
の
若
い
頃
に
は
ー
も
う
五
十
年
も
前
の
こ
と
で
す
が
ー
ヘ
ッ
セ
な
ど
と
共
に
、

青
春
作
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
人
生
を
は
じ
め
よ
う
と
い
う
青
年
が
一
度
は
読
ん
で
お
く
べ
き
も
の
と
し
て
、
広
く
推
奨
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
で
す

か
ら
、

そ
の
年
代
で
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
な
ど
を
読
ん
だ
人
た
ち
は
、
そ
の
後
社
会
で
も
ま
れ
て
中
年
に
な
っ
た
あ
と
で
は
、

ラ
ン
は
も
う
”
卒
業
“
し
た
も
の
と
し
て
読
み
返
す
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
も
は
じ
め
て
「
魅
せ
ら
れ
た
魂
」
に
触
れ
た
の
は
二
十
歳
前
後
の
こ
と
で
し
た
が
、
こ
れ
に
感
動
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
み
す
ず
書

房
に
入
る
こ
と
が
で
き
、
二
十
年
間
ロ
ラ
ン
全
集
の
仕
事
に
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、

普
通
な
ら
せ
い
ぜ
い
二
、
三
回
<

ら
い
し
か
読
み
直
す
こ
と
の
な
い
「
ク
リ
ス
ト
フ
』
と
か
『
魂
」
の
よ
う
な
長
篇
ま
で
、
十
回
以
上
は
読
み
返
し
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
も
う
筋
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

時
を
隔
て
て
対
面
す
る
ロ
ラ
ン
の
作
品
、
私
の
場
合
と
く
に
「
魅
せ
ら
れ
た
魂
』
で
し
た
が
、
そ
の
度
に
、
「
え
？

こ
ん
な
こ
と
書
い
て
あ
っ
た
か
し
ら
？
」
と
思
う
個
所
に
必
ず
出
会
っ
た
の
で
す
。
若
い
時
に
は
、
ど
な
た
も
そ
う
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
ア
ン
ネ
ッ
ト
が
恋
人
の
ロ
ジ
ェ
に
言
う
こ
と
ば
が
、
も
っ
と
も
強
く
印
象
に
残
り
ま
し
た
。
三
十
代
に
は
、
人
生
に
絶
望
し
た
彼
女

が
暗
闇
で
シ
ョ
゜
ハ
ン
を
聴
く
と
こ
ろ
に
打
た
れ
、
四
十
代
に
は
、
息
子
を
殺
さ
れ
た
ア
ン
ネ
ッ
ト
に
、
キ
ャ
レ
ン
ツ
ァ
伯
爵
が
イ
ン
ド
の

人
生
の
秋
に
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
を
読
む

青

前
に
読
ん
だ
と
き
、

そ
の
度
に
新
た
な
感
動
に
出
会
う
の
で
す
。
二
十
代
、
三
十
代
、

四
十
代
と
、

木

や

よ

ひ

ロ
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「
マ
ー
ヤ
」
に
つ
い
て
話
を
す
る
場
面
が
心
に
沿
み
て
、
校
正
を
し
な
が
ら
顔
が
上
げ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

そ
の
後
自
分
が
女
性
問
題
に
と
り
組
む
よ
う
に
な
っ
て
、

放
の
実
践
者
で
あ
り
、

ア
ン
ネ
ッ
ト
こ
そ
ー
—
作
中
人
物
で
は
あ
り
ま
す
が
|
ー
先
駆
的
な
女
性
解

そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
己
自
身
へ
の
誠
実
」
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
の
新
し
い
モ
ラ
ル
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
感
銘

し
ま
し
た
。
（
ち
な
み
に
、
こ
の
十
年
ロ
ラ
ン
の
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
研
究
」
に
関
す
る
資
料
を
渉
猟
す
る
う
ち
に
、

物
造
型
に
テ
レ
ー
ゼ
・
プ
ル
ン
ス
ヴ
ィ
ッ
ク
の
人
間
像
が
少
な
か
ら
ず
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
、
私
に
は
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ロ
ラ
ン
が
テ
レ
ー
ゼ
に
ひ
じ
ょ
う
に
心
酔
し
て
い
た
こ
と
が
、

最
近
は
、
文
明
の
行
方
や
個
人
の
存
在
を
支
え
る
根
元
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
考
え
る
中
で
、
『
内
面
の
旅
路
」

れ
て
い
る
ロ
ラ
ン
の
思
想
の
深
さ
に
感
銘
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、

そ
の
―
つ
の
例
と
し
て
「
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』
の
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

で
語
ら

題
意
識
に
応
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
作
品
の
背
後
に
あ
る
著
者
の
世
界
の
大
き
さ
と
深
さ
の
反
映
で
あ
り
、
自
分
の
精
神
的

ロ
ラ
ン
の
小
説
の
中
で
は
い
ち
ば
ん
地
味
な
も

の
で
、
読
ま
れ
る
こ
と
も
少
い
作
品
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
「
戦
時
下
の
あ
る
自
由
な
良
心
の
物
語
」
と
副
題
に
あ
る
よ
う
に
、
第

一
次
大
戦
下
で
五
十
歳
前
後
だ
っ
た
ひ
と
り
の
知
識
人
の
、
国
家
や
戦
争
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
の
軌
跡
を
描
い
た
も
の
で
す
。

お
そ
ら
く
こ
の
作
品
は
、
「
戦
い
を
超
え
て
」
に
よ
っ
て
ひ
き
起
さ
れ
た
ロ
ラ
ン
自
身
へ
の
人
々
の
憎
し
み
の
嵐
の
中
で
、
彼
が
体
験

し
観
察
し
た
人
間
の
心
理
や
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
自
分
が
若
い
頃
は
、
単
に
「
平
和
」

と
い
う
信
念
を
守
っ
て
殉
教
者
の
よ
う
に
死
ん
だ
詩
人
の
話
、
と
い
う
ふ
う
に
し
か
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た
、
民
主
主
義
こ

ロ
ラ
ン
の
平
和
主
義
の
原
点

成
長
に
つ
れ
て
そ
れ
が
見
え
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

が
え
ま
す
。
）

ロ
ラ
ン
は
何
歳
に
な
っ
て
読
み
返
し
て
も
、
必
ず
自
分
の
問

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
研
究
家
チ
ェ
ケ
女
史
と
の
文
通
で
う
か

ア
ン
ネ
ッ
ト
の
人
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そ
が
人
間
の
自
由
の
基
盤
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
一
九
五

0
年
当
時
、
こ
の
作
品
の
中
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
が
批
判
的
に
語
ら

え
た
知
識
人
た
ち
ま
で
が
、

考
え
て
み
れ
ば
、

ロ
ラ
ン
が
こ
こ
で
書
き
残
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
普
段
は
ま
と
も
な
常
識
を
そ
な
え
て
い
る
か
に
見

い
っ
た
ん
事
が
起
る
と
「
祖
国
愛
」
や
「
戦
争
の
合
理
化
」
に
狂
奔
す
る
に
い
た
る
心
理
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、

そ
れ
を
煽
動
す
る
世
論
と
い
う
怪
物
の
働
き
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

「
現
代
で
は
、
子
供
の
頃
か
ら
す
で
に
、
否
応
な
し
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
桶
の
中
に
投
げ
こ
ま
れ
る
の
だ
。
社
会
が
お
前
た
ち
に
代
っ
て

考
え
、
社
会
の
道
徳
が
お
前
た
ち
に
代
っ
て
意
欲
し
、
そ
の
国
家
が
お
前
た
ち
に
代
っ
て
行
動
し
、
そ
の
流
行
と
世
論
が
」
人
々
を
支
配

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ス
で
さ
え
も
、
は
じ
め
は
合
法
的
な
選
挙
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
則
っ
て
、
つ
ま
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
よ
そ
お
い
の
下
で
、
大
衆
の
圧
倒
的
な
支
持
に
よ
っ
て
出
現
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
危
険
な
社
会
的
構
図
は
、
現
在
も
け
っ
し
て

変
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
私
た
ち
も
、
身
近
か
に
戦
争
こ
そ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
容
易
な
ら
ざ
る
時
代
に
生
き
て
い
ま
す
。
よ
か

れ
悪
し
か
れ
世
界
が
狭
く
な
っ
て
、
地
球
の
ど
こ
か
で
起
っ
た
こ
と
で
も
、
世
界
中
が
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
す
。

一
人
一
人
の
人
間
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
し
っ
か
り
持
っ
て
、
た
と
え
辛
く
て
も
現
実
を
あ
り
の
ま
ま

に
見
つ
め
、
現
実
を
糊
塗
す
る
よ
う
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
勇
ま
し
い
祖
国
愛
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
と
り
こ
ま

れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
気
づ
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
次
の
こ
と
ば
に
出
会
っ
て
、
私
は
時
代
に
先
ん

じ
た
ロ
ラ
ン
の
明
察
に
、
頭
を
垂
れ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
彼
（
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
）
は
、
人
類
が
殺
人
的
運
命
に
身
を
さ
さ
げ
て
い
る
の
を
見
た
。
地
球
を
荒
ら
し
、
他
の
種
を
滅
ぼ
し
た
の
ち

に
、
人
類
は
わ
れ
と
わ
が
手
で
身
を
滅
ぼ
し
つ
つ
あ
っ
た
。
」

昨
日
書
か
れ
た
か
の
よ
う
な
こ
の
文
章
は
、
第
一
次
大
戦
中
の
一
九

一
六
年
に
書
か
れ
、
世
に
出
た
の
が

一
九
二

0
年
で
す
か
ら
、
い

え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

す
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
今
回
読
み
返
し
て
み
て
、

れ
て
い
る
の
も
、
私
に
は
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
で
し
た
。

ロ
ラ
ン
が
こ
こ
で
伝

ロ
ラ
ン
は
こ
う
言
っ
て
い
た
の
で
す

I
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と
い
え
ま
す
。

ま
か
ら
八

C
年
以
上
前
、
日
本
で
は
”
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
“
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
す
。
大
戦
下
に
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、

戦
↑
は

一
時
的
な
退
行
現
象
で
あ
っ
て
、
”
人
類
の
進
歩
“
と
い
う
観
念
は
、
い
ぜ
ん
根
強
か
っ
た
時
代
で
す
。
も
ち
ろ
ん
ま
だ
誰
も
、

図
壌
破
壊
の
こ
と
な
ど
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

じ
つ
は
今
回
の
テ
ー
マ

を
頂
い
た
時
、

自
分
た
ち
の
世
代
に
ふ
さ
わ
し
い
主
人
公
を
、

ま
す
の
も
、
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
や
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
ク
リ
ス
ト
フ
も
ア
ン
ネ
ッ
ト
も
、
正
確
に
は
書
き
こ
ん
で

あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
六
十
歳
に
な
る
前
に
生
狂
を
終
え
て
い
る
の
で
す
ね
。

そ
こ
で
、
圧
倒
的
な
存
在
感
を
も
っ
て
ま
ず
思
い
出
さ
れ
た
の
が
、
「
顧
子
座
の
流
星
群
」
の
ク
ル
ト
ネ
公
爵
で
し
た
。

追
わ
れ
て
、

実
在
の
人
で
、

五
十
八
歳
と
あ
り
ま
す
が
、
十
八
世
紀
の
人
で
す
か
ら
、
当
時
と
し
て
は
立
派
な
老
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
祖
国
を

ス
イ
ス
に
亡
命
し
て
い
る
大
貴
族
で
す
が
、
環
境
に
適
応
し
て
堂
々
と
生
き
て
い
る
魅
力
的
な
人
物
で
す
。
じ
つ
は
こ
れ
は

ロ
ラ
ン
は
こ
の
作
品
を
書
く
た
め
に
綿
密
に
史
料
に
当

っ
た
よ
う
で
す
が
、
戯
曲
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
ロ
ラ
ン
の
創
作

公
爵
は
そ
の
亡
命
先
の
村
で
、
か
つ
て
敵
対
し
て
い
た
革
命
派
の

一
家
と
知
り
あ
い
、
そ
の
十
五
歳
の
病
気
の
息
子
と
親
し
く
な
り
ま

す
。
こ
の

二
人
が
交
わ
す
会
話
が
じ
つ
に
含
蓄
に
と
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
こ
ん
な
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
ま
す
ー
「
二
十
前
と

ま
た
少
年
が
「
な
ん
て
人
は
苦
し
め
あ
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
」
と
い
え
ば
、
「
そ
う
、

六
十
歳
す
ぎ
は
、

子
ど
も
と
い
う
同
じ
年
齢
だ
。
そ
の
間
に
い
る
人
間
は
、
現
在
し
か
認
め
な
い
愚
か
者
な
の
だ
。
」

こ
れ
を
私
流
に
肝
釈
す
る
と
、
子
ど
も
と
老
人
は
、
目
先
の
出
来
事
に
ふ
り
廻
さ
れ
て
い
る
現
役
世
代
に
比
べ
て
、
自
然
の
美
し
さ
や

人
生
の
ド
ラ
マ
を
ゆ
っ
た
り
味
わ
う
こ
と
が
で
き
、

夢
み
る
力
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
人
生
と
い
う
も
の
だ
」
「
人
の
魂
に
は

ロ
ラ
ン
が
描
い
た
老
年

ト
書
き
に
は

ロ
ラ
ン
の
作
品
の
中
に
探
し
ま
し
た
。
と
言

い
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紙
が
あ
り
ま
す
。

一
九
三
六
年
に
、

国
際
的
な
七

0
歳
の
お
祝
い
が
行
な
わ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
感
謝
し
て
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
に
書
い
た
ロ
ラ
ン
の
手

わ
う
ゆ
と
り
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。

次
大
戦
を
迎
え
て
、

そ
の
完
全
な
終
結
を
見
ず
に
、

り
、
最
後
に
は
チ
ベ
ッ
ト
で
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
デ
ー
モ
ン
が
い
る
」
と
公
爵
は
答
え
て
い
ま
す
。
こ
の
人
の
魅
力
は
、
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
の
純
粋
さ
と
は
ち
が
っ
て
、
自
分
の

中
に
善
も
悪
も
抱
え
こ
ん
で
い
て
、
そ
れ
を
自
覚
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
こ
と
で
す
。
彼
は
、
自
己
省
察
と
寛
容
に
よ
っ
て
年
と
共
に
執

着
や
憎
悪
か
ら
ぬ
け
出
し
て
、
誇
り
高
く
自
分
を
統
禦
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
、
箕
の
人
間
の
高
貴
さ
と
い
う
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ロ
ラ
ン
自
身
の
老
年
の
理
想
像
が
投
影
さ
れ
て
い
る
、
と
読
め
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

も
う
一
人
私
が
ロ
ラ
ン
の
作
中
人
物
で
心
惹
か
れ
て
い
た
の
は
、
『
魂
」
に
出
て
く
る
先
述
の
キ
ャ
レ
ン
ツ
ァ
伯
爵
で
す
。

の
領
主
で
幸
福
の
絶
頂
に
い
た
と
き
、
大
地
震
で
家
族
も
ろ
と
も
す
べ
て
を
一
瞬
の
う
ち
に
失
う
と
い
う
悲
劇
を
体
験
し
た
人
で
す
。

し
て
登
場
し
ま
す
。

ア

ン
ネ
ッ
ト
が
知
り
あ
っ
た
と
き
は
す
で
に
五
十
代
か
ら
六
十
歳
く
ら
い
に
な
っ
て
い
て
、
悲
劇
か
ら
再
生
し
た
洒
脱
で
美
男
の
中
高
年
と

イ
ン
ド
哲
学
な
ど
の
東
洋
思
想
に
造
詣
が
深
く
、
一
方
で
は
反
体
制
的
な
地
下
組
織
に
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
も
あ

ク
ル
ト
ネ
公
爵
の
ど
っ
し
り
と
し
た
存
在
感
と
、
キ
ャ
レ
ン
ツ
ァ
伯
爵
の
、
イ
タ
リ
ア
的
な
軽
や
か
さ
の
中
に
あ
る
一
種
の
虚
無
感
と

は
、
対
照
的
で
す
が
、
ど
ち
ら
も
ロ
ラ
ン
が
好
ん
だ
精
神
の
高
貴
さ
と
い
う
点
に
共
通
項
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ロ
ラ
ン
自
身
の
老
年
期

人
の
老
年
期
を
い
つ
か
ら
と
す
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
四
十
八
歳
で
滞
在
中
の
ス
イ
ス
で
第
一
次
大
戦
に
遭
遇
し
て
『
戦
い
を
超

え
て
」
を
発
表
し
、
六
十
一
歳
で
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
拾
頭
を
目
撃
し
、
そ
れ
以
後
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
論
陣
を
張
り
な
が
ら
七
十
三
歳
で
第
二

一
九
四
四
年
に
亡
く
な
っ
た
ロ
ラ
ン
に
は
、

ク
ル
ト
ネ
公
爵
の
よ
う
に
老
年
期
を
味

シ
チ
リ
ア
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一
九
四

0
年
に
パ
リ
が

「
私
は
、
私
の
生
の
夢
を
生
き
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
運
命
を
生
き
ま
し
た
。
そ
し
て
私
の
運
命
は
、
私
が
そ
こ
に
着
い
た
ら
休
息
し

よ
う
と
思
っ
て
い
た
ど
の
宿
駅
で
も
、
新
し
い
戦
い
を
私
に
命
じ
ま
し
た
。
け
っ
し
て
休
息
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ー
|
し
か
し
い
つ
か

は
休
息
に
到
達
す
る
で
し
ょ
う
／
．

…
…
そ
う
し
た
幸
福
な
と
き
…
…
私
は
ミ
ュ
ッ
セ
の
よ
う
に
柳
の
木
で
は
な
く
、
陽
に
照
ら
さ

れ
た

一
本
の
オ
リ
ー
ヴ
の
木
を
夢
み
ま
す
。
…
…
一
生
私
は
、
二
十
歳
の
頃
の
イ
タ
リ
ア
ヘ
の
郷
愁
を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。
」

な
ん
と
胸
を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
手
紙
の
二
年
後
に
、

ロ
ラ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
家
を
買
っ
て
祖
国
に
も
ど
っ
て
い
ま
す
が
、

陥
落
し
て
ド
イ
ツ
軍
が
フ
ラ
ン
ス
に
進
駐
し
ま
す
。

ロ
ラ
ン
の
家
の
前
の
通
り
の
向
い
側
に
憲
兵
の
監
視
所
が
設
置
さ
れ
て
、
出
入
り
す

る
人
が
き
び
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
い
つ
ド
イ
ッ
兵
に
踏
み
こ
ま
れ
て
家
宅
捜
査
さ
れ
、
逮
捕
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な

い
危
険
な
状
態
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
一
方
で
は
、
ク
レ
ラ
ン
ポ
ー
を
お
そ
っ
た
よ
う
な
暗
殺
の
恐
れ
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
上
、
戦
時
下
で
は
誰
も
が
体
験
し
た
食
糧
や
生
活
用
品
の
窮
乏
も
の
し
か
か
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

研
究
」
の
連
作
「
第
九
交
響
曲
」
な
ど
の
三
作
や
「
ペ
ギ
ー
」
な
ど
の
大
作
を
、
七
十
歳
を
す
ぎ
て
か
ら
仕
上
げ
て
い
る
の
は
、
マ
リ
ー

夫
人
の
献
身
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
お
か
げ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
困
難
な
状
況
の
中
で
大
病
を
か
か
え
な
が
ら
、
最
後

ま
で
執
筆
に
は
げ
ん
で
い
た
ロ
ラ
ン
の
気
迫
に
は
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
幸
い
に
も
、
亡
く
な
る
前
の
一
九
四
四
年
に
。
ハ
リ
解
放
を
知
り
、
診
察
を
受
け
る
た
め
に
時
々
パ
リ
を
訪
れ
る
こ
と
も
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

に
あ
る
の
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
晩
年
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
日
本
の
老
年
世
代
が
、
い
か
に
環
境
的
に
恵
ま
れ
て

い
る
か
を
感
じ
ま
す
。
若
い
頃
か
ら
病
弱
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
ロ
ラ
ン
の
健
康
状
態
を
考
え
る
と
、
高
齢
化
の
問
題
は
体
力
の
衰
え

そ
の
気
力
に
あ
る
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
私
も
自
分
の
仕
事
可
能
な
年
齢
を
八
十
歳
ま
で
と
考
え
て
い
ま
し
た

が
、
も
し
寿
命
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
先
ま
で
目
標
を
持
ち
つ
づ
け
よ
う
と
い
う
気
持
に
な
り
ま
し
た
。
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そ
し
て
、
充
実
し
た
人
生
と
は
、
何
か
華
々
し
い
こ
と
を
や
り
と
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
貧
し
く
と
も
自
分
の
運
命
を
十
全
に

生
き
き
る
こ
と
だ
と
、
更
め
て
肝
に
銘
じ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
頂
い
た
こ
と
に
、
心
か
ら
感
謝
を
申
上
げ
ま
す
。
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
関
係
者
と
の
交
流
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
、
神
父
の
卵
の
レ
ー
モ
ン
・

ピ
シ
ャ
ー
ル
だ
。
彼
は
、
当
時
は
ま
だ
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
で
神
学
を
勉
強
中
の
身
だ
っ
た
が
、
一
九
三
六
年
五
月
一
日
に
思
い
き
っ
て
ロ

ラ
ン
に
手
紙
を
書
き
送
っ
た
の
だ
。
彼
が
そ
の
手
紙
を
書
い
た
二
日
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
総
選
挙
で
人
民
戦
線
派
が
勝
利
を
収
め
た
。
同
じ

年
の
秋
に
は
独
伊
枢
軸
協
定
が
成
立
、
つ
い
で
日
本
も
仲
間
に
入
っ
て
防
共
協
定
に
調
印
し
て
い
る
。
一
九
三
八
年
九
月
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

会
談
が
片
時
の
平
和
の
幻
想
を
振
り
撒
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
一
年
と
経
た
な
い
翌
年
九
月
一
日
に
は
ド
イ
ツ
軍
が
ポ
ー
ラ

ン
ド
に
進
撃
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
。
そ
う
い
う
時
代
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
交
流
の
背
後
に
戦

争
の
予
感
に
満
ち
た
重
苦
し
い
空
気
が
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
文
通
が
始
ま
っ
て
三
年
、
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
戦
争
に
突
入
す
る
年
の
四
月
、
フ
ラ
ン
ス
東
南
端
の
ア
ル
プ
＂
マ
リ
テ
ィ
ー
ム

県
の
小
都
市
ム
ー
ジ
ャ
ン
（
カ
ン
ヌ
の
北
方
）
の
ラ
・
マ
ル
タ
シ
ェ
ー
ル
に
滞
在
中
の
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
ソ
リ
ウ
と
い
う
神
父
か
ら
、
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
に
あ
て
て
一
通
の
手
紙
が
届
い
た
。
「
最
後
の
扉
の
敷
居
で
」
の
資
料
四
の
手
紙
だ
。
サ
ン
ソ
リ
ウ
が
言
う
に
は
、
彼
は
レ
ー

と
り
で
あ
り
、

モ
ン
・
ピ
シ
ャ
ー
ル
の
友
人
で
、
ピ
シ
ャ
ー
ル
が
パ
リ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
内
に
作
っ
た
何
人
か
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
〈
弟
子
〉
の
ひ

ロ
ラ
ン
の
作
品
を
読
み
だ
し
て
一
年
に
な
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
（
印
刷
さ
れ
た
ペ
ー
ジ
の
背
後
に
生
身
の
人
間
を
探
し

求
め
て
〉
、
「
ジ
ャ
ン
11

ク
リ
ス
ト
フ
」
の
著
者
と
出
会
い
た
く
な
っ
た
、
と
申
し
出
て
い
る
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、

