
一
九
一
一
六
（
大
正
一
五
）
年
一
二
月
『
文
芸
戦
線
』
の
巻
頭
に
、
中
野
重

治
の
作
に
よ
る
「
萬
年
大
學
生
の
作
者
に
」
と
題
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
詩
が

掲
載
さ
れ
た
。

そ
れ
が
五
百
木
で
あ
っ
た
と
し
て
も

そ
れ
は
五
百
木
で
な
い

君
は
差
し
入
れ
を
す
る
必
要
が
な
い

君
は
差
し
入
れ
を
す
る
た
め
の
熱
意
を
持
つ
必
要
が
な
い

君
は
た
餅
萬
年
大
學
生
の
作
者
だ

君
は
た
評
萬
年
小
僧
だ

君
は
た
評
「
涙
ぐ
ま
し
い
例
の
微
苦
笑
で
、
さ
し
當
り
氣
持
を
和
ら
げ
」

そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
君
は
感
じ
て
居
る
の
だ

そ
れ
を
君
は
感
じ
た
く
な
い
の
だ

「
私
達
に
も
責
任
が
あ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
」

「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

－
１
］「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

中
野
重
治
「
万
年
大
學
生
の
作
者
に
」
に
つ
い
て
Ｉ

た
と
し
て
も

載
久
米
正
雄
氏
の
作
品
。
五
百
木
は
そ
の
作
中
の
一
人
物
。
久
米
氏
は
彼
に

深
い
同
情
と
哀
憐
と
を
寄
せ
ら
れ
た
。
」
と
い
う
前
書
き
が
附
さ
れ
、
以
下

の
傍
線
部
（
引
用
者
）
の
よ
う
な
改
稿
部
分
が
見
ら
れ
る
。

る
の
だ

お
蚤

萬
年
小
僧
よ
安
心
せ
よ

Ｉ
禽
年
大
學
生
ｌ
「
改
造
」
十
一
月
號
所
載
Ｉ
ｌ
久
米
正
雄
氏
作
）
ｌ

こ
の
詩
は
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
、
同
年
二
月
の
「
改
造
』
に
掲
載
さ
れ

た
久
米
正
雄
の
短
編
小
説
「
万
年
大
學
生
」
へ
の
応
答
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
詩
は
、
翌
一
九
一
一
七
年
一
月
号
の
「
鱸
馬
」
に
再

掲
さ
れ
た
。
こ
の
再
掲
版
の
冒
頭
に
は
「
万
年
大
學
生
は
改
造
十
一
月
號
所

そ
れ
を
君
は
感
じ
た
く
な
い
の
だ

そ
れ
を
君
は
回
避
し
た
い
の
だ

そ
れ
を
感
じ
る
こ
と
が
危
険
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
君
は
感
じ
て
居
る
の
だ

「
私
達
に
も
責
任
が
あ
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
」
た
と
て
も

そ
れ
が
五
百
木
で
あ
っ
た
と
し
て
も 烏
木
圭
太

六
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お
魁

臭
い
作
家
よ

臭
い
萬
年
小
僧
よ

安
心
せ
よ

ま
た
こ
の
詩
は
、
一
九
三
一
年
一
○
月
に
編
纂
さ
れ
た
『
中
野
重
治
詩
集
」

（
ナ
ッ
プ
編
集
版
）
に
も
、
冒
頭
の
前
書
き
を
除
き
、
最
終
連
を
「
臭
い
作

家
よ
／
萬
年
小
僧
よ
安
心
せ
よ
」
と
し
て
収
録
さ
れ
、
『
中
野
重
治
全
集

第
一
巻
』
（
筑
摩
書
房
一
九
九
六
年
四
月
二
三
日
）
に
も
、
最
終
連
を

「
臭
い
作
者
よ
／
万
年
小
僧
よ
安
心
せ
ど
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
の
、
雑
誌
・
単
行
本
へ
の
度
重
な
る
掲
載
と
、
そ
の
際
の
執
勤
と
ま