先
に
見
た
よ
う
に
、

ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン

『
最
後
の
扉
の
敷
居
で
』

か
ら

3

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は

村

上

光

彦
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彼
ら
の
目
に
は
、

賢
者
に
し
て
思
想
家
の
生
活
を
営
ん
で
き
た
人
だ
か
ら
、

に
近
づ
い
て
ゆ
く
の
に
役
に
立
つ
よ
う
に
思
え
た
の
だ
と
い
う
。

そ
の
数
日
後
、

ロ
ラ
ン
か
ら
面
会
の
許
し
を
得
た
サ
ン
ソ
リ
ウ
神
父
が
、
パ
リ
に
掃
る
途
中
に
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
立
ち
寄
っ
て
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
を
訪
れ
た
。

そ
の
知
的
な
生
き
方
は
、
彼
が
〈
人
類
に
と
っ
て
有
用
な
知
的
な
は
た
ら
き
〉

ロ
ラ
ン
は
四
月
十
九
日
の
日
記
に
神
父
の
印
象
を
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
（
資
料
五
、

背
の
高
い
、
頬
の
こ
け
た
青
年
で
、
自
発
性
が
あ
り
、
聡
明
で
、
心
が
温
か
い
。
シ
ャ
ン
。
ハ
ー
ニ
ュ
地
方
出
身
者
だ
。
彼
が
言
う
に
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
学
院
に
は
わ
た
し
の
〈
弟
子
〉
が
何
人
か
い
て
、
神
学
校
で
の
黙
想
中
に
さ
え
、
わ
た
し
の
本
を
熱
心
に
読
ん
で
い
る
と
の

こ
と
だ
。
そ
れ
も
「
ジ
ャ
ン
11

ク
リ
ス
ト
フ
」
だ
け
で
な
く
、
『
ガ
ン
デ
ィ
ー
」
や
政
治
的
著
作
に
ま
で
心
を
燃
や
し
て
い
る
の
だ
。
わ
た

し
の
考
え
に
同
調
す
る
と
は
と
て
も
言
い
が
た
い
若
者
ま
で
も
。
（
そ
う
い
う
人
た
ち
に
も
、
わ
た
し
は
新
し
い
地
平
を
開
い
た
の
だ
と

い
う
）
。
こ
れ
ら
の
若
者
は
精
神
が
と
て
も
自
由
で
、
職
業
的
な
知
識
人
と
く
ら
べ
て
、
精
神
的
労
作
に
つ
い
て
の
判
断
力
が
は
る
か
に

健
全
だ
し
、
も
っ
と
男
ら
し
い
。
サ
ン
ソ
リ
ウ
の
話
か
ら
判
断
す
る
と
、
そ
こ
は
一
種
の
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
シ
ュ
ペ
リ
ュ
ー
ル
で

あ
っ
て
、
た
だ
し
そ
こ
で
は
精
神
的
価
値
が
い
っ
そ
う
重
ん
じ
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
こ
と
が
知
的
価
値
を
損
ね
る
こ
と
が
な
い
」
。

ロ
ラ
ン
の
感
想
で
は
、
彼
ら
は
み
ず
か
ら
の
、
ま
た
先
輩
の
世
代
を
飛
び
越
し
て
、

ロ
ラ
ン
の
世
代
は
多
く
の
点
で
、
よ
り
豊
饒
な
教
え
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
「
彼
ら
の
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
は
た
い
そ
う
自
信
に
満
ち
、
自
由
思
想
や
無
神
論
思
想
に
た
い
し
て
さ
え
友
愛
を
抱
い
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
ら
が
純
粋
で
、
誠
実

で
、
私
心
を
去
っ
た
思
想
で
あ
れ
ば
の
こ
と
だ
が
。
レ
ー
ニ
ン
の
生
涯
さ
え
（
シ
ャ
ー
ル
と
か
い
う
人
の
伝
記
を
と
お
し
て
見
た
生
涯
だ

が
）
彼
ら
の
心
に
深
く
し
み
こ
ん
だ
が
、
そ
れ
で
信
仰
を
か
き
乱
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
か
え
っ
て
信
仰
に
新
し
い
息
吹
を
吹
き
込
ま
れ

た
の
だ
と
い
う
」
。

二
時
間
に
わ
た
っ
て
話
し
合
う
あ
い
だ
、
ぎ
ご
ち
な
く
は
あ
っ
た
が
、

て
も
身
近
な
、

日
記
抜
粋
）
。
「
二
十
九
歳
の
、

二
人
は
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
た
が
い
に
と

そ
れ
で
い
て
遠
く
隔
た
っ
た
感
じ
が
し
た
、
と
い
う
。
と
く
に
〈
へ
り
く
だ
り
〉
の
美
徳
が
話
題
に
な
っ
た
と
き
が
そ
う

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
世
代
に
戻
っ
て
き
た
の
だ
。
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ロ
ラ
ン
は
言

っ
た
。
「
ま
さ
に
そ
の
せ
い
で
、
わ
た
し
は
信
仰
に
入
る
道
を
封
じ
ら
れ
た
の
で
す
よ
」
。
す
る
と
サ
ン
ソ
リ
ウ
は
、
困
っ

た
よ
う
な

口
調
で
言

っ
た
。
「
で
も
そ
れ
こ
そ
、
わ
た
し
を
信
仰
へ
引
き
入
れ
て
く
れ
た
の
で
す
が
」
。
そ
し
て
、

「
そ
う
で
す
か
、
先
生
の
世
代
で
は
、
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
賢
者
は
、

の
で
す
ね
°
|
—

し
か
し
今
日
の
無
神
論
者
の
ば
あ
い
は
、

時
代
の
盲
信
の
は
び
こ
り
よ
う
を
問
題
に
し
た
。
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
な
連
中
で
さ
え
、
信
仰
に
幻
惑
さ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
。

最
悪

の

危
険
は

こ
の
方
面
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
反
作
用
で
、
精
神
は
傲
慢
な
合
理
主
義
の
方
向
へ
進
ん
で
ゆ
く
の
で
す
」
。

訪
問
の
翌
日
、
サ
ン
ソ
リ
ウ
は
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
を
去
る
に
あ
た
っ
て
、
心
の
通
い
あ
っ
た
一
夜
を
過
ご
せ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
、

に
礼
状
を
書
き
送
っ
た
（
資
料
六
）
。
そ
の
な
か
に
こ
う
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
「
な
に
ご
と
か
を
完
璧
に
行
え
ば
、
そ
の
こ
と
で
普
遍
的

に
な
れ
る
の
だ
、
と
い
う
お
考
え
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
先
生
は
こ
と
の
つ
い
で
に
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
先
生
が
そ
う
考
え

ら
れ
た
の
は
こ
と
の
つ
い
で
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
先
生
は
そ
の
お
考
え
を
身
を
も
っ
て
生
き
て
お
ら
れ
る
か

ら
で
す
」
。
サ
ン
ソ
リ
ウ
は
、
ロ
ラ
ン
の
〈
使
徒
的
精
神
〉
が
論
争
的
行
動
の
な
か
で
浪
費
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
た
の

だ
が
、
ロ
ラ
ン
が
熱
中
し
な
が
ら
も
み
ず
か
ら
の
思
想
と
行
動
と
を
統
御
し
て
い
る
の
を
見
て
と
っ
た
の
だ
。
彼
は
「
知
性
的
生
活
は
聖

性
の
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
、
神
父
ら
し
い
言
い
方
を
し
て
い
る
。
彼
と
し
て
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
政
治
的
発
言
が
キ
リ

ス
ト
者
の
発
言
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
〈
聖
性
の
問
題
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
思
い
た
い
の
だ
。
彼
は
言
う
。
「
キ
リ
ス
ト
者
は
、
先

生
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
者
は
、
み
ず
か
ら
の
触
れ
る
も
の
ご
と
を
浄
化
し
ま
す
。
ま
た
み
ず
か
ら
が
仕
え
る
大
義
は
み
ず
か
ら
の
手
中
で

聖
化
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
先
生
は
共
産
主
義
を
ば
、
そ
れ
が
戦
う
相
手
の
人
た
ち
を
も
引
き
つ
け
る
も
の
に
ま
で
な

さ
い
ま
し
た
」
。
彼
が
言
い
た
い
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
共
産
主
義
は
〈
教
会
〉
と
敵
対
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
ロ
ラ
ン
が
共
産

主
義
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
読
む
と
、
共
産
主
義
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
た
と
え
ば
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
う
必
要
と
か
、
不
正

1

こ。t
 

へ
り
く
だ
り
か
ら
で
は
な
い
の
で
す
」
。

ロ
ラ
ン

ロ
ラ
ン
は
こ
れ
に
答
え
て
、

そ
の

へ
り
く
だ
り
の
ゆ
え
に
信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た

つ
づ
け
て
こ
う
言

っ
た
。
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申
し
上
げ
る
も
の
で
す
」
。

な
社
会
体
制
の
も
と
で
貧
困
に
苦
し
む
人
た
ち
の
存
在
と
か
い
っ
た
こ
と
が
ら
が
、
政
治
の
次
元
を
立
ち
越
え
て
〈
聖
性
の
問
題
〉
に
屈

し
て
い
る
の
が
わ
か
る
、
と
い
う
ふ
う
に
思
い
た
っ
た
の
だ
と
見
て
お
こ
う
。

お
り
し
も
〈
人
民
戦
線
〉
の
高
揚
期
だ
っ
た
。
こ
の
運
動
の
中
核
を
な
す
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
思
想
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
立
脚
し
て
い

た
。
四
方
八
方
か
ら
そ
の
旗
の
も
と
に
結
集
し
た
人
た
ち
に
と
っ
て
、

だ
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
へ
り
く
だ
り
な
が
ら
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
こ
の
高
邁
な
精
神
態
度
を
体
現
す
る
存
在
だ
っ

た
。
お
そ
ら
く
プ
リ
シ
ャ
ー
ル
や
サ
ン
ソ
リ
ウ
な
ど
の
若
い
神
父
た
ち
は
、
敬
愛
す
る
ロ
ラ
ン
の
生
き
方
を
聖
性
の
ひ
と
つ
の
現
れ
と
認

め
、
彼
を
信
頼
す
る
が
ゆ
え
に
彼
の
支
持
す
る
〈
人
民
戦
線
〉
を
も

〈
聖
性
の
問
題
〉
と
み
な
し
た
の
だ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
人

民
戦
線
派
の
社
会
的
要
求
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
と
矛
盾
す
る
も
の
と
は
映
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
た
神
父
た
ち
が
い
た
と
い

う
事
実
に
、
一
九
三

0
年
代
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
の
時
代
相
の
特
質
を
見
て
よ
い
。

そ
し
て
サ
ン
ソ
リ
ウ
神
父
は
ロ
ラ
ン
に
こ
う
書
く
の
だ
。
「
わ
た
し
は
〈
教
会
〉
の
な
か
で
そ
の
こ
と
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
た

で
は
あ
り
ま
す
が
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
は
〈
教
会
〉
の
預
言
者
で
も
批
評
家
で

も
な
い
の
で
す
か
ら
。
ま
た
、
僧
衣
を
着
用
す
る
者
と
し
て
、
わ
た
し
は
果
て
し
な
く
長
い
聖
人
の
系
列
の
う
し
ろ
に
つ
い
て
並
ん
で
い

る
の
で
す
か
ら
。
な
お
そ
の
た
め
に
は
、
わ
た
し
は
そ
の
系
列
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
を
せ
ぬ
よ
う
に
努
め
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
。

し
か
し
み
ず
か
ら
の
召
命
に
応
じ
な
が
ら
、
先
生
が
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
模
範
が
果
た
し
た
役
割
を
心
得
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
感
謝

ロ
ラ
ン
は
折
り
返
し
サ
ン
ソ
リ
ウ
神
父
に
返

事
を
書
い
て
（
資
料
七
）
、
「
あ
な
た
を
見
て
い
る
と
、
い
く
ぶ
ん
か
昔
の
わ
た
し
|
—
そ

れ
か
ら
ず
っ
と
、
い
ま
も
当
時
の
ま
ま
な
の
で
す
が
I

に
再
会
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
」
と
語
り
か
け
た
。
つ
ぎ
に
ロ
ラ

ン
は
、
こ
れ
こ
そ
は
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
の
透
け
て
見
え
る
、
熱
意
の
こ
も
っ
た
何
行
か
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
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「
な
に
よ
り
も
大
切
な
こ
と
が
あ
る
の
に
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
話
を
な
に
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
し
が
社
会
行
動
に
参
加
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な
た
は
残
念
そ
う
に
、
ま
た
不
安
げ
に
お
話
に
な
り
ま
し
た
ね
。
あ
な
た
に
は
、
あ
な
た
や
お
友
だ
ち
の
方
々

つ
ま
り
こ
の
行
動
は
、
正
直
で
あ
る
べ
き
だ
、
自
分
自
身
に
た
い
し

て
誠
実
で
あ
る
ぺ
き
だ
と
い
う
、
逆
ら
い
よ
う
の
な
い
義
務
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
必
要
事
な
の
で
す
（
わ
た
し
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ

と
で
は
な
く
、
ー
ー
む
し
ろ
、
わ
た
し
に
は
〈
存
在
〉
に
集
中
し
た
い
、
沈
潜
し
た
い
と
い
う
本
能
が
あ
る
の
に
、
そ
う
い
う
本
能
に
は

反
す
る
こ
と
な
の
で
す
）
。
精
神
的
純
粋
を
保
つ
べ
し
と
い
う
こ
の
義
務
に
は
、
ご
自
分
も
た
い
そ
う
高
い
価
値
を
付
与
し
て
お
ら
れ
ま

す
ね
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、

わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
知
覚
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
悩
み
か
つ
戦
っ
て
い
る
実
在
す
る

人
類
は
、
生
け
る
〈
神
〉
の
一
部
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
そ
し
て
、
も
し
わ
た
し
が
人
類
の
境
遇
へ
の
関
心
を
捨
て
よ
う
も
の
な
ら
、

わ
た
し
は
利
己
主
義
者
と
し
て
糾
弾
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
（
わ
た
し
は
知
識
人
だ
か
ら
と
、
あ
れ
こ

れ
の
立
派
な
理
由
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
わ
た
し
は
、
そ
ん
な
理
由
は
自
己
満
足
の
た
め
の
虚
偽
だ
と
し
て
押

し
の
け
ま
す
）
。
あ
な
た
は
共
産
主
義
、
社
会
主
義
な
ど
の
単
語
を
口
に
な
さ
る
と
き
、
党
派
的
テ
ー
ゼ
の
意
味
で
考
え
て
お
い
で
で
す
。

わ
た
し
は
と
い
う
と
、
搾
取
さ
れ
、
ま
た
虐
げ
ら
れ
て
い
る
地
上
の
諸
国
民
が
、
限
り
な
く
深
い
極
貧
の
な
か
で
発
す
る
呻
吟
に
耳
を
傾

け
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
、
よ
り
正
し
く
、
ま
た
よ
り
人
間
的
な
社
会
状
態
を
組
織
立
て
よ
う
と
努
め
つ
つ
彼
ら
の
解
放
を

志
す
人
た
ち
に
手
を
差
し
の
べ
る
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
宗
教
的
な
魂
に
と
っ
て
第
一
の
義
務
で
す
。
わ
た
し
が
あ
る
党
派
に
従
属
す
る
な

ど
と
は
思
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
わ
た
し
は
以
前
か
ら
ず
っ
と
、
み
ず
か
ら
の
魂
を
あ
ら
ゆ
る
絆
か
ら
自
由
な
ま
ま
に

I

ほ
と
ん
ど
自

由
す
ぎ
る
ま
ま
に
ー
|
保
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
こ
の
う
え
な
く
大
切
な
絆
か
ら
さ
え
、
ー
い
ま
ま
さ
に
熱
情
に
身

を
焼
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
き
に
、
み
ず
か
ら
の
熱
情
か
ら
さ
え
。
み
ず
か
ら
の
思
考
か
ら
生
ま
れ
た
存
在
た
ち

I

わ
た
し
の
身
内
に

は
こ
れ
ら
の
存
在
が
と
り
つ
い
て
い
る
の
で
す
し
、
わ
た
し
が
彼
ら
を
作
り
上
げ
た
の
だ
と
い
う
の
に
|
|
か
ら
さ
え
も
で
す
。
し
か
し
、

わ
た
し
は
前
進
中
で
す
。
（
し
ば
し
ば
前
人
未
踏
の
）
道
を
、

こ
ま
‘

9
1

,
＇ー

い
つ
も
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
い
ま
す
o

|
ー
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
真

つ
ぎ
の
点
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
。
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一
カ
月
経
っ
た
七
月
（
何
日
か
は
不
明
）
、

び
、
日
々
の
信
仰
は
、

そ
の
日
で
足
り
ま
す
！

理
が
は
る
か
彼
方
に
微
光
を
放
つ
の
が
見
え
る
方
向
へ
と
。
そ
し
て
い
ま
は
片
時
の
あ
い
だ
、
街
道
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
、
ま
た
沼
地

に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
人
た
ち
を
助
け
出
そ
う
と
し
て
、
雄
々
し
く
立
ち
働
い
て
い
る
一
団
と
合
流
し
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
は
よ
く

知
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
一
団
は
と
あ
る
宿
駅
に
辿
り
着
い
て
、
そ
こ
に
宿
営
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
が
、
街
道
は
そ
の
宿
駅
よ

り
ず
っ
と
先
の
ほ
う
へ
延
び
て
い
る
の
で
す
o
|

—
人
類
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
ず
っ
と
先
の
ほ
う
へ
。
日
々
の
労
苦
、

な
く
て
は
。
し
か
も
、
生
け
る
、
ま
た
自
由
な
〈
永
遠
〉
と
の
接
触
を
ひ
と
と
き
も
絶
や
す
こ
と
な
く
」
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
日
記
に
サ
ン
ソ
リ
ウ
の
来
訪
を
記
録
し
て
い
る
（
資
料
八
）
。
彼
は
。
ハ

リ
か
ら
ロ
ー
マ
ヘ
ゆ
く
途
中
、
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
立
ち
寄
っ
て
ロ
ラ
ン
に
会
っ
た
の
だ
。
「
こ
の
目
の
澄
ん
だ
背
の
高
い
青
年
は
、
熱
烈
か

つ
無
邪
気
に
、

い
）
、
社
会
的
な
義
務
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
彼
の
心
を
か
き
乱
し
た
。
最
初
の
訪
問
の
こ
と
、
そ
の
後
の
わ
た
し
の
手
紙
の
こ
と
を
、
彼

が
長
い
あ
い
だ
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
た
の
が
わ
か
っ
た
」
。

こ
の
三
ヵ
月
の
あ
い
だ
の
国
際
情
勢
は
、
戦
争
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
そ
う
な
気
配
な
が
ら
、
空
一
面
に
暗
雲
が
立
ち
こ
め
て
い
る
隙

間
か
ら
、
と
き
に
う
っ
す
ら
と
希
望
の
薄
日
が
差
し
込
ん
で
く
る
よ
う
で
も
あ
り
、
心
も
と
な
か
っ
た
。
五
月
二
十
二
日
に
は
ミ
ラ
ノ
で
、

イ
タ
リ
ア
外
相
チ
ア
ノ
伯
爵
と
ド
イ
ッ
外
相
の
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ー
プ
と
が
会
談
し
、
独
伊
両
国
間
の
同
盟
を
確
認
す
る
〈
鋼
鉄
協
約
〉
に

調
印
し
た
。
独
伊
の
〈
レ
ー
ベ
ン
ス
ラ
ウ
ム
〉
（
生
活
圏
）
の
安
全
を
確
保
す
る
の
が
目
的
と
い
う
触
れ
込
み
だ
っ
た
。

二
十
七
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
、
英
国
、
ソ
連
の
三
国
間
で
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
英
仏
は
ソ
連
に
た
い
し
て
小
国
の
独
立
維
持
の
た
め
に
カ

を
貸
し
て
ほ
し
い
と
申
し
入
れ
た
。
し
か
し
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
英
仏
が
弱
体
な
の
を
見
抜
い
て
い
た
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
す
で
に
ド
イ
ツ
と

手
を
結
ん
だ
ほ
う
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
も
七
月
二
十
四
日
、

承
知
し
、

勇
気
を
出
し
て
、
そ
し
て
ま
じ
め
に
、

そ
し
て
英
仏
の
代
表
団
が
八
月
十
一
日
に
モ
ス
ク
ワ
に
到
着
し
た
。

日
々
の
喜

そ
れ
ら
の
労
苦
・
喜
び
・
信
仰
を
担
っ
て
い
か

ひ
た
す
ら
聖
性
を
渇
望
し
て
い
る
。
わ
た
し
は
こ
の
渇
望
が
い
け
な
い
と
言
い
は
し
な
か
っ
た
が
（
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な

五
日
後
の
五
月

ソ
連
は
英
仏
両
国
と
参
謀
部
会
談
を
開
始
す
る
こ
と
を
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取
る
さ
い
に
、

こ
こ
で
個
人
的
な
連
想
を
挿
入
す
る
が
、
ば
く
が
小
学
生
に
な
る
直
前
、

と
い
う
巡
査
出
身
の
歌
手
が
い
て
、
〈
生
命
線
〉
を
テ
ー
マ
に
し
た
流
行
歌
を
歌
っ
て
い
た
。
家
に
そ
の
レ
コ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
「
せ
い
め

え
い
い
せ
ん
」
と
い
う
箇
所
の
節
回
し
が
い
ま
だ
に
記
憶
の
底
に
こ
び
り
つ
い
て
い
る
。
満
州
建
国
か
ら
問
も
な
い
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
、

閑
州
は
日
本
の
〈
生
命
線
〉
だ
と
い
う
趣
旨
の
歌
詞
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
武
力
を
背
景
に
隣
国
の
領
土
に
土
足
で
踏
み
込
ん
で
、
日
本
人

が
生
き
て
ゆ
く
に
は
こ
の
土
地
が
必
要
な
の
だ
と
、
ま
っ
た
く
手
前
勝
手
な
主
張
を
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
な
の
だ
。
満
州
国
建
国
宣
言

な
る
も
の
が
打
ち
出
さ
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
三
月
の
こ
と
だ
。
そ
の
翌
年
に
は
、

日
本
の
軍
部
は
、

ナ
チ
ス
の
理
論
家
が
〈
レ
ー
ベ
ン
ス
ラ
ウ
ム
〉
と
い
う
観
念
を
振
り
回
し
て
い
る
の
に
飛
び
つ
い
て
、
す
ぐ
に
そ
の
真

似
を
始
め
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
思
え
ば
、
ぼ
く
の
少
年
期
は
完
全
に
戦
争
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
て
、
し
ま
い
に
は
海
軍
生
徒
の
端
く

れ
と
し
て
敗
戦
を
迎
え
た
。
よ
う
や
く
平
和
の
あ
り
が
た
さ
を
知
っ
て
、
い
つ
も
腹
を
空
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
日
本
と
世
界
と
の
未

来
に
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
と
き
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
存
在
を
知
っ
た
の
だ
か
ら
、
半
世
紀
の
あ
い
だ
ロ
ラ
ン
に
関

心
を
抱
き
つ
づ
け
る
だ
け
の
理
由
が
ぼ
く
な
り
に
あ
っ
た
わ
け
だ
。
こ
う
し
て
ロ
ラ
ン
の
足
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
ぼ
く
自
身
は
こ
の
時
期

に
ど
う
だ
っ
た
か
と
連
想
を
走
ら
せ
る
の
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
年
の
七
月
末
、

月
二
十
九
日
付
）

サ
ン
ソ
リ
ウ
神
父
に
続
い
て
、

ド
イ
ツ
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
ナ
チ
ス
政
権
を
樹
立
し
た
。

レ
ー
モ
ン
・
ピ
シ
ャ
ー
ル
神
父
（
彼
は
そ
の
年
の
三
月
に

司
祭
に
叙
任
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
）
が
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
立
ち
寄
っ
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
面
談
し
た
。
ピ
シ
ャ
ー
ル
は
事
前
に
連
絡
を

ロ
ラ
ン
ヘ
の
手
紙
の
な
か
で
〈
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ク
リ
ス
ト
フ
〉
の
こ
と
を
話
題
に
し
た
ら
し
い
。
ピ
シ
ャ
ー
ル
の
手

紙
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
彼
が
ど
う
い
う
人
物
に
つ
い
て
語
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