で
も
い
え
る
改
稿
、
そ
し
て
中
野
が
二
才
年
長
の
久
米
に
た
い
し
て
「
君
」

そ
れ
は
五
百
木
で
な
い

そ
れ
は
君
の
差
し
入
れ
を
必
要
と
し
な
い

君
は
差
し
入
れ
を
す
る
た
め
の
熱
意
を
持
つ
こ
と
を
必
要
と
し
な
い

昔
サ
ム
ラ
ヒ
は
腹
切
り
を
必
要
と
し
た

だ
が
君
は
サ
ム
ラ
ヒ
で
な
い

君
は
た
薮
「
萬
年
大
學
生
」
の
作
者
だ

君
は
た
評
お
そ
る
し
い
の
だ

Ｉ

君
は
た
評
「
例
の
涙
ぐ
ま
し
い
微
苦
笑
で
、

君
は
た
評
萬
年
小
僧
だ

る
の
だ

さ
し
富
り
氣
持
を
和
ら
げ
」

と
呼
び
か
け
、
「
小
僧
」
と
呼
び
か
け
る
、
ま
た
「
臭
い
」
と
い
う
身
体
感

覚
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
紛
れ

も
な
く
生
理
的
な
嫌
悪
感
、
瞬
発
的
な
反
発
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
れ
ら
の

根
源
と
な
る
「
怒
り
」
で
あ
ろ
う
。
中
野
は
一
体
何
に
対
し
こ
れ
ほ
ど
の
怒

り
を
露
わ
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
は
、
こ
の
詩
が
持
つ
意
味
を
同
時
代
に
お
け
る
言
説
空
間
の
中
で
開

示
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
中
野
重
治
の
詩
が
も
つ
批
評
性
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

再
会
か
ら
二
、
三
ヶ
月
後
の
あ
る
日
、
久
野
の
留
守
中
に
五
百
木
が
訪
れ
、

「
原
稿
様
の
も
の
」
を
置
い
て
い
く
。
添
え
ら
れ
て
い
た
手
紙
に
は
、
学
資

の
一
年
遅
れ
で
卒
業
し
た
五
百
木
は
体
を
壊
し
て
郷
里
で
百
姓
を
し
て
い
た

が
、
一
昨
年
か
ら
復
学
し
、
経
済
学
部
に
籍
を
置
い
て
い
る
と
い
う
。
そ
の

久
米
正
雄
の
「
万
年
大
學
生
」
（
「
改
造
」
一
九
二
六
年
二
月
号
）
は
次

の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

東
大
の
卒
業
生
で
作
家
で
あ
る
久
野
は
、
あ
る
日
散
歩
が
て
ら
通
り
が
か

っ
た
東
大
の
構
内
で
高
等
学
校
時
代
の
同
級
生
五
百
木
と
再
会
す
る
。
久
野

友
會
雑
誌
に
載
る
べ
き
程
度
の
、
習
作
的
な
戯
曲
」
で
し
か
な
く
、
久
野
は

「
何
と
云
ふ
昔
と
愛
ら
な
さ
加
減
だ
ら
う
と
思
」
い
、
「
再
び
微
笑
を
禁
じ
得

不
足
の
た
め
に
同
封
の
原
稿
を
久
野
の
手
で
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
へ
発
表
し

て
欲
し
い
旨
が
書
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
稿
は
学
生
時
代
の
「
交

￣

２
￣

一Ｌ－

ノ、
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と
な
っ
た
、
一
九
二
五
年
一
一
月
の
同
志
社
大
学
の
軍
事
教
練
反
対
ビ
ラ
に
当
時
被
告
の
一
人
で
あ
っ
た
林
房
雄
は
、
「
繭
」
（
「
解
放
」
一
九
一
一
六
年

端
を
発
す
る
京
都
学
連
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
学
生
社
会
科
学
連
合
会
七
月
）
や
「
鉄
窓
の
花
」
（
『
文
芸
戦
線
」
一
九
一
一
七
年
四
月
）
な
ど
の
短
編

（
以
下
、
学
連
）
第
一
一
回
全
国
大
会
以
後
、
学
連
と
日
本
労
働
組
合
評
議
会
小
説
に
よ
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
お
け
る
新
進
作
家
と
し
て
注
目

な
か
っ
た
」
が
、
ふ
と
こ
れ
は
五
百
木
の
質
の
悪
い
悪
戯
で
は
な
い
だ
ろ
う

と
の
接
触
を
警
戒
し
て
い
た
当
局
に
よ
り
、
同
志
社
大
学
、
京
都
大
学
の
学

か
と
も
思
い
、
結
局
し
ば
ら
く
考
え
た
末
に
放
っ
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
一

生
三
三
人
が
検
挙
さ
れ
た
こ
の
事
件
で
は
、
学
生
た
ち
は
一
旦
は
証
拠
不
十

月
ほ
ど
た
っ
た
七
月
半
ば
頃
に
、
五
百
木
か
ら
催
促
の
手
紙
が
届
き
、
久
野

分
に
よ
り
釈
放
さ
れ
た
も
の
の
、
二
一
月
に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
学
生

は
原
稿
を
送
り
返
そ
う
と
思
い
な
が
ら
忘
れ
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
一
月
後
、

大
会
に
よ
り
若
槻
内
閣
へ
の
抗
議
団
派
遣
が
決
定
さ
れ
、
法
、
経
済
学
部
の

五
百
木
か
ら
別
に
発
表
の
あ
て
が
で
き
た
の
で
原
稿
を
送
り
返
し
て
ほ
し
い

教
授
団
が
抗
議
意
見
書
を
発
表
す
る
な
か
で
、
翌
一
一
六
年
一
月
一
五
日
に
全

と
の
手
紙
が
届
き
、
久
野
は
是
幸
い
と
す
ぐ
原
稿
を
送
り
返
し
、
そ
れ
つ
き

国
一
斉
検
挙
が
始
ま
り
、
四
月
に
か
け
て
関
西
数
大
学
の
左
翼
系
教
授
も
含

り五百木からは何の音沙汰もなかった。それからさらに一年後、敬罪事實」の適用により起訴された・一九一一七年五月三○日の判
め
た
学
生
三
八
人
が
「
治
安
維
持
法
違
反
事
實
」
「
出
版
法
違
反
事
實
」
「
不

久
野
は
ふ
と
取
り
上
げ
て
見
た
新
聞
に
「
大
き
な
標
題
で
、
學
生
の
危
険
思

想
を
研
究
し
た
一
図
が
、
起
訴
さ
れ
た
報
道
」
を
見
つ
け
る
。
久
野
は
特
に

決
で
は
、
一
年
か
ら
八
ヶ
月
の
禁
銅
刑
が
く
だ
さ
れ
、
執
行
猶
予
は
五
名
し

心を動かされることもなく目をやっていたが、被告一欄の東大生ところで、この学連事件に対し、中野重治はどのように関わつ
か
い
な
か
っ
た
。

の
項
目
に
五
百
木
ら
し
き
人
物
の
名
を
見
つ
け
、
「
異
常
な
感
動
」
を
お
ぼ

える。そして彼の境遇を思いやり、「彼にさぅ云ふ方向を取らし一九二四年四月に東京帝大文学部独逸文学科に入学し、翌二五
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
事
に
就
い
て
は
、
私
た
ち
に
も
責
任
が
あ
る
や
う
に
感
じ
」
た
が
、
結
局

自
分
に
は
彼
に
差
し
入
れ
し
て
や
る
だ
け
の
熱
意
も
な
い
事
が
わ
か
り
、

年
夏
に
林
房
雄
を
通
し
新
人
会
に
入
会
し
た
中
野
は
、
同
年
一
○
月
、
林
房

「
ま
さ
か
五
百
木
で
も
あ
る
ま
い
」
と
「
涙
ぐ
ま
し
い
例
の
微
苦
笑
で
、
差

雄
や
鹿
地
亘
、
久
板
栄
二
郎
、
川
口
浩
ら
と
と
も
に
東
大
内
に
社
会
文
芸
研

し
富
た
り
氣
持
を
和
ら
げ
る
よ
り
外
な
ど
と
感
じ
る
。

究
会
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
中
野
と
と
も
に
活
動
し
て
い

この小説の主人公で、「第三次新思想」という文学者グループＴ｝
た
林
房
雄
が
、
学
連
事
件
の
被
告
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
（
林
は
控
訴
審