の
な
か
で
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
あ
な
た
の
い
う
、
業
が
も
ぎ
取
れ
、
彼
の
〈
神
〉
の
後
光
が
消
え
失
せ
た
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
の
ク
リ
ス
ト
フ
は
美
し
く
描
け
て
い
ま
す
。

ー

—
も
っ
と
も
、
わ
た
し
と
魂
の
血
筋
を
同
じ
く
す
る
ジ
ャ
ン

1
1ク
リ
ス
ト
フ
た
ち

ロ
ラ
ン
は
返
事

（
資
料
九
、

一
九
三
九
年
七

つ
ま
り
一
九
三
四
年
ご
ろ
の
よ
う
に
思
う
の
だ
が
、
小
野
巡
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に
は
、

信
仰
が

l

も
ろ
も
ろ
の
信
仰
が

ー
ー
欠
け
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
た
の
仲
間
の
誤
り

は
、
自
分
の
信
仰
の
ほ
か
に
信
仰
は
な
い
、
ー
—
そ
の
外
に
出
た
ら
な
に
も
か
も
空
虚
だ
、
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
す
。
世
界
は

充
満
し
て
い
ま
す

_
|
〈
神
〉
で
充
満
し
て
い
ま
す
」
。
ピ
シ
ャ
ー
ル
が
彼
の
手
紙
の
な
か
で
語
っ
た
人
物
は
、
お
そ
ら
く
彼
と
な
ん
ら

か
の
交
渉
の
あ
っ
た
男
で
、
誠
実
で
、
男
ら
し
く
、
道
徳
的
に
非
の
打
ち
所
が
な
い
の
に
、
神
父
か
ら
見
て
残
念
な
こ
と
に
は
信
仰
が
な

か
っ
た
人
な
の
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
ロ
ラ
ン
の
ジ
ャ
ン
11

ク
リ
ス
ト
フ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
神
父
に
い
わ
せ

れ
ば
こ
の
ク
リ
ス
ト
フ
は
、
信
仰
さ
え
あ
れ
ば
聖
寵
に
よ
っ
て
超
自
然
の
力
を
与
え
ら
れ
、
糞
を
力
強
く
は
ば
た
た
か
せ
て
天
空
め
が
け

て
飛
翔
す
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
に
。
信
仰
が
な
い
ば
か
り
に
、
翼
が
砕
け
折
れ
、
尾
羽
打
ち
枯
ら
し
た
姿
で
、
神
な
き
存
在
の
悲
惨

さ
を
曝
し
て
い
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
ピ
シ
ャ
ー
ル
は
神
父
ら
し
く
、
ロ
ラ
ン
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
が
な
い
ば
か
り
に
永
遠
の
救
い
を

得
ら
れ
ず
に
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
親
身
に
な
っ
て
ロ
ラ
ン
の
救
霊
を
志
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼

は
〈
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
ク
リ
ス
ト
フ
〉
の
哀
れ
な
姿
を
デ
ッ
サ
ン
す
る
こ
と
で
、
ロ
ラ
ン
に
彼
の
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
伝
え
た
か
っ
た

の
だ
。
結
局
、
信
仰
の
か
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
の
考
え
方
の
違
い
が
ロ
ラ
ン
の
死
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
神
父
た
ち
に
と
っ
て
は
、
幾
種

類
も
の
信
仰
が
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

ロ
ラ
ン
は
こ
の
年
の
四
月
に
サ
ン
ソ
リ
ウ
に
あ
て
て
書
い
た
手
紙
（
資
料
七
）
で
は
人
類
は
〈
生
け
る
〈
神
〉
の
一
部
だ
〉
と
書
き、

い
ま
ま
た
ピ
シ
ャ
ー
ル
に
は
〈
世
界
は
〈
神
〉
で
充
満
し
て
い
る
〉
と
告
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ラ
ン
が
青
年
時
代
に
到
達
し
た
考
え
方

が
少
し
も
揺
ら
い
で
い
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
彼
は
「
真
で
あ
る
が
故
に
わ
た
し
は
信
じ
る
」
の
な
か
で
こ
う
言
い
切
っ
た
で
は

な
い
か
。
「
神
と
は
世
界
を
包
含
す
る
無
限
の
単
一
性
（
統
一
）
で
あ
る
。
神
は
す
べ
て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
至
る
と
こ
ろ
に
偏
在
す

る
」
（
蛯
原
訳
に
よ
る
）
。
し
か
し
神
父
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
真
実
の
信
仰
を
欠
い
た
有
徳
の
士
は
、
キ
リ
ス
ト
以
前
の
古
代

の
賢
人
た
ち

I

ソ
ク
ラ
テ
ス
と
か
プ
ラ
ト
ン
と
か
ー
が
落
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
〈
古
聖
所
〉
へ
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ピ
シ
ャ
ー
ル
神
父
が
ロ
ラ
ン
を
訪
れ
て
か
ら
二
週
間
後
の
八
月
十
四
日
、
ソ
連
は
英
仏
と
の
交
渉
の
席
上
で
、
ド
イ
ツ
と
戦
う
こ
と
に
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な
っ
た
ら
ソ
連
軍
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
内
を
通
過
す
る
権
利
を
認
め
よ
と
言
い
出
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
は
こ
の
要
求
を
拒
否
し
、
あ
と

で
フ
ラ
ン
ス
の
要
請
で
受
諾
し
た
。
そ
の
直
後
の
八
月
二
十
一
＿
一
日
、
英
仏
と
ソ
連
と
の
交
渉
を
よ
そ
に
、
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ー
プ
と
ス
タ
ー

リ
ン
と
が
握
手
し

て
独
ソ
不
可
侵
条
約
が
締
結
さ
れ
る
の
を
、
英
仏
代
表
団
は
そ
ろ
そ
ろ
予
想
し
て
し
か
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
に
。

に
九
月

一
日
払
暁
、
ド
イ
ツ
軍
部
隊
は
宣
戦
布
告
抜
き
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
境
を
突
破
し
、
空
軍
は
各
地
の
都
市
・
港
湾
に
爆
撃
を
加
え
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
の
だ
。
九
月
三
日
、
駐
独
英
仏
大
使
は
、
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ー
プ
外
相
に
あ
い
つ
い
で
最
後
通
牒
を
手
渡
し

た
。
開
戦
す
る
や
、
パ
リ
市
民
は
す
ぐ
に
も
空
襲
が
始
ま
る
と
思
っ
て
覚
悟
を
決
め
た
。
政
府
機
関
も
学
校
も
疎
開
を
始
め
た
。
し
か
し
、

西
部
戦
線
で
の
戦
闘
そ
の
も
の
は
ま
だ
小
手
試
し
の
段
階
を
出
な
か
っ
た
。
じ
つ
に
、
翌
年
五
月
ま
で
は
、
西
部
戦
線
で
は
動
き
の
な
い

（お
か
し
な
戦
争
〉

が
続
い
て
い
た
。
戦
火
は
も
っ
ば
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
集
中
さ
れ
た
の
だ
。

さ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
運
命
は
二
週
間
で
決
着
が
つ
い
た
。
九
月
十
六
日
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
に
よ
っ
て
ソ
連
の
分
け
前
と
な
っ
た
領

土
に
向
か
っ
て
、
赤
軍
が
怒
濤
の
よ
う
に
侵
入
し
て
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
は
、
こ
の
不
可
侵
条
約
を
擁
護
し
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ

降
伏
し
た
。
十
月
一
日
、

ギ
リ
ス
の
参
戦
を
帝
国
主
義
的
侵
攻
と
決
め
つ
け
た
た
め
、
九
月
二
十
六
日
に
解
散
を
命
じ
ら
れ
た
。
九
月
二
十
八
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は

フ
ラ
ン
ス
共
産
党
の
代
議
士
た
ち
は
下
院
議
長
ド
ゥ
ワ
ー
ル
・
エ
リ
ヨ
に
書
簡
を
送
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ス
・

ド
イ
ツ
と
平
和
交
渉
を
開
始
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
の
反
国
家
的
行
動
に
憤
慨
し
た
政
府
は
、
同
月
五
日
か
ら
十
日
に
か
け
て
、
共
産

党
代
議
士
三
十
五
名
を
逮
捕
し
た
。

書
記
長
の
モ
ー
リ
ス
・
ト
レ
ー
ズ
は
ロ
シ
ア
に
逃
亡
し
、
や
が
て
脱
走
罪
に
問
わ
れ
て
欠
席
裁
判
で

有
罪
宣
告
を
受
け
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
員
の
す
べ
て
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
厚
顔
無
恥
な
選
択
を
黙
っ
て
受
け
入
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
当
時
、
共
産
党
は
上
下
両
院
合
わ
せ
て
七
十
二
人
の
議
員
を
擁
し
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
二
十
二
名
（
う
ち

一
名
は
上
院
議
員
）

か
離
党
し
た
。
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
闘
争
の
戦
列
に
あ
っ
た
知
識
人
に
た
い
す
る
衝
撃
は
甚
大
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
作
家
の
ポ
ー
ル
・
ニ
ザ
ン

も
、
当
時
コ
ル
シ
カ
で
休
暇
を
取
っ
て
い
た
が
、
こ
の
〈
恥
ず
べ
き
行
為
〉
の
共
同
貢
任
を
拒
否
し
て
離
党
し
た
。
な
お
、
彼
は
翌
年
、

ダ
ン
ケ
ル
ク
撤
退
作
戦
中
に
戦
死
を
遂
げ
た
。
若
い
党
員
の
な
か
に
は
、
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
志
と
党
の
方
針
と
の
板
挟
み
と
な
り
、
い
っ

つ
し、
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『
最
後
の
扉
の
敷
居
で
』
の
資
料
十
は
、

た
風
光
を
復
元
す
る
仕
事
に
努
め
よ
う
。

年
記
念
講
演
中
で
こ
う
語
っ
た
。

こ
の
時
期
、

そ
の
こ
と
兵
隊
に
な
っ
て
死
ん
で
し
ま
え
ば
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
、
な
ど
と
悲
痛
な
思
い
に
取
り
つ
か
れ
た
者
も
い
た
。

う
と
、
中
学
校
以
来
の
サ
ル
ト
ル
の
同
級
生
で
、
サ
ル
ト
ル
と
同
じ
く
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
・
シ
ュ
ペ
リ
ュ
ー
ル
で
学
ん
だ
秀
オ
、

ま
り
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
後
輩
だ
っ
た
。
彼
の
世
代
を
代
表
す
る
、
青
春
の
輝
き
と
苦
悩
と
を
背
負
っ
た
作
家
だ
っ
た
の
だ
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
戦
争
の
先
行
き
を
ど
う
見
て
い
た
の
か
、
す
で
に
ロ
ラ
ン
の
日
記
の
封
印
が
解
か
れ
た
こ
と
だ
し
、

い
ず
れ
日
記
に
即
し
て
彼
の
日
々
の
思
い
を
精
査
で
き
る
も
の
と
思
う
。
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
氏
は
、
京
都
で
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
五
十

「
一
九
三
九
年
八
月
に
独
ソ
不
可
侵
条
約
が
調
印
さ
れ
た
と
き
、
彼
の
目
か
ら
決
定
的
に
鱗
が
落
ち
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
ま
だ
い
く
ば

く
か
の
幻
想
を
抱
き
つ
づ
け
て
い
た
に
せ
よ
、
そ
れ
も
消
え
去
り
ま
し
た
。
自
分
が
ソ
連
に
味
方
し
て
参
加
し
た
と
き
、
ど
れ
ほ
ど
欺
か

れ
て
い
た
か
を
悟
っ
た
の
で
す
。
自
分
が
自
分
自
身
に
忠
実
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
以
後
は
、
控
え
め
な
が
ら
断
固
と
し
て
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
に
た
い
し
て
距
離
を
置
き
ま
し
た
。
彼
は
縁
を
切
り
、
そ
し
て

「
日
記
』
の
な
か
で
ス
タ
ー
リ
ン
と
そ
の
政
策
と
を
激
し
く
非
難
し
ま
し
た
」
。

い
ず
れ
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
氏
の
研
究
が
大
成
し
た
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
前
後
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
心
境
を
も
っ
と
詳
し
く
知
る

い
ま
は
若
い
神
父
た
ち
と
の
交
流
を
契
機
と
し
て
、
彼
が
《
内
面
の
旅
路
》
を
辿
り
な
が
ら
気
持
ち
も
新
た
に
眺
め

こ
と
が
で
き
よ
う
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
出
征
中
の
レ
ー
モ
ン
・
ピ
シ
ャ
ー
ル
軍
曹
に
あ
て
て
、

一
九
三
九
年
十

月
四
日
に
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
の
自
宅
か
ら
書
き
送
っ
た
手
紙
だ
。
彼
は
「
お
手
紙
二
通
、

拝
受
い
た
し
ま
し
た
」
と
書
き
起
こ
し
、
「
こ
う
い

う
時
期
に
こ
れ
ほ
ど
の
信
頼
と
、
情
愛
の
こ
も
っ
た
お
心
遣
い
を
い
た
だ
き
、
心
を
打
た
れ
ま
し
た
」
と
感
謝
し
て
い
る
（
な
お
、
ピ
シ
ャ
ー

ル
か
ら
の
そ
の
二
通
の
手
紙
は
現
存
し
な
い
）
。
思
っ
て
い
る
こ
と
を
自
由
に
書
き
送
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
、
と
り
わ
け つ

ー
ザ
ン
は
と
い
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政
治
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
手
紙
で
は
書
け
な
い
、
と
も
嘆
い
て
い
る
。

「
魂
の
無
際
限
の
深
み
が
、
い
ま
ま
だ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
毒
ガ
ス
か
ら
の
避
難
所
と
な
り
ま
す
。
あ
な
た
に
と
っ
て
も
わ
た
し
に
と
っ

て
も
、
こ
の
避
難
所
は
広
々
と
し
て
、
し
か
も
安
全
で
す
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
閉
じ
こ
も
っ
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
誘
惑
か
ら
身
を
守
ら

な
く
て
は
い
け
ま
す
ま
い
。
も
っ
と
も
悲
し
い
こ
と
に
、
今
日
の
現
実
か
ら
す
る
と
、
避
難
所
に
閉
じ
こ
も
っ
て
な
ど
い
ら
れ
る
わ
け
が

少
し
先
で
、

ロ
ラ
ン
は
ピ
シ
ャ
ー
ル
が

貢
め
る
よ
う
な
調
子
で

書
い
て
き
た
質
問
|
—
「
あ
な
た
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ど
こ
が
い
け
な

い
と
思
っ

て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
」
と
い
う
悲
痛
な
質
問
I

に
答
え
る
。
な
に
ひ
と
つ
、
い
け
な
い
な
ど
と
思
っ
て
は
い
な
い
。
キ
リ

ス
ト
教
徒
の
信
仰
は
、
彼
の
〈
い
ち
ば
ん
大
切
な
友
だ
ち
〉
、
つ
ま
り
彼
の
母
親
の
信
仰
で
も
あ
っ
た
。
自
分
は
彼
ら
の
信
仰
の
美
点
、

よ
い
と
こ
ろ
、

気
持
ち
を
健
や
か
に
し
、

高
揚
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
を
愛
し
て
い
る
。
そ
う
書
い
て
か
ら
、
彼
は
付
け
加
え
る
。

「
わ
た
し
に
信
仰
が
さ
っ
ぱ
り
な
か
っ
た
の
は
、
わ
た
し
し
だ
い
で
ど
う
に
で
も
な
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
ー
と
こ
ろ
が
、

わ
た
し
に
は
信
仰
が
さ
っ
ぱ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
そ
れ
を
人
間
の
希
望
の
一
種
（
最
高
の
一
種
）
と
し
て
認
め
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

わ
た
し
は
希
望
を
愛
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
希
望
の
炭
に
口
づ
け
を
し
ま
す
。
希
望
の
躍
動
を
砕
く
よ
う
な
こ
と
は
、
な
に
ひ
と
つ
し

た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
°
|
ー
し
か
し
、
オ
レ
ン
ジ
公
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
標
語
の
こ
と
は
ご
存
じ
で
す
ね
。
わ
た
し
は
と
い
う
と
、
希
望
な
し

、

、

、

、

、

、

、

、

で
す
ま
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
考
え
て
は
い
ま
せ
ん
が
—
|
（
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！
わ
た
し
は
精
一
杯
希
望
を
か

き
立

て
ま
し
た
）
ー
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
す
。
希
望
な
し
で
す
ま
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
あ
り
っ
た
け

の
自
分
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
希
望
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
屈
す
る
こ
と
な
く
み
ず
か
ら
の
運
命
の
す
べ
て
を
成
し
遂

げ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
連
命
の
す
べ
て
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
ー
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
の
生

き
る
理
由
だ
か
ら
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
が
掟
な
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
間
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
の

で
す
か
ら
。
人

間
は
希
望
に
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
希
望
よ
り
高
い
も
の
し
だ
い
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
o
|

—
そ
し

な
さ
そ
う
で
す
が
」
。

つ
づ
け
て
、
彼
は
書
く
。
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ま
す
」
と
結
ん
で
い
る
。

て
た
ぶ
ん
、
あ
な
た
は
こ
う
お
思
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
も
や
は
り
信
仰
な
の
だ
、
と
。
ー
ま
た
、
信
仰
は
〈
エ
ス
・
ム
ス
・
ザ
イ

ン
〉
（
か
く
あ
る
ぺ
し
）
ズ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
弦
楽
四
重
奏
第
十
六
番
、
作
品
番
号
1
3
5
の
終
楽
章
の
表
題
]

に
支
え
ら
れ
て
い
る
も

の
な
の
で
す
が
、
こ
の
語
句
は
〈
フ
ィ
ア
ト
・
ウ
ォ
ル
ン
タ
ス
，
•
〉
[
み
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
な
ら
せ
た
ま
え
]
と
か
な
り
縁
が
近
い
の
で

す
。
こ
の
態
度
に
は
、
熱
情
的
な
行
動
の
た
だ
な
か
で
さ
え
、
心
の
底
で
は
執
着
し
な
い
気
構
え
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
無
執

着
が
完
全
な
も
の
に
な
る
に
は
、
悲
し
み
を
拭
い
去
っ
て
、
安
ら
ぎ
の
う
ち
に
成
し
遂
げ
ら
れ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
。

彼
は
さ
ら
に
続
け
る
。
「
わ
た
し
た
ち
は
お
た
が
い
に
、
ま
る
き
り
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ー
わ
た
し
た
ち
の
あ
い

い
こ
こ
、
t
,ー

い
っ
た
い
な
に
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
の
約
束
が
あ
る
の
で
す
。
ー
あ
な
た
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
が
す
べ
て
で
す
。

（
あ
な
た
に
と
っ
て
、
ほ
ん
と
う
に
す
べ
て
な
の
で
す
か
）
。
わ
た
し
は
そ
の
約
束
を
受
け
取
ら
ず
に
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ

を
受
け
取
っ
た
と
思
っ
て
、
こ
れ
に
栄
え
あ
ら
し
め
よ
う
、
人
々
に
奉
仕
し
つ
つ
そ
れ
に
奉
仕
し
よ
う
と
、
心
の
底
か
ら
努
め
て
い
る
人

た
ち
が
い
ま
す
ね
。
わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
人
た
ち
を
、
親
し
み
を
込
め
て
愛
し
て
い
る
の
で
す
」
。

ロ
ラ
ン
は
こ
の
手
紙
の
追
伸
で
、
ビ
シ
ャ
ー
ル
に
サ
ン
ソ
リ
ウ
の
宛
名
を
尋
ね
、
「
熱
烈
な
友
情
を
も
っ
て
、
彼
の
こ
と
を
思
っ
て
い

一
九
三
九
年
十
二
月
九
日
付
の
手
紙
の
抜
粋
だ
。

「
最
後
の
扉
の
敷
居
で
』
の
資
料
十
一
は
ロ
ラ
ン
が
妹
の
マ
ド
レ
ー
ヌ
に
宛
て
た
、

彼
は
そ
の
な
か
で
、
妻
の
マ
ー
シ
ャ
が
形
而
上
学
の
本
や
宗
教
書
を
読
ん
で
い
る
の
に
つ
ら
れ
て
、
自
分
も
ク
ー
シ
ュ
ー
が
福
音
書
の
起

源
に
つ
い
て
書
い
た
本
を
再
読
し
て
興
味
を
覚
え
た
し
、
〈
恭
し
い
無
信
仰
者
〉
と
し
て
見
た
限
り
で
は
客
観
的
だ
と
思
う
、

と
伝
え
て

い
る
。
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
氏
の
注
に
よ
れ
ば
、
ジ
ャ
ン
11

ポ
ー
ル
・
ク
ー
シ
ュ
ー
(
-
八
七
九
ー
一
九
五
九
）
は
哲
学
者
・
医
師
・
宗
教
史

家
で
、
と
り
わ
け
「
イ
エ
ス
は
歴
史
上
の
人
物
か
、
そ
れ
と
も
伝
説
上
の
人
物
か
」
と
い
う
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
そ
の
著
作
に

は
「
イ
エ
ス
の
謎
」
「
イ
エ
ス
の
神
秘
」
『
イ
エ
ス
問
題
と
キ
リ
ス
ト
教
の
起
源
』
（
共
著
）
「
イ
エ
ス
、
人
と
な
っ
た
神
」
が
あ
る
。
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ま
た
ロ
ラ
ン
は
、
福
音
書
を
新
訳
で
読
み
直
し
て
、

不
親
切
な

〈創
造
主〉
〉
と
〈
人
間
の
た
め
に
犠
牲
と
な
り
、
彼
ら
の
闘
争
を
助
力
し
て
く
れ
る
、
愛
の
〈
神
〉
〉
と
を
区
別
し
て
い
る
、

マ
ル
シ
ョ
ン
（
八
五
？

I
-
六
0
?
）
は
一
四

0
年
に
ト
ル
コ
か
ら
ロ
ー
マ
に
来
た
グ
ノ
ー
シ
ス

派
の
哲
学
者
で
、
目
に
見
え
る
世
界
を
創
造
し
た
悪
し
き
神
と
、
目
に
見
え
な
い
存
在
を
創
造
し
た
良
き
神
と
を
対
置
し
た
。
彼
の
見
る

イ
エ
ス
は
、
人
間
の
姿
を
縄
い
は
し
た
が
、
純
粋
に
天
空
的
な
存
在
だ
と
い
う
。
彼
に
は
『
福
音
書
」
と
い
う
著
作
が
あ
っ
て
、
そ
の
な

か
で
自
分
の
考
え
方
を
開
陳
し
た
が
、
こ
の
著
作
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
著
作
家
た
ち
は
ご
く
早
い
時
期
か
ら
彼
の
教

説
を
退
け
、

そ
の
訳
に
は
血
の
た
ぎ
り
が
感
じ
ら
れ
、
聖
。
ハ
ウ
ロ
の
野
性
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
中
で
彼
の
文
章
を
引
用
し
た
り
批
判
し
た
り
し
た
。
そ
う
し
た
断
片
を
編
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
彼
の

「福
音
書
』
の
原
型
を
再
構
成
す
る
試
み
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
。

グ
ノ
ー
シ
ス
派
は
単

一
の
学
派
で
は
な
く
、
同
じ
名
で
括
ら
れ
は
し
て
も
、
い
く
つ
も
の
傾
向
が
分
立
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
徹
底

し
た
二
元
論
に
立
ち
、
物
質
、
し
た
が
っ
て
人
体
を
本
質
的
に
悪
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
た
よ
う
だ
。
《
純
粋
に
天
空
的
な
存
在
》

と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
特
徴
的
な
考
え
方
の
現
れ
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
愛
は
神
の
属
性
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
自
明

の
理
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
に
し
て
画
家
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
レ
ー
ク
が
旧
約
の
神
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
忌
み
嫌
っ
た

の
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
愛
の
神
と
は
思
え
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
プ
レ
ー
ク
だ
け
の
こ
と
で
な
く
、
西
欧
に
は
強
圧
的
で
理
不

尽
な
怒
り
の
神
を
忌
避
し
、
愛
の
神
を
欣
求
す
る
伝
統
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
と
思
え
る
。
で
は
、
『
旧
約
聖
書
』
に
違
和
感
を
覚
え
、