に
所
属
す
る
作
家
久
野
の
モ
デ
ル
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
久
米
自
身
で
あ
る
・

に
よ
り
、
禁
鋼
二
年
の
刑
が
確
定
）
事
を
考
え
れ
ば
、
中
野
に
と
っ
て
学
連

そしてこの作品に出てくる「學生の危険思想を研究した一囚が、ていたはずである・
事
件
と
は
、
自
ら
の
身
の
上
に
十
分
に
起
こ
り
え
た
事
件
と
し
て
認
識
さ
れ

起
訴
さ
れ
た
」
事
件
と
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
治
安
維
持
法
適
用
第
一
号

「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

六
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さ
れ
て
い
た
。
「
繭
」
は
、
息
子
を
学
校
に
通
わ
せ
る
た
め
に
製
糸
工
場
で
一
九
一
一
六
年
一
一
一
月
）
と
お
も
え
る
よ
う
な
貧
し
い
少
年
時
代
を
過
ご
し
、

女
工
と
し
て
働
く
母
を
も
つ
秀
才
の
中
学
生
が
、
母
の
つ
ら
い
労
働
と
そ
の
実
際
に
製
糸
工
場
で
働
い
て
息
子
を
学
校
に
や
っ
て
い
た
母
・
ヒ
デ
を
持
つ

果
て
の
病
死
に
思
い
を
は
せ
、
や
が
て
無
産
階
級
運
動
へ
と
身
を
投
じ
る
物
林
房
雄
自
身
の
自
伝
的
小
説
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

語
で
あ
る
。
作
中
、
母
の
姿
は
製
糸
工
場
の
釜
の
中
で
「
ぐ
つ
ぐ
っ
と
煮
ら
こ
う
し
た
学
連
事
件
の
被
告
の
一
人
の
姿
に
対
し
て
、
「
万
年
大
學
生
」

延
眼
に
見
え
な
い
一
筋
の
絹
絲
で
そ
の
生
命
を
吸
ひ
と
ら
れ
、
次
第
に
細
に
お
い
て
久
米
が
学
達
事
件
の
被
告
人
像
と
し
て
描
い
た
の
は
、
か
っ
て
は

く
細
く
痩
せ
て
行
き
や
が
て
眞
驫
な
蜥
ｌ
不
用
な
死
繼
と
獲
っ
て
煮
陽
文
学
の
道
を
志
し
ま
た
そ
の
才
能
も
持
ち
な
が
ら
、
文
学
に
見
切
り
を
つ
け

の
中
に
ほ
う
り
出
さ
れ
る
」
蚕
の
姿
と
重
ね
ら
れ
る
。
「
鉄
窓
の
花
」
は
林
時
間
と
才
能
を
無
為
に
浪
費
し
て
久
野
た
ち
の
「
第
四
次
新
思
想
」
グ
ル
ー

が
学
連
事
件
の
被
告
と
し
て
未
決
監
に
収
容
さ
れ
た
際
の
体
験
を
も
と
に
猫
プ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
「
万
年
大
学
生
」
五
百
木
で
あ
り
、
彼
の
誰
か
ら
も

か
れ
、
語
り
手
の
「
私
」
は
監
房
の
窓
の
格
子
に
絡
み
つ
い
た
朝
顔
を
見
て
、
相
手
に
さ
れ
な
い
と
い
う
焦
燥
感
や
挫
折
感
が
彼
を
「
危
険
思
想
」
に
走
ら

（
２
》

や
は
り
製
糸
工
場
で
働
い
て
い
た
母
親
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
「
そ
の
五
十
せ
た
と
さ
れ
る
。
「
學
生
治
安
維
持
法
違
反
事
件
身
上
調
査
」
の
中
で
、
被

年
の
生
涯
を
、
地
下
水
の
よ
う
に
塵
え
ら
れ
、
日
蔭
の
草
の
よ
う
に
っ
、
ま
告
達
の
ほ
ぼ
全
員
が
、
社
会
王
義
研
究
を
志
し
た
動
機
と
し
て
挙
げ
て
い
る