ひ
た
す
ら
〈
愛
の
神
〉
を
求
め
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
流
か
ら
逸
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

資
料
十
二
は

一
九
三
九
年
十
二
月
十
八
日
付
の
ロ
ラ
ン
の
日
記
の
抜
粋
だ
。

デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
氏
の
注
に
よ
れ
ば
、

と
も
述
べ
て
い
る
。

よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
も
書
い
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
は
、
自
分
は
ど
う
し
て
も
司
祭
た
ち
か
ら
遠
く
離

つ
い
で
彼
は
マ
ル
シ
ョ
ン
の
『
福
音
書
』
に
も
触
れ
て
、

マ
ル
シ
ョ
ン
は

〈残
酷
で
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を
読
ん
で
、
著
者
の
学
識
を
認
め
な
が
ら
も
、
ご
ま
か
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
受
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
、
彼
が

若
く
初
々
し
い
神
父
た
ち
と
接
し
た
と
き
の
感
想
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
論
理
的
思
考
の
進
め
方
で
あ
っ

ロ
ラ
ン
が
相
手
に
す
る
の
は
老
練
な
司
祭
だ
。
共
通
の
土
俵
に
立
っ
て
取
り
組
む
の
だ
か
ら
、
向
こ
う
の
手
の
内
の
読
み
方
も
厳
し

さ
を
増
し
た
の
だ
ろ
う
。
さ
て
、

「
ど
う
い
う
点
に
が
っ
か
り
し
、
う
ん
ざ
り
し
て
、
ひ
そ
か
に
反
感
ま
で
抱
い
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
彼
ら
が
筋
道
を
立

て
て
考
え
る
さ
い
に
ご
ま
か
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
。
論
証
す
べ
き
は
ず
の
こ
と
を
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
こ
と
も
な
げ
に
跳
び
越
し
て
し

ま
い
、
そ
の
あ
と
で
は
、
厚
か
ま
し
く
も
す
で
に
論
証
を
済
ま
せ
た
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
彼
ら
の
陳
述
を
こ
っ
そ

り
と
歪
め
て
し
ま
う
の
だ
。

は
習
慣
に
I

さ
ら
に
ま
た
法
則
に
|
|
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
由
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
は
、
以
下
の
い
ず
れ
が
い
ち
ば
ん
大

き
い
の
だ
ろ
う
か
。
敬
虔
な
る
偽
善
か
、
無
知
か
、
そ
れ
と
も
厳
密
に
筋
道
を
立
て
て
論
理
的
・
科
学
的
に
考
え
進
め
る
能
力
の
な
さ
だ

ろ
う
か
。
た
ぶ
ん
、
こ
の
三
者
す
べ
て
に
由
来
す
る
の
だ
。
ー
こ
ち
ら
が
三
分
の
一
、
あ
ち
ら
が
三
分
の
一
、
と
い
う
風
に
。
し
か
も
、

こ
れ
に
付
け
る
薬
は
な
い
。
彼
ら
の
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
矯
正
し
よ
う
に
も
、
そ
う
と
言
っ
て
聞
か
せ
よ
う
に
も
手
だ
て
が
あ
り
は
し
な

い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
お
ま
け
に
聖
な
る
傲
慢
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
せ
い
で
論
議
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
だ
」
。

ロ
ラ
ン
は
そ
の
こ
ろ
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
ア
ン
リ
・
プ
リ
ュ
ラ
ー
ル
の
生
涯
」
を
読
ん
で
い
て
、

と
下
司
根
性
と
を
目
の
敵
に
し
て
い
る
こ
と
に
共
感
し
た
。
ロ
ラ
ン
は
こ
の
ほ
か
に
愚
鈍
さ
を
付
け
加
え
て
い
る
。
彼
は
モ
リ
エ
ー
ル
の

台
詞
を
引
き
合
い
に
出
す
。
「
耳
が
不
自
由
な
人
の
う
ち
で
も
、
聞
き
た
が
ら
な
い
の
は
い
ち
ば
ん
始
末
が
悪
い
」
。
彼
の
批
評
は
辛
辣
そ

て、

で
は
、
こ
う
し
て
真
実
を
（
そ
れ
と
も
真
実
の
探
求
を
）
ご
ま
か
し
、
粉
飾
す
る
手
口
は
、
彼
ら
に
あ
っ
て

ロ
ラ
ン
は
書
く
。

れ
た
感
じ
が
す
る
、
と
書
き
留
め
て
い
る
。
司
祭
た
ち
が
眼
前
に
い
な
か
っ
た
と
き
に
は
彼
ら
に
つ
い
て
幻
想
を
描
い
た
り
も
し
た
が
、

彼
ら
の
ほ
う
か
ら
接
近
し
て
か
ら
は
、
彼
ら
が
以
前
と
違
わ
な
い
の
が
わ
か
っ
て
幻
滅
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
だ
。
こ
の
不
快
感
は
、

ヴ
ェ
ズ
レ
ー
の
先
任
主
任
司
祭
で
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
が
訪
問
し
た
と
き
に
置
い
て
い
っ
た
「
聖
ァ
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
信
仰
の
道
』

ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
神
父
た
ち
の
偽
善
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と
い
う
の
が
、
自
分
た
ち
が
生
き
る
糧
に
し
て
い
る
も
の
が
、
偽
り
や
、
錯
覚
や
、

の
も
の
だ
。
「
こ
ん
な
印
象
を
受
け
る
の
だ
が
、
こ
の
法
衣
連
中
は
そ
ろ
い
も
そ
ろ
っ
て
自
分
か
ら
耳
が
不
自
由
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

そ
れ
と
も
一
杯
の
麻
酔
剤
、
麻
薬
、
蒸
留
水
に
混
ざ

り

込
ん
だ
千
分
の

一
も
し
く
は

二
千
分
の
一
の
真
実
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ー
—
当
人
た
ち
も
う
す
う
す
感
づ
い
て
い
る
こ
と

な
の
だ
が
—
|
う
っ
か
り
耳
に
し
た
り
し
て
は
た
い
へ
ん
だ
と
思
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
」
。

ロ
ラ
ン
は
十
年
ほ
ど
以
前
に
、
イ
ン
ド
の
神
秘
家
た
ち
と
取
り
組
ん
だ
あ
と
、

家
の
著
作
を
読
ん
だ
時
期
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
「
し
か
し
、
い
ま
は
幻
滅
し
て
い
る
°
ー
—
お
そ
ら
く
、
も
は
や
蜃
気
楼
は
い
っ

さ
い
無
用
だ
か
ら
だ
。
…
…
わ
た
し
に
は
自
分
が
知
っ
て
い
る
以
上
に
信
ず
る
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
わ
た
し
に
と
っ
て
第
一
の
義
務
は
、

自
分
に
と
っ
て

望
ま
し
い
こ
と
、

自

分
の
欲
す
る
こ
と
、
想
像
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
な
ど
と
、
ー
—
ま

た
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
な
ど
と
、
ー

自
分
に
思
い
込
ま
せ
た
が
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
え
る
。

I

わ
た
し
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、

わ
た
し
は
ひ
た
す
ら
I

正
直
に
I

見
よ
う
と
す
る
、
見
え
る
以
上
に
は
見
な
い
よ
う
に
す
る
。
ー
ー
わ
た
し
は
待
ち
、
観
察
し
、
や
っ

て
く
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
次
第
で
ど
う
な
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
わ
た
し
の
ほ
う
が
そ
れ
次
第
な
の
だ
。
ー
ー

た
だ
ひ
と
つ
、
わ
た
し
が
そ
れ
に
よ
っ
て
独
立
を
保
っ
て
い
ら
れ
る
も
の
だ
け
は
別
だ
が
ー
ー
た
と
え
そ
の
た
め
に
わ
た
し
が
永
遠
を
つ

う
じ
て
無
に
帰
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
と
も
ー
—
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
の
意
志
の
真
実
だ
け
は
別
だ
が
。
こ
の

真
実
が
間
違
っ
て
い
よ
う
と

も
（
そ
し
て
そ
れ
は
間
違
え
る
、
宿
命
的
な
こ
と
だ
！
）
そ
れ
は
公
正
な
ま
ま
で
い
て
ほ
し
い
！
ー
—
誠
実
で
い
て
ほ
し
い
！
」

も
と
も
と
清
浄
無
垢
の
天
空
的
な
存
在
で
あ
る
神
の
子
が
、
人
類
を
永
遠
の
罰
か
ら
救
い
出
す
た
め
に
人
と
な
っ
て
、
あ
え
て
重
く
汚

な
か
っ
た
ら
、

れ
た
物
質
で
あ
る
肉
体
を
引
き
受
け
、
人
類
す
べ
て
の
罪
を
背
負
っ
て
十
字
架
に
か
け
ら
れ
る
。
肉
体
を
引
き
受
け
た
か
ら
に
は
、
刑
罰

の
苦
し
み
、
痛
み
を
こ
と
ご
と
く
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
聖
書
」
に
語
ら
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
こ
の
決
意
は
、
も
し
彼
が
神
で

つ
ま
り
た
だ
の
人
間
だ
っ
た
ら
、
と
て
も
実
行
し
え
な
か
っ
た
は
ず
の
こ
と
だ
。
で
は
、
「
聖
書
」
の
叙
述
は
虚
構
で
は

な
く
、
神
が
人
と
な
る
と
い
う
奇
跡
が
史
上
に
一
度
限
り
じ
っ
さ
い
に
起
こ
っ
た
の
か
。

同
じ
日
記
の
先
の
ほ
う
で
、

そ
の
と
お
り
と
、
完
全
に
納
得
で
き
る
仕
方
で

つ
ぎ
に
昔
の
西
欧
の
神
秘
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立
証
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
あ
り
が
た
い
こ
と
は
な
い
。
受
肉
し
た
神
の
苦
悩
も
、
そ
の
広
大
無
辺
な
慈
愛
も
、
真
実
と

信
じ
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
限
り
な
く
あ
り
が
た
い
。
信
じ
ら
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
だ
れ
が
か
た
く
な
に
拒
否
を
貫
く
も
の
か
。
し
か
し
、

永
遠
の
救
い
が
ど
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
か
ろ
う
と
、
ほ
ん
と
う
の
こ
と
な
ら
文
句
な
く
望
ま
し
か
ろ
う
と
、

て
、
思
考
の
手
順
を
堅
実
に
踏
み
な
が
ら
考
え
抜
こ
う
と
し
た
。
蜃
気
楼
が
ま
や
か
し
な
の
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
が
実
体
の
あ

る
も
の
だ
な
ど
と
信
じ
ら
れ
は
し
な
い
。
ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
は
、

し
て
い
る
。

一
時
的
な
も
の
で
し
か

ロ
ラ
ン
は
精
神
の
公
正
を
保
つ
〈
意
志
の
真
実
〉
に
よ
っ

ロ
ラ
ン
は
神
の
救
い
を
か
た
く
な
に
拒
否
し
た
の
で
な
く
、
得
心
が
い
け
ば
進
ん
で
信
者
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

ロ
ラ
ン
の
誠
実
な
魂
の
苦
闘
の
最
終
段
階
に
立
ち
会
わ
せ
て
く
れ
る
。

資
料
士
―
―
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
覚
え
書
き
」
(
-
九
三
九
年
十
二
月
二
十
一
日
付
）
は
〈
思
想
の
ド
ン
・
フ
ァ
ン
主
義
〉
を
主
題
と

ロ
ラ
ン
は
思
想
的
に
浮
気
を
重
ね
て
い
る
、
と
い
う
批
判
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
み
ず
か
ら
、
皮
相
な
見
方
を
す

る
者
の
目
に
は
自
分
が
浮
気
と
見
え
か
ね
な
い
の
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
言
う
。
「
わ
た
し
は
自
分
の
思
考
に
た
い
し
て
つ
ね

に
公
正
だ
っ
た
」
と
。
彼
は
自
分
の
思
考
に
た
い
し
て
、
先
人
観
を
課
し
た
り
、
魅
力
の
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
考
え
方
に
拘
泥
さ
せ
た

り
は
し
な
か
っ
た
。
「
わ
た
し
は
自
分
の
思
考
と
と
も
に
つ
ね
に
真
実
を
探
求
し
て
い
た
」
と
、
彼
は
言
う
。
真
実
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
を

と
っ
て
現
れ
る
の
だ
か
ら
、
彼
は
そ
れ
ら
の
背
後
に
存
す
る
真
実
を
探
し
求
め
て
き
た
、
と
言
う
。
そ
し
て
彼
は
「
そ
れ
ら
の
形
を
愛
し

た
と
い
う
だ
け
で
は
言
い
た
り
な
い
。
そ
れ
ら
を
め
と
っ
た
[
愛
す
る
と
い
う
語
に
か
け
て
〈
め
と
つ
た
〉
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
転
義
で
〈
熱
心
に
賛
同
し
た
〉
と
い
う
意
味
]
°
全
人
格
的
に
、
そ
の
い
ち
い
ち
の
内
面
に
入
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
ら
の
形
が
わ
た
し

を
引
き
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
ま
た
わ
た
し
が
自
分
の
探
求
を
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
わ
た
し
の
せ
い
な

ど
で
は
な
い
」
と
、
彼
は
続
け
る
。
そ
れ
が
〈
ド
ン
・
フ
ァ
ン
主
義
〉
だ
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
語
に
も
っ
と
も
真
摯
な
意
味
を
付
与
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
彼
は
考
え
る
。
彼
に
と
っ
て
の
〈
ド
ン
・
フ
ァ
ン
主
義
〉
は
、
う
わ
つ
い
て
い
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
〈
わ
ず

か
で
も
、

い
っ
そ
う
多
く
の
真
実
を
求
め
て
、
絶
え
間
な
く
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
性
情
が
要
求
す
る
ま
ま
に
〉

「
最
後
の
扉
の
敷
居
で
」
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、

て
立

つ
決
心
だ
っ
た
。

ロ
ラ
ン
は
あ
く
ま
で
筋
道
を
立
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な
い
思
想
と
で
も
結
婚
す
る
。
そ
し
て
結
婚
す
る
か
ら
に
は
、
自
己
を
ま
る
ご
と
施
与
す
る
。

と
の
あ
い
つ
ぐ
婚
姻
と
は
、

そ
の
と
き
ど
き
に
誠
実
な
気
持
ち
で
経
験
を
重
ね
、
あ
る
経
験
か
ら
別
の
経
験
へ
と
移
り
な
が
ら
い
っ
そ
う

真
実
の
解
決
へ
接
近
し
て
い
っ
た
道
程
を
表
し
て
い
る
。

「
な
ん
ら
か
の
信
念
な
り
思
想
な
り
を
正
し
く
判
断
す
る
に
は
、
た
だ
理
性
の
批
判
的
な
光
を
投
げ
か
け
て
検
討
す
る
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
る
。
つ
ね
づ
ね
信
じ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
そ
の
思
想
を
把
握
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
わ
が
も
の
と
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
全
存
在

を
も
っ
て
抱
き
し
め
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
ー
~
そ
の
内
密
な
結
合
の
結
果
、
こ
の
思
想
を
も
っ
て
し
て
は
、
わ
た
し
が
そ
こ
か
ら
期
待

し
て
い
た
全
面
的
真
実
を
完
全
に
は
充
足
し
き
れ
な
い
、
と
わ
か
っ
た
と
き
、
わ
た
し
は
そ
れ
と
縁
を
切
る
。
ー
た
だ
し
、
そ
の
思
想

と
別
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
た
い
し
て
感
謝
に
満
ち
た
思
い
出
と
敬
意
と
を
保
ち
つ
づ
け
ず
に
は
い
な
い
」
。
そ
れ

に
、
別
れ
き
り
で
な
く
、
時
を
経
て
再
会
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
そ
の
と
き
に
は
双
方
と
も
成
熟
し
て
い
る
、
と
ロ
ラ
ン
は
言
う
。

ゲ
ー
テ
の
標
語
「
死
し
て
成
れ
」
を
引
用
し
て
、
「
わ
た
し
は
い
つ
も
生
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
彼
は
付
け
加
え
る
。

海
上
で
は
ド
イ
ツ
の
潜
水
艦
が
英
仏
の
船
舶
を
ど
し
ど
し
沈
め
、
ま
た
十
一
月
末
に
は
ソ
連
に
よ
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
攻
撃
が
始
ま
っ
た
。

だ
が
、
カ
レ
ー
海
峡
で
は
依
然
と
し
て
英
国
海
軍
が
制
海
権
を
握
り
、
独
仏
国
境
に
は
軍
事
的
な
動
き
は
皆
無
だ
っ
た
。
九
月
に
い
っ
た

ん
疎
開
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
機
関
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
。
ハ
リ
に
戻
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
九
三
九
年
は
「
お
か
し
な
戦
争
」
と
と

も
に
年
の
瀬
を
越
し
た
。

資
料
十
四
は
一
九
四

0
年
一
月
付
の
ロ
ラ
ン
の
日
記
の
抜
粋
だ
が
、
彼
は
そ
の
な
か
で
ロ
ラ
ン
夫
人
が
|
—
か
つ
て
夫
を
共
産
主
義
へ

と
導
い
た
人
だ
が

l

キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
書
物
に
熱
中
し
て
い
る
様
子
を
記
し
て
い
る
。
彼
女
は
ロ
ラ
ン
の
曾
祖
父
の
も
っ
て
い
た

「
聖
書
」
を
自
分
の
枕
元
に
置
き
、
床
に
つ
い
て
い
る
夫
に
向
か
っ
て
聖
。
ハ
ウ
ロ
の
書
簡
を
読
み
聞
か
せ
さ
え
し
た
。
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
氏

の
注
に
よ
る
と
、
高
等
中
学
校
で
ロ
ラ
ン
の
同
級
生
だ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
の
日
記
に
ロ
ラ
ン
夫
人
と
の
文
通
の
こ
と
が
記
さ
れ

つ
ま
り
、
彼
の
魂
が
重
ね
た
数
々
の
信
念

-36-



し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
入
信
」
と
あ
る
。

一
九

て
い
る
。
「

一
九
三
九
年
十
二
月
十
四
日
。
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
の

R
R
の
妻
と
宗
教
上
の
文
通
を
ど
っ
さ
り
。
彼
女
は
回
心
し
た
が
っ
て
い
る
」
。

ま
た
一
九
四

0
年
二
月
十
日
土
曜
日
の
日
記
に
は
、
「

R
R
の
妻
マ
リ
ー
・
キ
ュ
ヴ
ィ
リ
エ
、

書
面
に
よ
り
[
ギ
リ
シ
ア
正
教
を
]
菓
教

三
月
下
旬
、

ず
る
こ
と
は
し
な
い
と
哲
約
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
ポ
ー
ル
・
レ
ー
ノ
ー
内
閣
が
成
立
し
、
つ
い
で
英
仏
両
国
は
双
方
と
も
単
独
で
講
和
あ
る
い
は
休
戦
に
応

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
情
勢
が
切
迫
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
は
ま
だ
静
穏
だ
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
、

四

0
年
四
月
十
四
日
か
ら
十
八
日
に
か
け
て
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
は
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
家
で
過
ご
し
た
。

妻

マ
リ
ー
が
ク
ロ
ー
デ
ル
を
誘
っ
て
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
来
て
も
ら
い
、
旧
友
再
会
の
機
会
を
こ
し
ら
え
た
の
だ
。

ロ
ラ
ン
の

資
料
十
五
は
そ
の
と
き
の
ロ
ラ
ン
の
日
記
の
抜
粋
だ
。
彼
は
こ
う
書
き
記
し
て
い
る
。

「
彼
の
短
期
滞
在
の
終
わ
り
が
来
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
ク
ロ
ー
デ
ル
と
わ
た
し
と
は
、
彼
の
心
に
か
か
っ
て
い
る
あ
の
題
目

の
こ
と
で
、
二
人
き
り
で
打
ち
解
け
た
話
し
合
い
を
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
わ
た
し
は
、
こ
れ
で
は
彼
は
い
く
ぶ
ん
淋

し
い
気
持
ち
で
帰
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
と
痛
感
し
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
は
こ
の
件
で
腹
蔵
な
く
話
し
合
え
る
も
の
と
期
待

し
て
い
た
か
ら
だ
。

そ
の
前
夜
、
彼
が
床
に
つ
く
た
め
に
二
階
の
自
室
へ
登
っ
て
い
っ
た
あ
と
（
午
後
九
時
に
な
る
と
す
ぐ
）
、
わ
た
し
は
あ
と
す
こ
し
で

彼
の
部
屋
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
い
く
ぶ
ん
気
分
が
悪
か
っ
た
の
に
起
き
上
が
り
さ
え
し
、
そ
し
て
彼
の
部

屋
の
敷
居
際
ま
で
い
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
室
内
は
も
う
す
っ
か
り
明
か
り
が
消
え
て
い
た
（
九
時
半
だ
と
い
う
の
に
）
。

し
は
、
彼
を
起
こ
し
た
く
な
か
っ
た
」
。

だ
か
ら
わ
た

四
月
十
八
日
木
曜
日
、
家
へ
婦
る
と
い
う
日
に
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
七
時
半
に
マ
ー
シ
ャ
と
い
っ
し
ょ
に
サ
ン
11

ペ
ー
ル
教
会
ヘ
ミ
サ
に
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唱
え
た
り
も
し
た
。

ラ
ン
ス
語
で
祈
り
を
唱
え
た
。
そ
れ
か
ら
わ
た
し
が
、

「
で
は
、
唱
え
ま
し
ょ
う
…
…
」

い」。
あ
ず
か
り
に
出
か
け
た
。
雨
が
降
っ
て
い
た
。
教
会
は
た
い
そ
う
貧
し
げ
で
、
が
ら
空
き
で
、
昔
風
の
、
陰
気
な
黒
い
服
を
着
た
老
農
婦

か
五
、
六
人
い
た
だ
け
だ
。
彼
は
そ
の
無
表
情
な
農
婦
た
ち
と
と
も
に
聖
体
拝
領
し
、
賛
美
歌
を
歌
っ
た
。

」の

家
に
連
れ
帰

っ
た
が
、
彼
は
そ
の
あ
と
、
ま
た
坂
を
上
っ
て
大
聖
堂
へ
祈
り
を
捧
げ
に
い
っ
た
。
戻
っ
て
く
る
と
も
う
十
時
十
五
分
前
で
、

し
か
も
十
時
半
に
は
彼
は
ど
う
し
て
も
家
を
出
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ロ
ラ
ン
は
十
五
分
問
話
し
合
い
た
い
と
言
っ
て
、
彼
に
寝
台
の
わ
き
の
肘
掛
け
椅
子
に
坐
っ
て
も
ら
っ
た
。
音
楽
で
も
て
な
す
つ
も
り

だ
っ
た
の
に
で
き
な
か
っ
た
し
、
宗
教
問
題
に
つ
い
て
二
人
で
考
え
を
述
べ
あ
う
機
会
が
な
く
て
残
念
だ
、
と
ロ
ラ
ン
は
言
っ
た
。
ク
ロ
ー

デ
ル
は
い
く
ら
か
淋
し
げ
だ
っ
た
が
、
運
が
悪
か
っ
た
と
思
っ
て
諦
め
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
「
彼
は
た
ぶ
ん
、
わ
た
し
た
ち
を
導
い
て

い
る
な
ん
ら
か
の
意
志
を
そ
こ
に
見
て
と
っ
て
い
た
。
ー
（
し
か
し
お
そ
ら
く
は
、
わ
た
し
の
ほ
う
で
心
を
打
ち
明
け
ま
い
と
、
わ
ざ

と
抵
抗
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
も
い
た
）
…
…
」
と
、
ロ
ラ
ン
は
日
記
に
付
け
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
日
記
は
こ
う
語
る
。

「
だ
し
ぬ
け
に
、
わ
た
し
は
寝
床
の
う
え
で
身
を
起
こ
し
、
両
手
を
彼
に
差
し
だ
し
、
そ
し
て
目
に
笑
い
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
は
っ
き

り
し
た
口
調
で
言
っ
た
。

「
さ
あ
、
ー
手
を
取
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
…
…
ほ
ら
…
…
（
彼
は
手
を
取
り
、
呆
気
に
と
ら
れ
た
よ
う
に
わ
た
し
を
見
つ
め
、

先
ど
う
な
る
の
か
と
待
ち
う
け
た
）
…
…
も
し
よ
か
っ
た
ら
、
い
っ
し
ょ
に
「
パ
ー
テ
ル
・
ノ
ス
テ
ル
」
[
主
の
祈
り
]

を
唱
え
て
も
い

彼
は
わ
た
し
の
寝
台
の
下
の
小
さ
い
敷
物
に
ず
っ
し
り
と
脆
い
た
。
わ
た
し
た
ち
は
ず
っ
と
手
を
握
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
彼
が
先
に
フ

一
句
一
句
、
彼
の
あ
と
に
つ
い
て
繰
り
返
し
た
箇
所
も
あ
り
、
ま
た
い
っ
し
ょ
に

マ
ー
シ
ャ
は
自
動
車
で
彼
を
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彼
は
立
ち
上
が
っ
た
。
彼
の
手
は
あ
い
か
わ
ら
ず
わ
た
し
の
手
を
き
つ
く
包
み
込
ん
だ
ま
ま
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
老
い
た
大
人
物
は

「
い
い
で
す
か
、
わ
た
し
と
し
て
は
、
こ
れ
は
信
仰
の
祈
り
で
は
な
く
て
、
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
と
結
び
合
っ
て
い
る
た
め
の

祈
り
な
の
で
す
。
わ
た
し
に
先
立
っ
て
い
た
人
た
ち
と
、
わ
た
し
の
親
し
い
親
族
と
、
わ
た
し
の
い
ち
ば
ん
た
い
せ
つ
な
友
だ
ち
、

り
わ
た
し
の
母
と
ね
…
・
:
」
。
」

ク
ロ
ー
デ
ル
が
言
う
に
は
、
彼
は
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
に
来
る
途
中
で
ク
ラ
ム
シ
ー
（
ロ
ラ
ン
の
生
家
が
残
っ
て
い
る
）
の
墓
地
の
そ
ば
を
通
っ

ロ
ラ
ン
に
代
わ
っ
て
そ
の
母
親
の
墓
参
り
を
し
よ
う
か
と
思
っ
た
の
だ
が
、
か
え
っ
て
失
礼
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て

差
し
控
え
た
の
だ
そ
う
だ
。

ロ
ラ
ン
は
彼
に
、
生
涯
ず
っ
と
、
主
の
祈
り
を
毎
晩
唱
え
て
き
た
の
だ
、
と
言
っ
た
。

日
記
は
「
す
る
と
、

ク
ロ
ー
デ
ル
は
言
っ
た
」
と
続
い
て
い
る
。

「
「
わ
た
し
の
理
解
が
正
し
い
な
ら
、
あ
な
た
は
心
情
に
お
い
て
は
わ
た
し
た
ち
と
い
っ
し
ょ
な
の
で
す
…
…
』

彼
は
わ
た
し
の
こ
と
ば
を
繰
り
返
し
て
か
ら
、
こ
う
言
っ
た
。

「
で
も
ね
」
と
、
わ
た
し
は
言

っ
た
。
『
わ
た
し
の
理
性
は
信
じ
な
い
の
で
す
』
。

彼
は
い
ま
に
も
理
性
な
ど
だ
め
だ
と
言
い
そ
う
に
見
え
た
。
わ
た
し
は
制
止
し
て
言

っ
た
。

「心
情
は
ね
、
た
い
し
た
も
の
で
す
よ
…
…
』
。

わ
た
し
は
付
け
加
え
た
。

『
本
能
で
す
よ
、
血
で
す
よ
』
。

た
の
で
、

わ
た
し
の
老
い
て
干
か
ら
び
た
手
に
接
吻
し
た
。

＊
 

つ
ま
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「
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
理
性
に
執
約
し
て
い
ま
し
て
ね
。
鯉
性
と
は
人
間
に
お
け
る
神
的
な
要
索
の
ひ
と
つ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か

ク
ロ

ー
デ
ル
は
理
性
が
人
間
に
お
け
る
神
的
な
嬰
索
だ
と
い
う
観
点
に
は
賛
成
し
、
「
ソ
ロ
モ
ン
の
蔵
言
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

そ
れ
が
（
正
し
く
指
＃
さ
れ
た
刑
性
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
壮
脱
な
賛
辞
〉
だ
と
言

っ
た
。
彼
は
い
か
に
も
始
し
そ
う
に
、
「
要
す
る
に
、

あ
な
た
が

IEし
い
逍
を
進
ん
で

い
る
の
が
わ
か
り
ま
す
よ
。
わ
た
し
た
ち
の
辿
い
と
い

っ
た
ら
、

程
度
の
差
だ
け
で
す
」
と
言

っ
た
。

「
不
双
容
も
無
理
解
も
い
っ
さ
い
な
し
。
ほ
か
の
時
、
ほ
か
の
人
が
相
手
だ
と
、
彼
は
じ
つ
に
要
求
が
厳
し
い
の
だ
が
…
…
。
彼
は
な

に
ひ
と
つ
反
対
せ
ず
に
、
わ
た
し
の
保
持
す
る
立
出
を
容
認
す
る
：・…

O

彼
は
わ
た
し
に
向
か
っ

て
身
を
か
が
め
、
わ
た
し
は
彼
の
両
頬
に
接
吻
す
る
。
彼
は
わ
た
し
に
言
う。

「
い

つ
な
ん
ど
き
で

も
、
ど
ち
ら
に
お
ら
れ
て
も
ー
ー
た
と
え
ス
イ
ス
に
お
ら
れ
て
も
|
—
手
助
け
し
て

差
し
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

彼
は
妍
し
げ
に
満
面
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
、
わ
た
し
を
じ
っ
と
見
た
。
彼
は
も
う

一
度
、
わ
た
し
の
手
に
接
吻
し
た
。

そ
れ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
マ
リ
ー
（
わ
た
し
の
女）

の
話
を
し
た
。

さ
合
わ
せ
た
の
だ
」
。

マ
リ
ー
は
大
胆
に
も
、
彼
を
迎
え
に
い
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
を
引

デ
ュ
シ
ャ

ト
レ
氏
は
こ
の
本
の
注
の
な
か
で
ク
ロ
ー

デ
ル
の
円
品
の
記
述
を
掲
げ
て
い
る
。

た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
い
た
し
ま
す
よ
」。

「
抱
催
を
交
わ
し
ま
せ
ん
か
」
。

彼
は
わ
た
し
に
言
う
。

J

の
11
記
の
残
り
の
数
行
を
そ
の
ま
ま
訳
し
て
お
こ
う
。

ら
、
そ
れ
だ
け
に
執
行
し
て
い
る
の
で
す
」
」
。
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謹
ん
で
訂

「
R
R
と
感
動
的
な
会
話
。
彼
が
話
し
て
く
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
彼
は
要
す
る
に
信
仰
を
失
っ
た
こ
と
な
ど
な
い
の
だ
。
彼
は
毎

日
「
パ
ー
テ
ル
」
を
唱
え
て
い
る
そ
う
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
い
っ
し
ょ
に
唱
え
る
。
彼
に
手
紙
を
書
か
な
く
て
は
。
す
っ
か
り
感

動
し
て
抱
擁
を
交
わ
す
」
。

そ
れ
か
ら
一
カ
月
と
経
た
な
い
五
月
十
四
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ
軍
四
十
個
師
団
ー
う
ち
七
個
師
団
は
《
。
ハ
ン
ツ
ァ
ー
・

デ
ィ
ヴ
ィ
ジ
オ
ー
ン
〉
[
機
甲
師
団

]
1が
ヽ
仏
軍
の
虚
を
衝
い
て
ア
ル
デ
ン
ヌ
の
森
林
地
帯
を
急
襲
し
た
o

た
大
山
塊
で
、

そ
こ
は
樹
木
の
密
生
し

フ
ラ
ン
ス
軍
が
堅
塁
を
誇
っ
て
い
た
マ
ジ
ノ
線
の
う
ち
、
ま
さ
か
と
思
っ
て
も
っ
と
も
手
薄
に
な
っ
て
い
た
地
域
だ
。

苦

難
の
季
節
の
開
幕
だ
っ
た
。

（
成
践
大
学
名
誉
教
授
•
仏
文
学
）
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残
り
の
九
十
分
は
、
司
会
者
の
進
行
の
も
と
に
発
表
内
容
に
関
す

は
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
。
発
表
は
通
常
三
十
分
ほ
ど
で
終
わ
り
、

に
出
て
く
る
音
楽
の

C
D
を
聴
か
せ
る
事
も
あ
り
、
発
表
の
内
容

つ
い
て
感
想
や
調
査
し
た
内
容
を
報
告
す
る
。
時
に
は
、
小
説
中

毎
回
、
前
月
に
選
ば
れ
た
発
表
者
が
、
担
当
す
る
作
品
の
部
分
に

土
曜
日
の
午
後
二
時
ー
四
時
に
、
当
研
究
所
で
開
催
し
て
い
る
。

会
は
年
七
回
、

一
月
、
四
月

S
六
月
、
九
月

S
十
一
月
の
第
四

し
て
、

そ
の
活
動
内
容
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

年
終
了
し
た
「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
の
読
書
会
の
内
容
を
も
と
に

内
容
は
「
ユ
ニ
テ
」
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
こ
の
稿
で
は
、
昨

杏
会
と
、
こ
の
機
関
誌
「
ユ
ニ
テ
」
の
発
行
で
あ
る
。
講
演
会
の

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
主
な
活
動
は
、
講
演
会
お
よ
び
読

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』

読
書
会
を
終
え
て の

清
原

章
夫

第
一
回
は
、
宮
本
正
清
先
生
が
書
か
れ
た
「
あ
と
が
き
・
訳
筆

ら
平
成
十
四
年
の
二
月
ま
で
の
三
年
間
、
回
数
に
し
て
計
二
十
二

回
で
や
っ
と
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
間
の
参
加
者
は

の
ベ
ニ
百
五
十
人
、
各
回
の
平
均
は
十
一
人
で
あ
っ
た
。
年
齢
は

三
十
代
か
ら
九
十
代
と
幅
広
く
、
作
品
の
内
容
も
あ
っ
て
か
、
三

分
の
二
が
女
性
だ
っ
た
。
職
業
も
、
学
生
、
会
社
員
、
主
婦
等
と

様
々
な
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

発
表
者
は
毎
回
熱
心
な
方
々
で
、
ワ
ー
プ
ロ
ま
た
は
手
書
き
の

レ
ジ
ュ
メ
を
準
備
し
て
こ
ら
れ
、

コ
ピ
ー
を
参
加
者
全
員
に
配
り

発
表
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
発
表
お
よ
び
討
論
の
内
容
は
、

賛
助
会
員
の
有
馬
通
志
子
さ
ん
が
美
し
い
文
字
で
要
約
し
て
記
録

し
て
く
だ
さ
り
、
八
十
ペ
ー
ジ
の
ノ
ー
ト
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

二
十
二
回
の
、
ほ
と
ん
ど
に
出
席
し
て
、
記
録
を
し
て
く
だ
さ
っ

た
有
馬
さ
ん
に
参
加
者
一
同
感
謝
し
て
い
る
。
こ
の
膨
大
な
記
録

の
中
か
ら
私
が
特
に
印
象
に
残
っ
た
も
の
を
紹
介
し
た
い
。

庫
で
約
二
千
四
百
ペ
ー
ジ
も
あ
っ
た
た
め
、
平
成
十
年
の
四
月
か

さ
て
、
今
回
取
り
上
げ
た
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
は
、
岩
波
文

定
刻
を
三
十
分
オ
ー
バ
ー
す
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
い
。

る
自
由
討
議
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
毎
回
活
発
な
討
論
に
な
り
、
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な
助
け
と
な
っ
た
。

を
措
い
て
」
を
宮
本
ヱ
イ
子
さ
ん
に
朗
読
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ

こ
に
は
、
作
品
を
生
み
出
す
の
と
同
じ
程
の
苦
労
が
述
べ
て
あ
っ

る
こ
と
が
で
き
、

た
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
め
な
い
我
々
に
、
「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」

を
日
本
語
で
読
め
る
喜
び
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
宮
本
先
生
に
、

参
加
者
一
同
心
か
ら
感
謝
し
た
。

三
年
も
続
け
る
と
マ
ン
ネ
リ
に
な
る
の
で
、
変
化
を
付
け
る
た

め
に
、
外
部
講
師
を
招
い
た
会
を
二
回
お
こ
な
っ
た
。
最
初
は
第

三
回
で
、
み
す
ず
書
房
創
設
者
で
当
研
究
所
理
事
の
小
尾
俊
人
氏

に
「
序
文
」
に
つ
い
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
通
常
の
会
で

は
、
小
説
の
内
容
に
し
か
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
講
演
で
は
、

序
文
を
書
い
た
頃
の
ロ
ラ
ン
の
行
動
や
、
内
面
に
つ
い
て
理
解
す

そ
の
後
小
説
を
読
み
進
め
て
い
く
う
え
で
大
き

第
十
七
回
で
は
、
戦
争
の
不
条
理
を
突
い
た
戦
後
の
ペ
ス
ト
セ

ラ
ー
「
非
情
の
庭
」
の
作
者
、
樋
口
茂
子
先
生
に
、
「
「
魅
せ
ら
れ

た
る
魂
」
と
世
界
大
戦
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演
を
し
て
い
た
だ

い
た
。
樋
口
先
生
が
体
験
さ
れ
た
戦
争
と
ア
ン
ネ
ッ
ト
が
体
験
し

た
戦
争
を
比
較
し
て
述
べ
ら
れ
、
参
加
者
一
同
戦
争
に
つ
い
て
深

く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
ま
た
、
講
演
後
の
討
論
で
は

I
T
革
命
が

い
で
あ
っ
た
。

叫
ば
れ
て
い
る
現
代
に
お
け
る
教
育
の
問
題
点
や
、
読
書
の
大
切

忘
れ
ら
れ
な
い
の
が
第
二
十
一
回
で
、
当
研
究
所
常
務
理
事
の

佐
々
木
斐
夫
先
生
が
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
の
テ
キ
ス
ト
に
作
曲

さ
れ
た
歌
曲
「
ア
ン
ネ
ッ
ト
の
悲
歌
」
の
演
奏
会
で
あ
っ
た
。
演

奏
は
読
書
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
、
下
郡
由
さ
ん
の
ソ
プ
ラ
ノ
、

能
田
由
紀
子
さ
ん
の
ビ
ア
ノ
伴
奏
、
北
条
文
子
さ
ん
の
朗
読
で
お

こ
な
わ
れ
た
。
ア
ン
ネ
ッ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
通
り
の
曲
と
演
奏
に
参

加
者
一
同
感
動
し
た
。
記
念
に

C
D
を
作
製
し
た
。

討
論
が
一
番
盛
り
上
が
っ
た
の
は
、
最
終
回
の
第
二
十
二
回
で

あ
っ
た
。
こ
の
長
大
な
作
品
を
読
み
終
え
て
、
生
き
る
勇
気
を
与

え
ら
れ
た
、
得
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
本
当
に
読
ん
で
よ
か
っ
た

と
い
う
意
見
が
出
た
。
そ
し
て
、
今
後
も
読
み
続
け
る
と
同
時
に
、

ま
だ
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
読
ん
だ
こ
と
の
無
い
若
い
人
々
に

も
、
ぜ
ひ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
が
、
参
加
者
全
員
の
願

さ
て
、
現
在
読
書
会
で
は
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
を
読
ん

で
い
る
。
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
な
の
で
、
ぜ
ひ
初
め
て
の
方
の

ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
る
。
読
書
会
の
日
程
お
よ
び
内
容
は
当

さ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
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ま
し
た
。

参
加
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
学
ぶ
楽
し
み
を
知
る
こ
と
が
で
き

の
読
書
会
に
出
た
り
、
国
文
学
者
の
高
木
市
之
助
先
生
の
会
に
も

き
た
い
。

(
h
t
t
p
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b
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n
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p
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（評
議
員
）

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
夫
の
転
勤
で
東
京
、
名
古
屋
で
数
年
過

ご
し
て
京
都
に
帰
っ
た
の
は
一
九
六
七
年
の
春
で
し
た
。
名
古
屋

時
代
の
社
宅
は
千
種
区
徳
川
山
町
に
あ
り
、
近
く
に
は
名
古
屋
大

学
教
授
の
方
々
が
お
住
ま
い
で
し
た
。
湯
川
博
士
と
同
じ
物
理
の

坂
田
昌
一

教
授
の
奥
様
は
、
本
好
き
の
私
と
は
毎
月
鶴
舞
図
書
館

短
歌
会
館
の
広
い
和
室
で
高
木
先
生
は
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
小
瓶
を

横
に
置
か
れ
、
文
学
、
映
画
、
演
劇
と
談
論
風
発
、
楽
し
い
ひ
と

宮
本
正
清
先
生
の
思
い
出

小

田

秀

子

研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
あ
る
の
で
、
ご
覧
い
た
だ

ま
た
い
ら
し
て
下
さ
い
。
」
と
優
し
く
仰
言
る
の
で
し
た
。

拶
を
す
る
と
、
先
生
は
玄
関
ま
で
見
送
り
に
い
ら
し
て
「
来
月
も

と
き
で
し
た
。

京
都
に
帰
っ
て
か
ら
も
数
年
が
た
っ
て
何
か
学
び
た
く
思
っ
て

ミ
ナ
ー
を
一
般
に
開
放
』
と
い
う
新
聞
記
事
を
見
た
の
で
す
。

ら
、
宮
本
先
生
は
優
し
く
丁
寧
に
道
筋
を
お
教
え
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
頃
京
都
を
走
っ
て
い
た
市
電
に
揺
ら
れ
閑
静
な
銀
閣
寺
近
く

の
お
宅
を
訪
れ
ま
し
た
。
ご
門
を
潜
る
と
優
し
い
植
込
み
に
迎
え

な
り
、

セ
ミ
ナ
ー
の
終
る
頃
に
は
大
皿
に
盛
ら
れ
た
ク
ッ
キ
ー
と
、

紅
茶
が
配
ら
れ
ま
し
た
。
心
満
た
さ
れ
、
お
礼
と
お
別
れ
の
ご
挨

い
つ
か
雑
談
の
折
、
「
戦
前
の
日
本
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
あ
っ

リ
ポ
ー
タ
ー
の
お
話
の
あ
と
先
生
が
補
足
さ
れ
、
皆
の
討
議
と

の
両
側
に
波
多
野
先
生
と
大
橋
様
が
坐
っ
て
ら
れ
ま
し
た
。

立
派
な
お
座
敷
二
間
を
通
し
た
床
の
間
を
背
に
宮
本
先
生
が
、

そ

ら
れ
、
お
玄
関
か
ら
は
ヱ
イ
子
夫
人
が
ご
案
内
下
さ
い
ま
し
た
。

セ
ミ
ナ
ー
に
出
席
の
お
許
し
を
得
る
た
め
お
電
話
を
し
ま
し
た

に
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
贈
っ
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

ラ
ン
は
西
洋
で
最
も
好
き
な
作
家
で
、
長
女
の
高
校
卒
業
の
お
祝 ロ

い
ま
し
た
。
『
宮
本
正
清
教
授
が
ご
自
宅
で
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
セ
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一
九
四
五
年
六
月
十
五
日
突
然
正
清

先
生
を
連
行
、
拘
禁
、
八
月
十
六
日
、
敗
戦
の
日
ま
で
先
生
の
自

由
を
奪
い
ま
し
た
。
お
優
し
く
て
、
ロ
ラ
ン
文
学
に
生
涯
を
捧
げ

て
ら
れ
た
先
生
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
非
道
な
苦
痛
を
受
け
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

先
生
の
詩
集
『
焼
き
殺
さ
れ
た
い
と
し
子
ら
へ
』
に
は
そ
の
時

の
先
生
の
お
苦
し
み
が
詠
ま
れ
て
い
て
読
み
続
け
る
事
が
辛
く
な

そ
の
う
る
さ
き
特
高
は
、

は
大
変
い
い
質
問
で
す
。
」
と
言
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

日
本
は
江
戸
時
代
の
長
い
鎖
国
や
、
武
士
道
精
神
は
歪
ん
だ
形

で
軍
国
主
義
と
な
り
、
知
性
や
良
識
を
押
し
切
り
無
謀
な
戦
争
に

突
入
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
敗
戦
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
本
の
驚
異

的
な
発
展
の
陰
に
、
ど
れ
程
多
く
の
有
為
な
若
者
た
ち
が
貴
重
な

生
命
を
失
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

若
き
日
私
は
京
都
大
学
文
学
部
木
村
素
衛
教
授
に
私
淑
し
て
い

ま
し
た
。
あ
る
日
、
大
学
の
先
生
の
研
究
室
に
お
伺
い
し
て
い
る

時
、
突
然
見
知
ら
ぬ
男
が
入
っ
て
来
て
先
生
と
お
話
を
し
て
出
て

行
き
ま
し
た
。
「
今
の
は
特
高
で
少
々
う
る
さ
い
ん
だ
よ
。
」
と
素

衛
先
生
が
仰
言
い
ま
し
た
。

た
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
つ
ま
ら
ぬ
事
を
尋
ね
ま
し
た
ら
「
そ
れ

去
年
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
三
十
周
年
記
念
で
、
神

り
、
先
生
か
ら
直
接
頂
い
た
詩
集
『
生
命
の
歌
』
を
拝
読
し
た
の

で
す
。
先
生
の
二
十
代
頃
の
詩
で
す
ば
ら
し
く
、
形
容
し
易
い
感

動
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
宮
本
先
生
は
元
来
優
れ
た
詩
人

で
い
ら
し
た
の
で
す
ね
。
先
生
が
偉
大
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
、

訳
が
成
さ
れ
た
の
で
す
ね
。

先
生
が
逝
か
れ
て
早
く
も
二
十
年
近
い
オ
月
が
流
れ
去
り
ま
し

た
。
ロ
ラ
ン
研
究
所
は
理
事
長
、
尾
埜
善
司
様
、
ヱ
イ
子
夫
人
の

ご
熱
意
、
ご
献
身
に
よ
っ
て
よ
り
充
実
発
展
の
形
で
継
続
さ
れ
て

〈
日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
〉
創
立

50周
年
記
念
で
は

園
田
高
弘
先
生
の
ピ
ア
ノ
で
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
聴
き
、
例
会
で
は
、

岡
田
暁
生
先
生
の
音
楽
談
義
は
強
い
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
最
高

の
知
性
の
諸
先
生
の
お
話
を
親
し
く
聴
講
し
、
日
仏
学
館
の
ガ
ー

デ
ン
・
。
ハ
ー
テ
ィ
ー
に
は
世
界
的
音
楽
家
も
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
最
高
の
女
性
と
し
て
尊
敬
し
て
い
た
故
千
登
三
子
夫
人
も

会
員
で
い
ら
し
て
。
ハ
ー
テ
ィ
の
折
に
親
し
く
お
話
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

い
ま
す
。

詩
人
で
い
ら
し
た
故
に
、

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
膨
大
な
作
品
の
名
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國
l [ 

ロマン・ロラン生誕100年記念

マリー・ロマン・ロラン夫人来日

一夫人と宮本正清ほか (1967年）一—

谷
郁
代
先
生
の
ピ
ア
ノ
で

ベ
ー
ト
ー
ペ
ン
の
「
熱
情
」
、

展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す。

拙
き
ペ
ン
に
て
ど
う
か
お
許
し
下
さ
い
ま
せ
。

そ
の
他

を
聴
き
、
ラ

・
ミ
ュ
ー
ズ
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
す
て
き
な
デ
ィ
ナ
ー

パ
ー
テ
ィ
を
楽
し
み
ま
し
た。

常
に
精
神
の
こ
よ
な
く
高
い
所
で

心
の
笞
沢
を
享
受
さ
せ

て
頂
い
て
い
ま
す
ロ
ラ
ン
研
究
所
に
心
か

ら
深
く
感
謝
致
し
て
居
り
ま
す。

正
消
先
生
の
ご
辿
徳
を
深
く
追
慕
し
、
研
究
所
の
益
々
の
ご
発

（
賛
助
会
員
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

も
の
の
ピ
ア
ノ
で
あ
り
ま
し
た
。

（
放
送
作
家
）

美
し
く
、
強
く
、
そ
し
て
哀
し
み
と
憂
い
に
満
ち
た
物
語
そ
の

ま
さ
に
、
湧
き
出
づ
る
”
情
熱
“
の
調
べ
に
圧
倒
さ
れ
る
ば
か

京
都
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
の
神
谷
先
生
の
ご
演
奏
を
拝
聴
い

神
谷
郁
代

弾

v“
安

東

民

兒

を
聴
い
て

舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
舎
R
R
舎
舎
舎
舎
舎
舎
⑮
舎

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立

30
周
年
記
念

コ
ン
サ
ー
ト

た
し
ま
し
た
。

り
で
あ
り
ま
し
た
。

”
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を

あ
れ
こ
れ
楽
章
の
解
説
な
ど
、
な
に
ほ
ど
の
意
味
も
な
さ
な
い

と
思
わ
れ
る
く
ら
い
に
、
先
生
の
ピ
ア
ノ
は
、
遠
に
崇
高
な
ご
演

奏
で
あ
り
ま
し
た
。
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享月 Eヨ 蚕 閾

2001年（平成13年）3月228 木躍日 10版 底ヤ4磁=i~ 30 

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
(
-
八
六
六
ー
一
九

四
四
）
の
読
書
会
な
ど
を
開
い

て
い
る
「
財
団
法
人
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
研
究
所
」
（
左
京
区
銀

閣
寺
前
町
）
が
今
月
末
、
設
立

三
十
年
を
迎
え
る
。
読
書
離
れ

が
進
み
、
と
く
に
若
者
の
参
加

が
減
っ
て
い
る
が
、

記
念
コ
ン

魂はしさきを いサ

; 三f噂衣警闘哀↓
読 年毎‘文＜究ろな
ん 問月 印 学 翻所゜ど
で--,恒 税者訳は で
き魅例をのし‘ 閲
たせの使故‘口 心

が合醤そ慶界竺 虚
今 た会創正しの め
月 るで 立禍 て本 tこ

ロマン・ロラン研究所

30周年を記念し

6月23日京都で

三
十
一
日
で
終
了
。
四
月
か
ら

は
新
し
い
作
品
を
取
り
上
げ

る。
研
究
所
常
務
即
事
の
宮
本
ヱ

イ
子
さ
ん
（
吾
）
は
「
ロ
ラ
ン
の

本
を
読
む
と
、

苦
難
の
中
で
い

か
に
生
き
る
か
が
、

見
え
て
く

る
。
不
透
明
な
今
の
時
代
に
こ

そ、

読
ま
れ
て
ほ
し
い
」
と
話

す。
六
月
二
十
三
日
に
は
、

左
京

区
下
鴨
半
木
町
の
京
都
コ
ン
サ

ー
ト
ホ
ー
ル
（
小
ホ
ー
ル
）

で、

三
十
周
年
を
記
念
し
た
菰

奏
会
を
開
く
。
ロ
ラ
ン
が
愛
好

し
た
音
楽
家
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
を
、
京
都
市

立
芸
術
大
の
神
谷
郁
代
教
授
が

演
奏
す
る
。

問
い
合
わ
せ
は
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
研
究
所

(
0
7
5
.
7
7

1
.
3
2
8
1
)

へ。

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
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ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
研
究
所
と
自
然
破
壊

昨
年
の
「
ユ
ニ
テ
」．

一卜
八
号
で
、
印
刷
最
終
校
正
ぎ
り
ぎ
り

の
ご
報
岩
と
な
り
ま
し
た
か
、
―

10
0
一
年
三
月
二
十
九
日
、
開

発
許
可
が
京
都
巾
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
わ
た

し
た
ち
住
民
は
、

五
月
―i

十
七
日
、
開
発
取
り
消
し
を
求
め
て
審

杏
甜
求
を

〈開
発
審
行
会
〉

へ
提
出
い
た
し
ま
し
た
。

ロ
面
公
間
渚
坪

一
回
、
非
公
開
三
、
現
地
検
分

i

回
の
計
冗
回
。

m口面
で
は
、
市
側
の
弁
咀
書
、
住
民
側
の
反
論
因
と
し
て
七
団
、

激
し
く
行
き
交
い
ま
し
た
。

取
り
梢
し
請
求
を
出
し
て
八
ヶ
月
後
の
今
年
、

二
O
C
)二
年

一

月
I,..,:._
11• 

日
、
帝
在
会
で
裁
決
か
下
さ
れ
、
住
民
に
は
二
十
五
日
、

郵
送
で
桔
果
が
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
棄
却
。
遺
憾
な
ご
字
と
な
り

ま
し
た
。

宵
責
胡
求
を
す
る
他
方
で
、
こ
の
間
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・

環
境
学
研
究
科
、
都
市
計
両
閲
燐
保
＾
土
論
の
伊
従
勉
教
授
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
に
よ
る
京
都
会
詑
で
の
「
京
都

[

l

＿由
と
緑
地
ー
束

山
の
突
姻
半
鐘
山
を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
し
ま

し
た
。
そ
の
第

一
部
で
生
物
学
の
偉
大
な
業
績
を
残
し
て
お
ら
れ

る
岡
田
節
人
先
生
に
も
「
蛙
の
告
げ
る
環
境
変
化
I

地
表
の
社

は
炭
坑
の
カ
ナ
リ
ヤ
か
？
ー
」
と
い
う
左
記
の
よ
う
な
要
旨
の

枯
盟
講
演
も
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

地
球
上
の
閃
拉
変
化
に
蛙
は
敏
感
に
反
応
す
る
か
？
蛙
は
絶

滅
し
た
第
二
の
恐
迅
と
な
る
か
？
蛙
を
と
お
し
て
危
隕
き
わ
ま

る
環
境
変
化
の
贅
告
で
は
あ
り
ま
す
が
、
結
論
と
し
て
は
、

H
の

奇
形
や
梢
滅
は
短
絡
的
に
は
そ
の
因
果
関
係
を
突
き
止
め
ら
れ
な

3
 

宮

本

ヱ
イ
子
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絡
み
合
っ
て
科
学
の
域
を
超
え
、
神
秘
の
領
域
と
な
る
。
奥
深
い

文
化
的
科
学
論
の
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

マ
ス
コ
ミ
に
対
す
る
「
記
者
会
見
」
と
い
う
言
葉
も
日
常
化
す

る
程
定
着
し
「
お
ば
さ
ん
を
し
て
い
る
」
わ
た
し
た
ち
に
は
貴
重

な
経
験
で
し
た
。

テ
レ
ビ
も
新
聞
も
特
集
で
取
り
上
げ
て
く
れ
ま

し
た
。
（
審
査
請
求
に
対
し
て
棄
却
の
裁
決
が
出
た
後
の
京
都
新

聞
・
参
照
ペ
ー
ジ

52)

紅
葉
の
シ
ー
ズ
ン
、

9
/
1
1
の
テ
ロ
後
、
京
都
が
観
光
客
で
溢

れ
て
い
る
と
き
、
銀
閣
寺
道
で
二
時
間
、
「
あ
の
緑
の
森
が
壊
さ

れ
る
ん
で
す
よ
、
救
っ
て
下
さ
い
」
の
署
名
活
動
を
し
て
四

0
0

人
以
上
の
署
名
が
集
ま
り
ま
し
た
。

北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
の
人
々
が
、
銀
閣
寺
、
哲
学
の
道
を
訪

れ
て
い
る
の
で
す
。
京
都
へ
、
な
ぜ
こ
れ
だ
け
の
人
が
来
る
の
か
？

大
都
会
東
京
に
な
い
山
に
囲
ま
れ
た
盆
地
に
、
千
年
以
上
の
都

の
歴
史
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
山
が
な
く
な
っ
た
ら
も
う
終
わ
り

し
か
し
、
山
、
緑
に
つ
い
て
は
、
開
発
審
査
会
に
お
い
て
一
切

で
す
。

と
を
十
分
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
他
方
で
は
、

裁
判

た
ち
住
民
の
苦
し
い
、

万
一
に
賭
け
た
切
実
な
思
い
が
あ
っ
た
こ

承
知
の
上
で
、

あ
え
て
審
査
請
求
に
及
ん
だ
と
こ
ろ
に
、

い
。
複
合
的
で
あ
り
、
遺
伝
的
、
外
的
、
時
間
的
要
因
が
複
雑
に

わ
た
し

〈
枠
を
超
え
て
い
る
〉
と
し
て
い
る
の
で
す
。
昭
和
四
十
一
＿
一
年
に

出
来
た
開
発
誘
導
の
「
都
市
計
画
法
」
の
み
が
判
断
の
基
準
だ
と

い
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

わ
た
し
た
ち
住
民
が
一
線
の
望
み
を
か
け
た
裁
判
に
準
ず
る
と

一
体
ど
ん
な
機
関
な

第
三
者
的
機
能
と
い
う
も
の
の
、
京
都
市
長
の
付
属
機
関
で
す
。

七
名
の
委
員
は
、
法
律
、
経
済
、
都
市
計
画
、
建
築
、
行
政
、
公

衆
衛
生
な
ど
学
識
経
験
者
か
ら
京
都
市
長
が
任
命
し
、
事
務
局
は
、

許
可
を
下
ろ
す
同
じ
開
発
指
導
課
が
窓
口
で
、
隣
に
席
を
構
え
る

市
役
所
職
員
で
す
。
審
査
会
は
開
発
許
可
取
り
消
し
の
審
査
を
す

る
ば
か
り
で
は
な
く
、
許
可
に
当
た
っ
て
も
市
街
化
調
整
区
域
で

は
、
事
前
に
指
導
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
う
な
れ
ば
役
所
が
許
可
を
出
す
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は

審
査
会
も
同
意
し
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

の
で
し
ょ
う
か
？

い
わ
れ
る
〈
開
発
審
査
会
〉
と
い
う
の
は
、

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
か
ら
不
思
議
で
す
。
審
査
会
が
判
定
す
る
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（
二
号
要
件
）
、
②
山
を
全
面
開
発
し
て
八
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

長
に
対
し
て
は
、
「
法
令
上
の
規
制
は
、

J

れ
を
な
い
が
し
ろ

に
応
じ
て
周
辺
住
民
と
利
害
の
調
整
を
図
る
こ
と
を
、
今
後
も

J

れ
は
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
と
は
言
え
、

半
鐘
山
弁
護
団
コ
メ
ン
ト

の
で
あ
る
。

二
0
0二
年
一
月
二
十
五
日

本
日
、
京
都
市
開
発
審
査
会
か
ら
裁
決
書
の
交
付
を
受
け
た
。

裁
決
は
、
ま
ず
、
入
口
論
（
審
査
請
求
人
適
格
）
で
審
査
請

求
人
二
千
六
十
三
名
の
う
ち
、
山
の
開
発
に
よ
り
崖
上
、
崖
下

の
直
近
に
居
住
す
る
住
民
二
十
九
名
に
加
え
、
開
発
工
事
に
よ

る
大
型
車
輌
通
行
に
よ
り
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
住
民

の
う
ち
、
百
二
十
四
名
の
審
査
請
求
人
適
格
を
認
め
て
い
る
。

一
応
評
価
で
き
る
も

し
か
し
な
が
ら
、
裁
決
は
、
そ
の
違
法
性
の
判
断
に
お
い
て
、

そ
の
重
要
な
争
点
で
あ
る
、
①
接
続
先
道
路
が
延
べ
五
千
台
に

達
す
る
工
事
用
車
輌
に
よ
り
、
交
通
上
の
支
障
を
来
す
問
題

で
す
。

り
司
法
へ
は
持
ち
込
め
な
い
仕
組
み
で
、
通
過
点
で
も
あ
る
わ
け

所
へ
提
訴
す
る
場
合
も
、
審
査
会
を
通
過
し
な
け
れ
ば
、

い
き
な

擁
壁
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
る
、
安
全
上
必
要
な
措
置
が
講
ぜ

ら
れ
て
い
な
い
点
（
七
号
要
件
）
‘
③
業
者
の
「
資
力
、
信
用
」

の
欠
如
の
問
題
（
十
二
号
要
件
）
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
形
式

的
な
解
釈
の
下
に
違
法
性
を
認
め
ず
、
か
つ
、
古
都
保
存
法
や

風
致
地
区
条
例
は
関
係
が
無
い
と
の
消
極
的
解
釈
に
終
始
し
て

い
る
。こ

れ
ら
の
点
は
、
形
式
的
に
も
審
査
会
が
、
従
前
と
異
な
り
、

軌
を
一
に
し
て
お
り
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

他
方
で
、
裁
決
は
次
の
通
り
、
「
付
言
」
を
付
し
て
い
る
。

開
発
業
者
に
対
し
て
は
、
「
本
件
土
地
が
世
界
遺
産
た
る
銀
閣

寺
や
東
山
に
連
な
り
、
京
都
ら
し
い
景
観
を
形
成
す
る
こ
と
に

寄
与
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
観
点
か
ら
も
権
原
の
主
張
に

お
い
て
周
辺
と
の
調
和
を
考
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
性
や
土
地
の
形
状

追
求
さ
れ
る
よ
う
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
京
都
市

し
な
い
で
、

真
摯
な
審
理
を
回
避
し
た
と
い
う
不
当
な
対
応
と

公
開
口
頭
審
理
を
一
回
し
か
開
催
せ
ず
、
参
考
人
質
問
も
採
用
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四
る。

以
上
。

わ
し
い
シ
ス
テ
ム
を
今
後
研
究
し
て
い
く
こ
と
」
を
求
め
て
い

い
開
発
の
あ
り
方
に
係
る
シ
ス
テ
ム
を
な
お
も
十
分
に
構
築
で

環
境
の
保
全
等
と
の
関
連
に
お
い
て
、
古
都
京
都
に
ふ
さ
わ
し

い
う
こ
と
が
で
き
る
半
面
、
景
観
の
保
全
•
生
活
環
境
・
自
然

に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
今
回
の
対
応
も
や
む
を
得
な
い
と

き
て
い
な
い
こ
と
が
、
今
回
の
紛
争
の
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
」
を
指
摘
し
、
今
後
の
対
応
と
し
て
、
「
―
つ
に
は
、
本

件
に
つ
い
て
、
関
係
者
は
、
さ
ら
に
開
発
者
と
周
辺
住
民
と
の

利
害
の
調
整
に
可
能
な
限
り
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
今
一
っ
、

京
都
市
長
は
、
開
発
者
と
住
民
と
の
調
整
を
含
む
京
都
に
ふ
さ

「
付
言
」
の
趣
旨
か
ら
も
、
京
都
市
長
及
び
開
発
業
者
は
、

一
旦
、
現
在
の
半
鐘
山
開
発
計
画
を
白
紙
に
戻
し
、
適
切
な
半

鐘
山
の
保
全
と
開
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
協
議
を
す
べ
き
で

あ
り
、
こ
れ
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

採
決
の
出
た
二

0
0二
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
九

0
日
以
内
に
、

京
都
地
方
裁
判
所
へ
仮
処
分
申
請
を
出
す
権
利
が
残
さ
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。
半
鐘
山
の
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
前
進
い
た
し
ま
す
。

津

↑

大
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一

丞 濫 E 奈斤 向

束
山
連
峰
の
銀
閣
寺
山
支
脈
に
あ
た
る
左
京
区
銀

閣
寺
前
町
の
通
称
「
半
踵
山
」
が
、
開
発
問
題
で
揺

れ
て
い
る
。
周
辺
住
民
は
市
開
発
富
査
会
に
開
発
許

可
の
取
り
消
し
を
求
め
て
否
査
精
求
し
て
い
た
が
、

今
月
二
十
五
日
ま
で
に
稟
却
さ
れ
た
。
半
鑓
山
は
歴

史
的
凰
土
保
存
地
区
な
ど
に
栖
定
さ
れ
、
景
観
面
な

ど
か
ら
保
全
を
求
め
る
声
が
強
い
が
、
市
街
化
区
域

と
し
て
開
発
可
能
地
域
で
も
あ
る
。
住
民
側
は
行
政

訴
訟
も
含
め
た
今
後
の
対
応
を
検
討
す
る
と
し
て
お

リ
、
鯰
争
は
長
引
き
そ
う
だ
。

（社
会
報
道

部

膝

岡
敦
子
）

IMIR問題＇！こ撼れる「半●山」

aこの里山＝左京区銀閣寺前町）

~mロ

京左

二
千
百
人
が
審
査
”
求
を
行

住

民

の

住

宅

計

画

取

り

消

し

求

め

る

請

菜

却

下

」

っ
て
い
た
が
、
棄
却
さ
れ
た
。

二
十
五
日
に
中
京
区
で
開

「
非
常
に
落
胆
し
て
い
る
。
か
れ
た
記
者
会
見
で
は
、
同

住
民
の
生
の
声
を
も
っ
と
聞
会
の
尾
西
利
男
副
代
表
が

き
入
れ
て
ほ
し
か
っ
た
」
。
「
裁
決
は
遺
憾
」
と
涸
調

謂
求
稟
却
に
対
し
、
住
民
ら
同
会
と
弁
護
団
は
行
政
訴
訟

で
作
る
「
半
鑓
山
と
北
白
川
や
市
、
業
者
と
の
協
議
を
含

を
守
る
会
」
の
岡
村
芳
郎
代
め
、
今
裟
の
対
応
を
検
討
す
問
題
が
年
々
増
え
る
傾
向
と
市
が
買
い
取
る
場

表
は
語
気
を
装
め
た
。
る
と
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
い
う
。
「
半
鍾
山
は
法
や
条
合
、
財
政
負
担
は

開
発
の
話
が
持
ち
上
が
っ
業
者
は
「
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
」
例
の
は
さ
ま
で
起
き
た
問
題
ど
う
す
る
か
—
な

た
の
は
一
九
九
八
年
＝
―
-
月
。
の
立
場
を
貫
い
て
い
る
。
の
典
型
。
今
の
都
市
計
画
法
ど
問
題
は
多
い
。

同
地
を
講
入
し
た
区
内
の
業
半
鑓
山
は
古
都
保
存
法
に
は
都
市
化
を
前
提
と
し
た
も
市
街
地
か
ら
眺
望

者
が
半
鑓
山
の
約
三
千
四
百
基
づ
く
歴
史
的
風
土
保
存
区
の
で
、
環
境
保
護
を
中
心
に
で
き
る
京
都
三
山
の
う
ち
開

平
方
店
を
造
成
し
、
十
三
区
域
や
風
致
地
区
第
二
種
に
指
す
え
た
法
な
ど
別
の
視
点
か
発
可
能
地
域
は
約
0
.
2
%

画
の
分
譲
住
宅
を
建
設
す
定
さ
れ
る
半
面
、
都
市
計
画
ら
の
法
体
系
も
必
要
で
は
な
に
す
ぎ
な
い
が
、
面
積
で
は

現
行
法
で
は
「
開
発
可
能
」

保
全
に
は
新
た
な
碁
準
必
要

る
、
と
の
計
画
だ
っ
た
。
法
の
市
街
化
区
域
と
な

っ
て
い
か
」
と
指
摘
す
る
。
約
―
―
-
＋
七
わ
に
上
り
、
今
後

「
大
変
な
こ
と
に
な
っ
お
リ
、
後
に
一
定
割
合
の
植
京
都
大
大
学
院
人
間

•
D
Iも
同
様
の
問
題
が生
じ
る
こ

た
」
。
山
の
樹
林
と
地
盤
を
林
を
す
る
な
ど
の
要
件
を
満
境
学
研
究
科
の
伊
臨
勉
教
授
と
が
予
測
さ
れ
る
。

す
ぺ
て
切
り
崩
し
、
一
部
宅
た
せ
ば
開
発
可
能
な
地
域
は
「
開
発
申

mを
出
せ
ば
通
市
開
発
審
査
会
は
＂
求
を

地
と
は
八
ば
を
越
え
る
高
低
だ
。
「
開
発
計
画
が
規
制
の
る
の
が
硯
状
で
、
運
用
も
不
棄
却
し
た
が
、
裁
決
曹
の
付

差
を
出
現
さ
せ
擁
壁
で
囲
範
囲
内
で
あ
る
以
上
、
現
行
明

ms京
都
の
紐
は
寺
社
所

言
で
、
景
観
や
自
然
環
境
の

む
、
と
の
内
容
に
住
民
は
頭
法
上
で
は
許
可
し
な
い
わ
け
有
林
に
頼
る
部
分
が
多
く
、
保
全
と
関
連
し
た
古
都
京
都

く
反
発
し
た
。
緑
地
保
全
や
に
は
い
か
な
い
」
と
市
都
市
行
政
は
も
っ
と
積
極
的
な
緑
に
｀
仝
｀
）
わ
し
い
開
発
シ
ス
テ

住
民
合
憲
を
求
め
る
請
願
●
計
画
局
開
発
指
導
課
は
話
地
保
全
政
策
を
考
え
る
ぺ
き
ム
が
十
分
に
で
き
て
い
な
い

を

提

出

、

九

九

年

に

は

市

会

す

。

だ

」

と

店

リ

、

市

民

参

加

の

こ

と

も

指

摘

し

た

。

開

発

が

が
全
会
一
致
で
採
択
す
る
な
京
都
弁
護
士
会
公
害
対
策
重
要
性
も
頭
輝
す
る
。
山
ろ
く
に
ま
で
達
し
て
き
て

ど
し
た
が
、
昨
年
一
＿
＿
月
、
市
・
環
境
保
全
委
員
の
寺
田
武
景
観
保
全
が
重
要
事
項
で
い
る
今
、
開
発
基
準
な
ど
の

が
開
発
を
許
可
。

こ
れ
を
受
彦
弁
護
士
に
よ
る
と
、
市
街
あ
る
一
方
、
個
人
財
産
を
ど
麟
論
が
再
ぴ
必
要
に
な
っ
て

け
て
同
年
五
月
に
住
民
ら
約
化
が
進
む
に
つ
れ
て
同
糧
の
こ
ま
で
制
限
で
き
る
の
か
、
い
る
よ
う
だ
。

2002年 1月28日

-52-



ー

7
.
l
 

一
九
七
六 .

5
 

2
 

ー

，
 

2
 

6
.
 

一
九
七
四

12 ． 
18 6

 
2
 

5
.
 4

 
2
 

6
.
 

11 ． 
27 5

 

ー

5
.
 

一
九
七

の
タ
ベ

ロ
マ
ン
・

一
九
七
二

一
九
七
―
―
―

ロ
ラ
ン
研
究
所
の
活
動

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
の
青
年
（
映
画
『
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
」
上
映
）

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
革
命

ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術

私
の
人
間
観

私
の
通
っ
た
芝
居
の
道

岡

本

清

演
奏
二
玉
城
嘉
子

波
多
野
茂
弥

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
三
十
周
年
記
念
ー
—
講
演
と
音
楽

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ゲ
ー
テ

ユ
ダ
ヤ
民
族
と
西
洋
文
明

こ
し
て

＇ 苦
悩
の
な
か
の
イ
ン
ド

佐
々
木
斐
夫

南
大
路
振
一

毛

利

菊

技

末
川

博

高

井

博

子

プ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
の
教
会
を
中
心

森

本

達

雄

宮

本

正

清

3
.
1
 

一
九
九

11 ． 
30 

10 ． 
26 6

 
2
 

9
.
 

6
.
2
 

7
 

2
 

1
.
 

一
九
九
〇

11 ． 
17 

，
 

2
 

9
.
 

6
.
9
 

一
九
八
九

。
2
 

4
.
 

一
九
八
九

。
ー

2
.
 

一
九
七
七

中
国
文
学
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
と
私

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
か
ら
ー
フ
ラ
ン
ス
革
命
二

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
と
私

ロ
ラ
ン
・
片
山
・
ヘ
ッ
セ

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
私

松
居

直

宇
佐
見
英
治

小

尾

俊

人

占
領
時
代
に
お
け
る
日
本
社
会
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

樋

口

茂

子

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ガ
ン
デ
ィ
ー

森

本

達

雄

新

村

猛

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
負
う
も
の

l
平
和
と
音
楽

尾
埜

善
司
・
今
江

祥
智

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
の
出
会
い
か
ら

0
0周
年
の
記
念
に

中

川

久

定

小

尾

俊

人

ロ

マ

ン

・

ロ

ラ

ン

の

反

戦

思

想

と

現

代

加

藤

周

相

浦

果

-53-



8
 

2
 

ー
・

一
九
九
四

10 ． 
15 3

 
2
 

6
.
 4

ガ
ン
デ
ィ
ー
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

2
 

5
.
 

，
 

2
 

ー
・

一
九
九
三

，
 

2
 

ー
・

一
九
九
二

11 ． 
27 

10 ． 
30 5

 
2
 

9
.
 6

 
2
 

6
.
 

11 ． 
29 

10 ． 
25 7

 
2
 

9
.
 

6
.
4
 

い
ま
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
語
る

「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
語
る
（
後
）

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
を
語
る
（
前
）

自
伝
的
諸
作
品
に
つ
い
て

不
思
議
な
静
け
さ

l

宮

本

正

清

の

世

界

小

尾

俊

人

静
か
に
や
さ
し
き
顔

ピ

ア

ノ

演

奏

？

山

田

忍

宮
本
正
清

初
め
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
あ
り

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
思
想
の
二
面
性

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
デ
ュ
ア
メ
ル

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

〈
大
洋
感
情
〉
と
宗
教
の
発
端

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
イ
タ
リ
ア

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
を
め
ぐ
っ
て

没
後
十
年
記
念
追
悼
会

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
浪
劇
的
世
界

佐
々
木
斐
夫

佐
々
木
斐
夫

重
本
恵
津
子

璽
本
恵
津
子

山

折

哲

雄

石

田

和

男

鶴

見

俊

輔

戸

口

幸

策

岩

田

慶

治

岡

田

節

人

青
木
や
よ
ひ

兵
藤
正
之
助

村

上

光

彦

11 ． 
16 4

 
ー

6
.
 

一
九
九
六

11 

．
 
10 

6
.
2
 

7
 

2
 

l
.
 

一
九
九
五

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
の
出
会
い
か
ら

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
音
楽

神
秘
と
政
治

ロ
ラ
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マ
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
〈
老
い
の
豊
か
さ
〉

神

谷

郁

代

尾

埜

善

司

今

井

祥

智

チ
ェ
ロ
演
奏
？
小
川
剛
一
郎

佐
々
木
斐
夫

青
木
や
よ
ひ

財
団
法
人
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
三
十
年
記
念
コ

ピ
ア
ノ
浪
奏
げ
北
住

淳

10 ． 
13 

「
主
体
的
精
神
と
普
遍
的
人
間
愛
」
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
結
核
の
時
代

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
五
十
五
年
と
日
本

福

田

箕

人

二
0
0
0

岩
淵
龍
太
郎

•1 2
 

ー

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
イ
ン
ド
の
精
神

森

本

達

雄

幅

建

英

本

山

美

彦

•8 

゜
ー

「
戦
間
期
の
リ
ペ
ラ
ル
」
経
済
学
か
ら
見
た
ロ
マ
ン
・
ロ

ーー

6
.
 

ビ
ア
ノ
演
奏
勾
北
住

淳

一
九
九
九

ペ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
芯
ヒ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
第

21
番、

28
番

11 ． 
25 

卜 ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
大
佛
次
郎

ロ
ラ
ン
と
音
楽

”
園
田
高
弘
ペ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
弾
く
“

お
話
と
演
奏
「
ピ
ア
ノ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
」

園
田

高
弘

日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
五
十
年
記
念
コ
ン
サ
ー

岡

田

暁

生

村

上

光

彦
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財
団
法
人
ロ

マ
ン
・

ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
趣
意
書

ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
(
-
八
八
六
＼

／
几
四
四
）
は
、
日
本
人
に
も
っ
と

も
怖
く
深
い
、
粕
神
的
、
●
視
偲
的
影
粋
を
り
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家

の
1

人
で
あ
り
ま
す
。
武
者
小
路
火
篤
、
じ
心
賀
直
哉
等
の
、LI樺
派
の
人
々

を
は
じ
め
、
高
村
光
太
郎
、
尾
的

aI八
、
人
仏
次
郎
、
小
恥
政
二
郎
そ
の

他
の
作
家
、
音
楽
家
、
画
家
、
彫
刻
家
、
さ
ら
に
科
学
者
、
実
哭
各
方
面

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
け
朴
時
代
を
ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
の
思
想
、
芸
術
の

光

に
照
ら
さ
れ
、
人
格
的
感
化
陶
治
を
受
け
た
れ
は
枚
洋
に
い
と
ま
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
の
真
の
伯
大
さ
と
、
存
在
価
値
は
、
た
ん

に
文
学
的
分
野
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
博
大
な
人
間
愛

に
あ
り
ま
す
。
人
種
、
文
化
、
文
明
方
の
あ
ら
ゆ
る

1
境
を
越
え
て
、
真

に
世
界
的
、
人
類
的
で
あ
る
彼
の
愛
の
精
神
は
、
「ジ

ャ
ン

・
ク
リ
ス
ト

フ
」
「
魁
せ
ら
れ
た
る
魂
」
そ
の
他
の
小
説
、
戯

1
、
伝
記
、
文
学
的
、

音
楽
的
、
歴
史
的
研
究
の
み
な
ら
ず
、
現
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
不
正
と
戦

う
た
め
に
、
人
権
と
自
由
を
催
護
す
る
た
め
に
、
多
く
の
政
治
的
、
社
会

的
論
争
を
生
狂

つ
づ
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

ロ
ラ
ン
は
、
東
洋
と
西
洋
、

ヨ
ー
ロ

ッ
パ
と
ア
ジ

ア
と
の
相
互
刑
肝
、
信
頓
、
作
依
と
両
者
の
協
力
が
、

人
類
の
進
歩
と
平
和
の
た
め
に
、
い
か
に
必
快
で
あ
る
か
を
説
き
、
わ
れ

わ
れ
の
文
明
を
叩
浴
と
屈
廃
か
ら
救
い
う
る
唯

一
の
道
は
、
ア
ジ
ア
と
ョ
ー

ロ
ッ
パ
が
、
あ
た
か
も
車
の
両
恰
の
よ
う
に
支
持
し
合
い
、
各
人
種
、
各

国
民
が

ユ
ニ
ー
ク
な
文
明
、
固
有
の
伝
統
を
郭
重
、
保
存
し
て
、
人
類
全

体
の
保
大
な
共
布
財
産
と
し
て
、
現
存
の
そ
れ
に
勝
る
大
文
明
を
創
造
す

ペ
き
だ
と
言

っ
て
お
り
ま
す
。
ロ
ラ
ン
は
、
イ
ン
ド
の
哲
学
、
宗
教
を
研

設
立
者

・
初
代
理
事
長

究
し
た
数
を
に
わ
た
る
著
述
の
中
で
東
洋
の
精
神
の
も
っ
と
も
深
遠
で
高

邁
な
も
の
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
本
竹
的
に
nlJl
な
る
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、

両
者
が
は
と
ん
ど
完
全
に

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
思
想
家
、
芸
術
家
、
仰
大
な
人
間
が
、
わ
が
日
本
に
お
い

て
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た

っ
て
、
変
る
こ
と
な
く
、
今
も
な
お
、

肖
年
屈

に
親
し
ま
れ
、
愛
読
さ
れ
、
郭
敬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
た
め
に
、

喜
ぶ
ぺ
き

こ
と
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
七

0
年
十
二
月

●
講
油
会

●
読
杏
会

・
研
究
会

●
機
関
誌
「

ユ
ニ
テ
」
発
行

◆
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
賛
助
会
員
に
つ
い
て

●
ロ

マ
ン
・

ロ
ラ
ン
の
著
作
に
感
動
、
ま
た

●
彼
の
周
辺
の
芸
術
家
た
ち
に

OO味、

●
あ
る
い
は
、

ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
研
究
所
活
動
に
共
感

い
ず
れ
の
理
由
で
も
結
構
で
す
。
皆
様
の
ご
賛
同
を
お
待
ち
い

た
し

て
お
り
ま
す
。

●
特
典
11
①
機
関
誌
「

ユ
ニ

テ
」
の
配
布
。
②
賛
助
会
員
の
参
考
に
臼

す
る
情
報
、
資
料
等
の
提
供
。
③
公
開
講
座
無
料
。

●
会
員
II
一
般
賛
助
会
員
は
年
会
費
一
口
五
千
円
。
特
別
賛
助
会
員
は

年
会
費
十

□

以
上
。

●
現
在
の
主
な
三

つ
の
活
動

ロ
マ
ン

・
ロ

ラ
ン
セ
‘
‘
、
ナ
ー

公
開
講
座

宮

本

正

清
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二

0
0
一
年
度

青
木

や

よ

ひ

林

生

正
超

浅

井

幸

芦

田

友

秀

シ
ッ
シ
ュ
．

D
．
由
紀
子

濱

田

隔

福

田

箕

人

古

家

和

雄

＊

本

郷

美

智

子

北

条

文

子

池

垣

勇

＊
稲
畑
産
業
株
式
会
社
（
稲
畑

今

江

祥

智

井

土

熊

野

乾

昌

明

岩

坪

嘉

能

子

梶

本

智

美

加

藤

澄

子

清

原

章

夫

喜

多

寿

子

岸

田

綱

太

郎

熊

木

秀

雄

峯

村

泰

光

松

居

直

前

田

和

子

前

田

政

昭

森

本

博

子

宮

本

ヱ

イ

子

松

井

菊

恵

西

村

七

兵

衛

永

田

和

子

能

田

由

紀

子

乗

金

芳

子

小

尾

俊

人

有
馬
通
志
子

安

倍

道

子

権

藤

淳

子

福

井

友

栄

林

次

郎

石

原

和

子

勝
雄
）

井

土

真

杉

神

谷

郁

代

河

合

一

穂

北
垣
み
ど
り

小

牧

久

時

宮

内

幸

子

森
内
冨
美
子

森

久

光

雄

西
村
喜
代
子

西

成

勝

好

小

田

秀

子

伊

藤

朝

子

伊

砂

利

彦

片

岡

美

智

狩

野

直

禎

河

田

厚

公

近

藤

正

雄

村
山
香
代
子

森

本

達

雄

村

上

光

彦

西
原
久
美
子

野

村

庄

吾

折

田

忠

温

五

島

清

子

福
田
万
紗
子

日
野
二
三
代

賛
助
会
員
、
寄
付
者
名
簿

蓋
田
ひ
ろ
み

（計

大

出

學

大

川

起

示

子

奥

和

義

尾
埜

大

谷

史

朗

大

谷

綾

乃

大

谷

佳

世

子

李

＊

佐

々

木

斐

夫

＊

三

友

居

（

山

本

勝

）

坂

谷

佐

藤

弘

佐

久

間

由

紀

子

佐

久

間

啓

子

島

谷

亜

希

志

賀

錬

三

下

郡

由

杉

本

千

代

子

鈴

木

文

代

新

宮

恵

美

子

田

中

阿

里

子

田

代

輝

子

田

間

千

晶

多

田

淳

子

富

田

武

竹

本

浩

典

竹

下

美

砂

登

谷

口

け

い

こ

長

美

穂

馬

木

絋

子

宇

佐

見

英

治

梅

原

ふ

さ

氏

家

玲

子

植

田

滋

子

山

下

雅

子

吉

原

圭

子

山

本

信

子

八

木

美

佐

子

山
下
真
子
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
・
ミ
シ
ェ
ル

柳

父

例

近

一、

0
一九、

0
0
0
円）

（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
・
敬
称
略
）
＊
特
別
会
員

善
司

培
淑

千
歳
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を
も
っ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
、
」
そ
れ
を
自
身
の
生
き
方
で
証

昨
年
は
研
究
所
設
立
三
十
年
記
念
に
音
楽
会
を
開
き
ま
し
た
。

神
谷
郁
代
先
生
の
オ

ー
ル

・
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ビ
ア
ノ
・
リ
サ

イ
タ
ル
。
感
動
と
沈
思
の
、
す
ば
ら
し
い
タ
ベ
で
し
た
。
シ
ャ
ル

カ

イ
エ
・
ド

ぅ

·
キ
~

ン

ゼ
ー
ヌ

ル

・
ペ
ギ
ー

の
小
雑
誌

「
半
月
手
帖
」
に
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
ロ

の
二
十
世
紀
に
、
広
大
な
影
轡
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
彼
の
作
品
の

持

つ
桔
神
の
高
み
、
そ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
そ
の
情
感
の
力
は
、
私

た
ち
を
鼓
舞
し
て
や
ま
な

い
の
で
す
。
私
た
ち
が
、
こ
の
営
み
に

参
加
で
き
た

こ
と
は
、
心
か
ら
の
喜
び
で
す
。
御
協
力
下
さ
っ
た

皆
様
に
、
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
の
催
し
の
う
ち
、
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ェ
、

青
木
や
よ

同
質
の
世
界
人
で
あ
り
、

一
人
は
十
九
世
紀
を
代
表
し
、
他
者
は

二
十
世
紀
を
代
表
し
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
「
人
間
は
尊
厳

は
、
大
き
な
喜
び
で
あ
り
ま
す
。

ユ
ゴ
ー
と
ロ
ラ
ン
、

い
ず
れ
も
、

ひ
両
先
生
の
お
話
し
の
内
容
を
、
本
号
に
掲
載
で
き
ま
し
た
こ
と

ラ
ン
の

「ベ

ー
ト
ー
ヴ

ェ
ン
の
生
涯
」

は、

日
本
を
含
む
全
世
界

あ

と

が

き

小

尾

俊

人

青
木
先
生
は
、

世
紀
、
た
え
ず
、
新
鮮
な
感
銘
を
、

実
感
を
ま
ざ
ま
ざ
と
伝
え
て
く
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
さ
に
、
古
典

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
は
日
々
に
経
験
す
る
、

の
読
み
方
、
享
受
の
仕
方
と
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
の
が
典
型
で

日
に
日
に
新
た

に
生
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
か
つ
て
の
同
じ
古
典
が
、
そ
の
た
び

に
別
の
本
の
よ
う
に
新
鮮
な
輝
き
で
、
全
身
的
に
身
体
を
つ
つ
む
。

私
も
こ
の
よ
う
に
、
自
己
を
新
た
に
す
る
日
々
の
努
力
に
つ
と
め

た
い
と
思
い
ま
す
。

村
上
光
彦
先
生
の
連
載
は
い
よ
い
よ
佳
境
。
最
後
の
部
分
、
と

く
に
ロ
ラ
ン
と
ク
ロ
ー
デ
ル
の
最
後
の
友
情
の
部
分
。

ロ
ラ
ン
「
あ
な
た
は
心
情
に
お
い
て
は
私
た
ち
と

一
緒
な
の
で

す
。
本
能
で
す
よ
。
血
で
す
よ
。
」

ク
ロ
ー
デ
ル
は
、
そ
の
言
葉
を
繰
り
返
す
。

ロ
ラ
ン
は
い
う
「
し
か
し
、
で
も
ね
、
わ
た
し
の
理
性
は
信
じ

な
い
の
で
す
。
理
性
と
は
人
間
に
お
け
る
神
的
な
要
素
の
ひ
と
つ

と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
執
着
し
て
い
る
の
で
す
。
」

ク
ロ
ー
デ
ル
は
こ
の
観
点
に
賛
成
し
て
、
旧
約
の
「
ソ
ロ
モ
ン

ロ
ラ
ン
の
著
作
か
ら
受
け
る

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
と
も
に
歩
ん
だ
ほ
ぼ
半

人
と
な
っ
た
存
在
、
そ
れ
が
こ
の
二
人
で
す
。
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の
滋
言
」
が
、
理
性
の
も
っ
と
も
壮
麗
な
賛
辞
だ
と
、
答
え
る
。

二
人
の

二
十
世
紀
の
僻
大
な
文
筆
家
の
、
記
憶
す
べ
き
一
瞬
で

あ
り
ま
す
。

研
究
所
の
裏
山
の
半
鐘
山
開
発
計
画
の
件
は
、
会
員
各
位
の
御

協
力
を
い
た
だ
き
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

す
。
本
号
に
、
弁
護
団
の
コ
メ
ン
ト
を
載
せ
ま
し
た
。
京
都
市
開

発
審
査
会
の
裁
決
書
の
要
約
が
出
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
を
読
ん
で
「
ロ
シ
ア
と
日
本
が
、
地
球
上
か
ら
消
え
た
ら
、

ど
ん
な
に
住
み
や
す
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
世
界
に
冠
た
る
こ
の

二
つ
の
官
僚
制
。
」
と
い
っ
た
笑
い
話
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

開
発
審
査
会
な
る
も
の
は
、
京
都
市
長
の
付
属
機
関
で
あ
り
、

彼
の
任
命
に
よ
る
委
員
の
判
断
が
、
第
三
者
機
能
の
役
割
を
果
た

す
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
れ
で
は
、
問
題
の
客
観
的
判
断
は
期
待

で
き
ま
せ
ん
。
伝
統
あ
る
世
界
の
名
都
・

京
都
の
緑
地
保
存
が
、

パ
プ
リ

ッ
ク
・
サ
ー
パ
ン
ト

人
類
の
歴
史
を
実
感
さ
せ
、
破
壊
か
ら
守
る
た
め
の
、
公
務
員
と

し
て
の
公
約
義
務
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま

た
そ
の
裁
決
文
の
悪
文
と
、
そ
ら
ぞ
ら
し
さ
に
、
日
本
中
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
役
人
的
行
動
の
無
反
省
の
ひ
ろ
が
り
、
そ
の
病
料
の

深
さ
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、

京
都
の
市
長
が
「
も
っ
と

宮

本

ヱ
イ
子

西

村

七

兵

衛

野

村

庄

吾

小

尾

俊

人

と
は
第
三
者
判
断
の
道
を
す
す
む
ほ
か
な
い
で
し
ょ
う
。

日
本
近
代
文
学
館
へ
、
「
片
山
敏
彦
文
庫
」
（
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

関
係
文
献
）
が
献
呈
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
目
下
整
理
中
で
す
が
、

書
簡
だ
け
は
い
つ
で
も
見
ら
れ
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

（
館
報
三
月
十
二
号
、
安
川
定
男
氏
寄
稿
文
参
照
）

皆
様
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
下
さ
い
／
．

お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

ユ
ニ
テ
編
集
部

も
京
都
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
こ
う
も
無
智
で
あ
る
と
は
／
．
ぁ
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Somn1aire 

Romain Rolland et Victor Hugo―un point de vue francais Didier Chiche 

(tr.iduction: Yukiko Chiche) 

Lire Romain Rolland a l'automne de la vie Yayohj Aoki 
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Romain Rolland et Victor Hugo 

- un point de vue fran<;ais --

Introduction 

Didier Chichc 

Le destin qu'a connu l'ceuvre de Romain Rolland est curieux. Prix 

Nobel en 1915, il a d'abord fait l'objet d'un enthousiasme universel: 

traduit en beaucoup de langues, vendu a plusieurs millions 

d'exemplaires, par exemple en Russie, et ayant joui, en France meme, 

d'un indeniable succes populaire (Jean-Christophe, bien sur, mais aussi 

Colas Breugnon ou L'lime enchantee, ont ete, en leur temps, de grands 

succes de librairie), cet auteur a rapidement ete victime d'une 

desaffection, d'abord progressive, puis qui s'est acceleree. Le resultat, 

c'est qu'aujourd'hui, on ne trouve presque plus aucun ouvrage de R. 

Rolland en librairie. Tout ce qu'on trouve de lui, c'est sous forme de 

morceaux choisis, dans des ouvrages ayant trait a des ecrivains ou a des 
evenements historiques ayant, un jour ou l'autre, interesse R. Rolland: 

ses ecrits sont cites a titre d'illustration, et jamais pour eux-memes. 
II faut dire que cette desaffection avait commence dans les annees 

40-50. Elle a d'abord ete le fait d'intellectuels qui lui ont reproche - j'y 

reviendrai - d'ecrire mal. Mais cette explication est insuffisante. Et si 

j'ai intitule cet expose: Romain Rolland et Victor Hugo, c'est que je crois 

le parallele entre les deux - que Rolland n'aurait au demeurant pas 

desavoue- susceptible de fournir des elements de reponse a cette ques-
tion. 

On sait en effet l'estime que Rolland a toujours eue pour Hugo: 

I'homme aussi bien que l'ceuvre. Rolland raconte comment, jeune, ii avail 

vu Hugo en Suisse. Ce dernier fit a Rolland !'impression d'une sorte de 
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vieux prophete qui, a la foule reunie et criant: Vive Victor Hugo! imposa 
le silence avant d'ajouter: Vive la Republique! De plus, on sait qu'au debut 

de sa carriere de professeur, Rolland, charge, pour des raisons 

alimentaires, d'un cours de morale a l'ecole Jean-Baptiste Say, — une 

morale officielle, aussi hypocrite et ennuyeuse que celle de l'Eglise — ne 

parvenait a tirer ses eleves de la torpeur et de l'ennui qu'en leur Iisant 
des pages des Miserables. 

Bref, pour le jeune Romain Rolland comme pour tout ecrivain 

debutant dans les dernieres annees du siecle, Hugo - on dit: le pere 

Hugo - est une figure tutelaire qui resume un peu le siecle, aussi bien 

par la variete de son inspiration que par la richesse de son ceuvre. De 

plus, c'est la figure qui symbolise les valeurs republicaines. Les 

funerailles de Hugo, en 1885, ont ete, a ce titre, la manifestation d'une 
sorte de religion civile, de culte d'un poete qui est le poete de la France 

et le poete de la Republique. 

Etre ecrivain, c'est done, automatiquement, se situer par rapport a 
Hugo: c'est recueillir, a travers l'ceuvre hugolienne, !'heritage du 

XIXeme siecle. 

Rolland et le XIXeme siecle. 

Car si Rolland est hugolien, c'est d'abord qu'il est, par sa naissance 

bien sur, mais aussi par taus ses choix ideologiques, fils du XIXeme 

siecle. 

II y a en effet un credo, un certain nombre d'habitudes de pensee 

propres aux intellectuels de gauche du XIXeme siecle, et que Roland a 

prolongees. Ces idees, auxquelles J'ceuvre de Hugo avait donneun echo 

particulierement retentissant, peuvent etre schematisees comme suit: 

- Choix d'une posture qui est celle de l'intellectuel de gauche; 

- confiance dans le peuple, et dans sa capacite a construire un 
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avenir radieux; 

— foi en l'avenement d'une Republique universelle; 

— anticlericalisme, mais aussi: 

- lamentations sur les progres du materialisme; 

— fascination pour l'Allemagne, qui n'est pas, par nature ennemie de 

la France, mais qui au contraire doit constituer avec elle le socle 

d'une Europe unie. 

Deux ecrivains de gauche 

Et d'abord, Rolland comme Hugo sont, on le sait, des intellectuels 

〈degauche). Deux mots importants, et sur le sens desquels j'aimerais 

revemr. 

Intellectuels, d'abord. L'intellectuel - a la frani;aise du moins —, 

c'est celui qui se mele de ce qui ne le regarde pas: !'artiste, ou l'ecrivain, 

qui, sortant du culte exclusif de son art, se risque a prendre parti, a 
defendre une cause, a denoncer une injustice-ffit-ce, au besoin, contre 
le milieu auquel il appartient: Hugo denoni;ant les pesanteurs et les hy-

pocrisies de la societe louis-philipparde alors qu'il est lui-meme pair de 

France; Rolland qui, des sa prime jeunesse, rompt avec le catholicisme 

etouffant dans lequel il est ne. 

Car l'intellectuel, c'est, comme dit Valery — citant le Faust de 

Goethe-〈!'espritqui toujours nie〉:qui nie, non seulement les convic-

tions de son milieu d'origine, mais aussi les exces de ses compagnons de 

lutte. Hugo s'inscrit en faux contre le materialisme de ses amis 

republicains de gauche, et denonce, des la Revolution de 1848, les exces 

auxquels peut conduire cette terrible religion sans dieu que risque de 

devenir le socialisme naissant. Rolland qui, dans sa jeunesse, au moment 

de l'affaire Dreyfus, se retrouve naturellement dans le camp des 

dreyfusards, reprouve ceux qui se servent de cette noble cause par souci 
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de carrierisme au lieu de se contenter de la servir: cevx qui, pour 

reprendre les termes de Charles Peguy, amide jeunesse et compagnon de 

lutte de Rolland, transforment la mystique en politique. Plus tard, ayant 

place ses espoirs dans la・revolution bolchevique, Rolland n'en ecrira pas 

mains, en 1927 CA E. Reynier): 〈Surle bolchevisme, je n'ai point 

varie. Porteur de hautes idees, (. ..) le bolchevisme les a ruinees par son 

sectarisme etroit, son inepte intransigeance et son culte de la violence. 11 

a engendre le fascisme, qui est un bolchevisme a rebours. 〉Bref,engage, 

oui, mais toujours ailleurs, et ce au nom d'une exigence ethique 

superieure. C'est la fameuse formule de Victor Hugo: 〈Je suis un horn me 

qui pense a autre chose〉.11 faut s'engager, mais ne pas se laisser asservir 

par cet engagement. L'intellectuel, fut-il un militant, conserve toujours 

son independance d'esprit. 

Cela dit, Rolland aussi bien que Hugo sont tres proches l'un de 

l'autre par le contenu qu'ils donnent a leur engagement. Tous deux 

pensent que demain doit etre plus beau qu'aujourd'hui: que le progres 

social et politique est possible, que l'on peut marcher vers l'avenement 

d'une cite de justice, et que tousles efforts doivent etre accomplis pour 

hater cet avenement. Dans cette cite, les classes sociales auront disparu, 

se seront fondues dans le culte universe! de la verite et de la justice (ce 

qui est evidemment aux antipodes du dogme marxiste de la dictature du 

proletariat). 〈Avecle proletariat, toutes les fois qu'il respectera la 

verite et l'humanite. Contre le proletariat, toutes les fois qu'il violera la 

verite et l'humanite. Point de classes privilegiees-ni d'en haut, ni d'en 

bas-en face des valeurs humaines! 〉 (Humanite,12 mars 1922) 

C'est en somme une sorte une sorte de volontarisme confiant, mais 

critique. Car, comme il est dit dans Clerambault, la fin ne justifie pas les 

moyens. 〈Lesmoyens sont encore plus importants au vrai progres que 

la fin. 〉

Cet engagement critique permet de voir que Chez Rolland comme 
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chez Hugo, la vision de la Revolution francaise est tres similaire. 

11 y a un grand roman historique de Hugo sur la Revolution: Quatre-

vingt-tre訟 Etce roman a inspire aussi bien le Theatre de la Revolution 

que l'attitude de Rolland face a la Revolution russe. 

Dans Quatre-vingt-treize, la Revolution apparait comme quelque 

chose qu'il faut accepter ou refuser en bloc. On ne peut pas operer de 

selection. Dans un chapitre celebre de ce roman (II, 2, 2), qui met en 

scene un dialogue assez orageux entre Marat, Danton et Robespierre, ce 

qui apparait, au dela de la confrontation des points de vue, c'est la 

complementarite de ces trois figures — qui pourtant en sont presque 

a se hair, tant sont importantes leurs divergences sur les menaces qui 

compromettent la reussite du projet revolutionnaire. (... a nous trois, 

dit Marat, nous representons la Revolution. Nous sommes les trois tetes 

de Cerbere. De ces trois tetes, l'une parle, c'est vous Robespierre; l'autre 

rugit, c'est vous Danton ... — L'autre mord, dit Danton, c'est vous, 

Marat. — Toutes trois mordent, dit Robespierre.》 LaRevolution est un 

bloc, et ii faut tout accepter d'elle, ou la renier totalement: cette idee aura 

cours sous la Illeme Republique et persiste aujourd'hui. 

Rolland ne pense pas autrement, et la choix de la forme theatrale lui 

permet d'assumer ce parti pris, puisqu'il peut ainsi mettre en scene la 

Revolution dans sa diversite et dans son unite: opposer Danton, qui veut 

que soit mis un terme a la terreur, a Robespierre, qui soupconne tout le 

monde et dit (Danton, II, 3): 《Je me defie de tous les hommes ... 

]'arracherai les masques ... 〉OrDanton, comme Robespierre, ont ete, dans 

leur complementarite et jusque dans leur opposition, necessaires a 

l'accomplissement de la Revolution. Ce qui permet de comprendre 

pourquoi, en janvier, 1919, Rolland ecrivait a Seippel: 〈Quanta 

desavouer la Revolution russe, n'y comptez pas, cher ami, avant que 

vous ayez desavoue la Revolution francaise (. ..). Si je vous rappelle 

(. ..) les massacres de septembre, les assassins de la princesse de 
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LambJlle, le jugcs inrnmes de Maric-J¥ntoincttc, (...) vous me repondrez 

justement qu'ils nc reprcsentcnt pas J'~ uvrc de la Convention, et surtout 

son ideal.) En somme, on voil Ia difficultc d'une attitude consis tant ~1 

soutcnir In Revolution - qu'clle soil fran<;aisc ou bolchevique― , sa11s 

fermcr les yeux sur ses crimes: commc disait llugo, nous haissons le 

despolisme de Robcspicrn¥ mais nous rcconnaissons son efficacite, a 

S3VOir. (le res11lt.1t accomμli: le vicux mondc saborde et coulc a 

fond) L'on crnnprenJ des !ors, quc la formc thc5tralc, parce qu'elle est 

d_i::iloguee ct n'obligc pas a conclure, ail ele la plus aptc, pour Rolland. 

a manifestcr cc point cie ,・uc: cclui d'unc approbation d'enscmblc, mais 

jamais a¥'eugle―a la suite de Hugo, dont le chapitre cvoque tout a 

l'heure avait lout du dialu~ ue dramalique. 

La Hevolution est une source d'inspiralion privilegice: a la suite de 

Hugo, ii s・agit de m邸 nificrcc moment de notrc histoirc nationale. Dans 

sa Preface a 111011 thedtrc, Rolland ccrivJit deja en 1892: 〈SurtouLex-

plorer la (Legcnde de la Revolution〉,qui est dcvenu le veritable fond de 

!'a.me nationale, au detriment de l'anciじrmchistui re franc;aisc, fort 

oubliee, peu populaire, a quelques episodes pres〉.Commc Hugo, pas 

seulement dans son reuvre romanesque mais aussi dans sonむuvre

poetique, Rolland est sensible a la grandeur cpique de b Revolulion, ct 

au pouvoir mythologiquc de cctte periodc. En cela, Rolland est en accord 

avec !'esprit de la Illemc Rcpublique、quia chcrche a crcer des mythes 

fondateurs, notammcnl en magnifiant lcs figures des grands 

rcvolutionnaircs-c;n parliじulierD;..1nton. II faut ecrirc l'epopee, mais en 

gardant toute sa liberte de juge111cnt. 

La dcploralion du matcrialisme. 

Intellectuel de gauche, done, mais etrangcr au mat6rialisme. Bien 

sur, le com bat d'un intellectuel de gauche est, au XIXeme siecle, un 
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combat anticlerical: c'est-a-dire une opposition radicale a l'Eglise 

catholique dans sa pretention a regenter les esprits par 

I'enseignemen t―et a regenter la societe: c'est un combat pour la lai 

cite-celle de l'Ecole, celle de l'Etat-et dans ce combat, Rolland se 

retrouvait cote a cote avec ceux qui avaient pris fait et cause pour 

Dreyfus. De plus, nous savons que des son adolescence, Rolland avait 

perdu la foi, et rompu avec le catholicisme familial. {Ma rupture avec le 

catholicisme, ecrira-t-il vers 1925 dans Le Voyage inteガeur,fit saigner le 

cceur de ma mere. 〉

Toutefois, Rolland n'a jamais ete un militant du materialisme athee: 

ii ya toujours eu chez lui un besoin de spiritualite, de transcendance, de 

religiosite diffuse. Toujours dans Le Voyage inteガeur:{Mon premier acte 

d'energie (. ..) fut de rompre avec ma religion. Ce fut mon acte le plus 

religieux. (. ..) Dieu ! Je suis franc avec toi! Je ne vais plus a ta messe. 

(. ..) J e ne crois pas en toi. 〈reponsede Dieu: 〉-Ne pas croire, c'est en-

core croire! Tu ne me nierais point, si nous n'etions aux prises ... 〉.Done, 

la renonciation a une religion socialement etablie (le catholicisme) ne 

signifie pas du tout que Rolland ait tire un trait sur toute vie spirituelle. 

Au contraire, dans le meme texte, ii decrit l'emerveillement qui l'a saisi 

en decouvrant le pantheisme de Spinoza; notamment le texte de Spinoza 

qui evoque l'Etre unique, infini, l'etre qui est tout l'etre, et hors duquel il n'.y 

a rien. 〈〈Toutce qui est, est en Dieu. 〉Etmoi aussi, je suis en Dieu. 〉On

voit que Rolland est tres loin du materialisme. Et d'ailleurs, dans une 

lettre de mars 1909, adressee a Louise Cruppi, il critique la faiblesse de 

la pensee laique, qui repose sur un bon sens terre-a-terre, et nie Jes droits 

de toute spiritualite. Claudel, avec qui Rolland resserrera ses liens a la 

fin de sa vie, verra en Rolland une ame essentiellement religieuse. Et 

c'est d'ailleurs pourquoi, des 1898, un ami catholique Jui ecrivait: 〈J'ai

presque honte d'etre chretien quand je cause avec vous: parce que je 

vous sens tellement plus digne que moi du nom et de la mission d'un 
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chretien. 〉

Penseur de gauche, done, mais anime d'un puissant besoin de croire, 

exactement comme Hugo, qui, lui, n'avait jamais ete catholique - ii 

n'avait meme pas ete baptise-mais qui se declarait pour la Religion, 

contre les religions. Contre les rel面ons, c'est-a-dire contre les cultes 

etablis et mis au service d'un certain ordre social, comme le catholicisme 

sociologique du XIXeme siecle (et l'on sait que Hugo a ete, dans ses prises 

de position politiques, un farouche adversaire du parti catholique); pour 

la Religion, c'est-a-dire pour maintenir cette dimension essentielle de la 

vie humaine: le besoin de croire. Hugo a toujours ete un croyant, 

persuade que le monde a un sens, que le monde a une ame a laquelle 

nous participons, et que 〈toutdit dans l'infini quelque chose a 

quelqu'un. 〉(LesContemplations) 

〈Debout,mais incline du cote du mystere〉(LesContemplations): 

cette maniere que Victor Hugo a de caracteriser son attitude n'est-elle 

pas tres exactement applicable a celle de Romain Rolland ? 

C'est pourquoi on trouve, chez l'un comme chez l'autre, une 

deploration du materialisme triomphant, qui envahit la civilisation 

moderne. Dans un poeme ecrit en 1840, mais repris dans un recueil tardif 

(Toute la Lyre) et intitule Les deux cotes de l'horizon, Hugo deplorait 

amerement ce passage d'une civilisation a une autre: 

〈L'Ameriquesurgit, et Rome meurt! ta Rome! 

Crains-tu pas d'effacer, Seigneur, notre chemin, 

Et de denaturer le fond meme de l'homme, 

En depla<;ant ainsi tout le genie humain? 

Done, la matiere prend le monde a la pensee! 

L'Italie etait l'art, la foi, le cceur, le feu. 

L'Amerique est sans ame. Ouvriere glacee, 
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Elle a l'homme pour but. L'Italie avait Dieu. 

Un astre ardent se couche, un astre froid se leve. 

Seigneur! Philadelphie, un comptoir de marchands, 

Va remplacer la ville ou Michel-Ange reve, 

Ou Jesus met sa croix, ou Flaccus mi t ses chants! 

C'est ton secret, Seigneur. Mais, 6 Raison profonde, 

Pourras-tu, sans livrer l'ame humaine au sommeil, 

Et sans diminuer la lumiere du monde, 

Nous donner cette lune au lieu de ce soleil? 〉

Texte un peu long mais tres important. II ne s'agit pas de voir la un 

quelconque〈anti-americanisme〉― puisqueici, l'Amerique n'est rien 

d'autre qu'un symbole-, mais ce poeme dit bien l'angoisse de Hugo 

devant une crise de civilisation. Cette crise, Rolland l'a lui aussi 

parfaitement perc;ue et ii en parle des 1903, dans !'introduction a sa Vie 

de Beethoven, lorsqu'il evoque ce〈materialismesans grandeur〉 qui,

selon lui, ecrase〈lavieille Europe〉.De la ce reve d'une renaissance 

europeenne, qui parcourt toute son ceuvre - comme elle parcourait 

celle de Victor Hugo. 

D eux ecnva1ns europeens 

En effet, s'il est banal de dire que Rolland a ete, a la suite de Victor 

Hugo, un grand europeen, il faut bien voir que la renaissance de 

l'Europe, qu'il appelle de tous ses vceux, est d'abord une renaissance 

spirituelle. Dans un monde qui sombre dans le materialisme, ii faut la 

presence de l'Europe comme culture et comme force spirituelle, pour 

contrer ce materialisme et etablir un dialogue fecond avec l'Asie. En ce 
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sens, le projet europeen - chez Rolland comme chez Hugo - est un 

projet moins politique que culturel. 11 ne s'agit pas de creer un 

super-Etat, mais decreer un espace intellectuel: (11 faut, ecrit Rolland en 

190 I (Chere Sofia), une patrie intellectuelle et morale ou se cree en fin 

l'ame europeenne. 〉C'estpourquoi toute guerre entre des nations 

europeennes est une guerre civile: 〈Quelque soit le vainqueur dans une 

guerre, le premier, l'irremediablement vaincu sera tout l'Occident〉

(Chere Sofia, 6 septembre 1911). Car l'Europe comme patrie commune 

a tous les esprits qui l'habitent est deja une realite, meme si on l'ignore: 

et c'est bien sur cette grande idee qui anime Au-dessus de lam艇 e.

L'Europe comme patrie culturelle, la nationalite europeenne: theme 

hugolien par excellence. 〈.• • il y a aujourd'hui une nationalite 

europeenne, comme il y avait du temps d'Eschyle, de Sophocle et 

d'Euripide une nationalite grecque. Le groupe entier de la civilisation, 

quel qu'il fut et quel qu'il soit, a toujours ete la grande patrie du poete. 

Pour Eschyle, c'etait la Grece; pour Virgile, c'etait le monde romain; pour 

nous, c'est l'Europe.) (Les Burgraves, Preface) Cette Europe dont l'union 

prefigurera, nous dit ailleurs Hugo, les Etats-Unis du monde, - ces 

Etats-Unis de l'humanite, dira Rolland en 1928, dans un texte consacre 

a l'Inde: Vie de Vivekananda. En 1916, Andre Gide, dans son Journal, se 

disait etonne de la facilite avec laquelle Rolland avait choisi de faire de 

Christophe un allemand. 11 y voyait la marque du〈germanismede ses 

gouts, de ses tendances, de ses reactions, de ses volontes〉―aun mo-

ment (1916!) ou un Franc;ais affichant son admiration de l'Allemagne 

pouvait aisement se faire taxer de traitrise. En fait, plutot que de 

germanisme, il faut supposer que Rolland a redecouvert cette tendance 

profonde du romantisme, telle qu'elle se marque chez Hugo en 

particulier: la fascination de l'Allemagne. Dans Au-dessus de la melee, 

Rolland s'adresse aux Allemands: 〈Mesamis allemands (. ..) vous savez 

combien j'aime votre vieille Allemagne (. ..) Je suis fils de Beethoven, de 
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Leibniz, et de Goethe, au moins autant que vous ... 〉Cetteadmiration 

pour une grande civilisation, quelles que soient les contingences du mo-

ment, c'est exactement !'attitude de Victor Hugo, qui, dans un grand 

recit de voyage: Le Rhin, disait, en 1842, que s'il n'etait francais, il 

voudrait etre allemand, et declarait: 〈L'Allemagneet la France son t 

essentiellement la civilisation. L'Allemagne sent; La France pense. Le 

sentiment et la pensee, c'est tout l'homme civilise. 〈Francais et 

Allemands〉...sont freres dans le passe, freres dans le present, freres 

dans l'avenir.) Et dans un texte plus tardif, William Shakespeare (1864), 

et qui en fait n'est pas simplement consacre au dramaturge anglais, 

Hugo passe en revue les genies de l'histoire humaine. II redit son admira-

tion pour la richesse et la diversite de la civilisation allemande 

(〈L'Allemagnea tout en elle et tous chez elle)), et ajoute que le langage 

qui exprime le mieux le genie allemand, dans sa profondeur qui se 

derobe a !'analyse rationnelle, c'est la musique: 《Lamusique est le verbe 

de l'Allemagne. 〉 Voila pourquoi 《le grand allemand, c'est 

Beethoven. 〉 Beethovenauquel, soit dit en passant, Rolland a consacre 

un ouvrage. C'est dans la musique que l'Allemagne trouve le moyen par 

excellence de communiquer avec l'humanite. 

11 n'est pas exagere de dire qu'ainsi, Hugo annonce le Jean-

Christophe. Dans ce roman de la vieille Europe que menace la guerre, ce 

n'est pas un hasard si le meilleur interprete de Roland est un Allemand, 

et de surcroit un musicien: ce langage universe! qu'est la musique lui 

permet ainsi d'en appeler a !'union des peuples, au-dela des 

antagonismes gouvernementaux: des peuples qu'il connait, et dont il sait 

qu'ils peuvent travailler ensemble au progres du genre humain. Entre Ies 

peuples francais et allemand, le Rhin, comme dans le texte de Victor 

Hugo qui porte le meme nom, peut servir de trait d'union: 〈Sondestin 

dit Rolland en parlant de Christophe, (. ..) etait de charrier, comme une 

arte re, dans les peuples ennemis, toutes les forces de la vie de l'une et 
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l'autre rive. 〉CJ.C. 1077) Surles deux rives du Rhin, il y a des forces de 

vie, qui, au lieu de se dechirer, peuvent operer ensemble. 

．． 
Conclusion: un ecriva1n vie1lli ? 

底rivainsde gauche, mais d'une gauche idealiste et inspiree, 

ecrivains europeens : voila donc ce qu'ont ete Hugo et Rolland. Les 

grands themes que Roland a developpes viennent tout droit de 

l'idealisme republicain du XIXeme siecle. Mais Hugo, par l'eclat de sa pa-

role et la richesse de son inspiration, les a traites avec un tel brio que 

Rolland n'a pas pu ne pas etre influence par lui. 

Cela permet de comprendre le destin qu'a connu l'reuvre de Rolland 

- en particulier le discredit qu'elle a subi, apres avoir ete tant admiree. 

On sait en effet qu'apres sa mort, Hugo a connu une assez longue periode 

de purgatoire, qui a dure plusieurs dizaines d'annees. A une epoque ou 

etre de gauche , c'etait etre materialiste et athee, on reprochait a Hugo 

son idealisme genereux et empreint de la croyance en Dieu, en l'ame, et 

plein de bons sentiments. Deja, du vivant de Hugo, ce reproche avait 

commence: Zola, par exemple, ne comprenait pas l'habitude qu'avait 

Hugo de prier sans cesse. Et si Hugo est finalement sorti du purgatoire, 

c'est qu'on a reconnu que le penseur idealiste n'etait pas un ideologue, 

mais d'abord un grand manieur de mots, un grand poete, qui a 

renouvele le langage, et qui est au point de depart de toute la 

moderni te poetiq ue. 

Rolland, lui, a suivi Hugo au purgatoire. On lui a reproche, on lui 

reproche encore, d'etre un romantique attarde, genereux mais incapable 

de realisme: un heritier de l'idealisme tel qu'il avait cours dans la 

generation des grands romantiques (Hugo, d'abord et par excellence, 

mais aussi Michelet ou George Sand). 

On lui a reproche aussi, plus tard, d'avoir soutenu des causes et des 
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actions politiques indefendables (on sait en effet que Rolland fut l'un des 

plus vigoureux soutiens de l'Union Sovietique). Pourtant, ii n'a pas ete 

le seul intellectuel fran<;ais a se tramper: Eluard, Aragon, ont eux aussi 

donne dans cet aveuglement. 

Le probleme, c'est que chez Rolland, on a vu surtout !'ideologue, 

mais presque pas l'ecrivain. Un ecrivain dont on se complait a souligner 

les naivetes d'expression, les maladresses ou les platitudes stylistiques. 

Son style, meme dans Jean-Christophe, est rempli de cliches, de choses 

qui n'ajoutent rien a l'expressivite. C'est vrai que ce n'est pas un styliste, 

et que, dans son desir de faire une litterature populaire, grand public, il 

cherche avant tout a etre comprehensible. S'adressant a lui-meme, il <lit, 

dans l'lntroduction a jean-Chガstophe:〈Parledroit! (. ..) Parle pour .etre 

compris! Compris, non pas d'un groupe de delicats, mais par les milliers, 

par les plus humbles! Et ne crains jamais d'etre trop compris! Parle sans 

ombres et sans voiles, clair et ferme, au besoin, lourd! 〉Autemps de 

Proust et de Gide, ecrire cela, c'est evidemment avoir une conception 

tres simpliste du langage litteraire. C'est renoncer a etre ce qu'avait 

d'abord ete Hugo: un grand forgeron du verbe. En somme, pour 

reprendre la terminologie de Barth es, on per<;oi t Rolland, corn me un 

eCT初antplus que comme un eば vain.De pl us, ces grand es fresq ues a la 

fois romancees et historiques, comme L'ame enchant叙e ou jean-

Chガstophe,apparaissaient deja, du vivant de Rolland, comme des formes 

litteraires depassees. Trop souvent, on a !'impression d'une serie de dos-

siers ou de themes plaques artificiellement sur un canevas narratif, sans 

que les personnages mis successivement en scene pour traiter ces 

themes aient le temps de prendre une veritable consistance. 

L'heritier un peu naif d'un l'idealisme en grande partie hugolien, 

mais qui n'aurait pas eu les moyens litteraires de son ambition: tel 

apparait donc Rolland. S'il doit un jour sortir du purgatoire, c'est comme 

createur, comme poete au sens large du terme. Ce n'est d'ailleurs pas un 
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hasard si l'ceuvre de Rolland qu'on lit encore le plus, c'est Colas Breugnon. 

Dans ce texte, ii y a non seulement de }'humour, mais aussi de reels 

bonheurs d'ecriture, des trouvailles d'expression qui tranchent par rap-

port aux autres ceuvres. Colas Breugnon fait cependant figure d'ceuvre 

isolee ... Qu'en est-ii des autres textes? Ne peut-on pas y voir autre chose 

que des temoignages historiques, ou que de grandes fresques relevant 

d'une conception un peu naive et depassee de la litterature? II faut dire 

que Rolland lui-meme, par l'affirmation de ses choix Oisibilite, 

litterature grand public) ne nous aide guere ... Pourtant, s'il faut a man 
sens attendre quelque chose de la recherche a venir, c'est bien ceci: 
qu'elle nous revele que Romain Rolland, ce grand intellectuel engage, ce 

grand temoin de son epoque, a ete aussi un authentique ecrivain. 
Notre epoque est ironique. Chez Rolland, la sincerite d'intention 

exclut a priori l'ironie ou la distanciation. Mais telle qu'elle est, l'ceuvre 

de ce grand intellectuel ne merite pas le discredit qui semble la trapper 

aujourd'hui. Entre le siecle de Victor Hugo et celui de Sartre, cette ceuvre 

est un maillon utile, et d'un indeniable interet intellectuel. 

Ce texte est une conference donnee le 21 decembre 2001 a I'Institut 

Franco-Japonais du Kansai dans le cadre des activites de l'Institut Romain 

Rolland. 
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