し
く
生
き
て
來
た
」
母
は
、
「
私
」
が
「
社
會
主
義
者
と
し
て
行
動
す
る
や
自
ら
が
直
面
し
た
階
級
的
問
題
に
つ
い
て
、
「
万
年
大
學
生
」
で
は
一
切
触

う
に
な
っ
た
時
、
誰
よ
り
も
深
く
悲
し
」
み
、
「
そ
し
て
、
誰
よ
り
も
早
く
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。

理
解
し
て
く
れ
た
」
と
い
う
。
そ
の
母
は
現
在
、
東
京
で
「
大
學
の
同
志
達
そ
し
て
中
野
の
「
万
年
大
學
生
」
に
対
す
る
瞬
発
的
と
も
い
え
る
怒
り
は
、

の
合
宿
の
世
話
を
し
て
く
れ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
「
私
」
お
そ
ら
く
語
り
手
の
久
野
が
、
五
百
木
の
境
遇
を
想
像
す
る
場
面
に
向
け
ら

と
同
じ
未
決
囚
と
し
て
一
緒
に
保
釈
さ
れ
る
Ｓ
か
ら
、
Ｓ
の
父
親
が
息
子
の
れ
て
い
る
。
五
百
木
の
動
機
は
作
中
で
語
り
手
の
久
野
に
よ
っ
て
一
方
的
に

入
獄
を
知
っ
て
「
十
年
も
年
を
と
っ
た
」
と
い
う
話
を
聞
く
。
Ｓ
は
外
に
出
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
五
百
木
像
は
作
者
で
あ
る
久
米

る
と
自
由
に
本
を
読
む
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
か
ら
、
外
に
出
た
く
な
い
と
正
雄
に
よ
っ
て
想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
久
米
は
自
ら
が
想
像
し
た
学
連

い
う
・
こ
う
し
た
自
分
た
ち
の
境
遇
に
思
い
を
は
せ
た
「
私
」
は
「
社
會
主
事
件
被
告
人
達
の
境
遇
に
、
何
か
自
分
に
も
責
任
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
そ

義
者
が
肉
親
感
情
に
溺
れ
る
こ
と
は
過
去
に
溺
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
自
戒
ぶ
り
を
見
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
「
微
苦
笑
」
と
い
う
身
振
り
の
中
に
、
五

百
木
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
学
連
事
件
被
告
人
た
ち
の
動
機
の
す
べ
て
を
回

的
に
考
え
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
は
、
九
州
の
没
落
商
人
の
家
に
生
ま
れ
、
「
こ
ん
な
世
の
収
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

中
な
ら
死
ん
で
し
ま
ひ
た
い
」
（
林
房
雄
「
批
評
に
つ
い
て
」
「
文
藝
戦
線
』
中
野
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
被
告
人
の
一
人
で
あ
る
林
房
雄
の
姿

七
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「
知
識
人
と
労
働
者
の
対
立
が
は
ら
ん
で
い
る
は
ず
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、

小
市
民
的
感
覚
の
次
元
で
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
調
和
が
も
た
ら
さ
れ

【
３
》

る
」
｝
」
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

徴
表
で
あ
る
「
微
笑
」
へ
と
転
回
す
る
サ
イ
ク
ル
の
う
ち
に
、
久
米
の
自
我

が
検
証
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
こ
の
「
自
我
と
他
人
」
は
そ
の
ま
ま
、
「
知
識

人
と
労
働
者
」
と
い
う
図
式
に
当
て
は
ま
り
、
こ
の
「
微
苦
笑
」
に
よ
り

笑
」
と
「
微
笑
」
と
の
微
妙
な
緊
張
関
係
に
、
そ
の
作
因
を
求
め
て
い
る
。

い
わ
ば
自
我
と
他
人
の
違
和
感
の
徴
表
で
あ
る
「
苦
笑
」
か
ら
、
調
和
感
の

と
こ
ろ
で
、
「
万
年
大
學
生
」
の
中
で
久
野
が
し
ば
し
ば
み
せ
る
「
微
苦

笑
」
は
、
久
米
自
身
が
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
彼
自
身
の
文
学
的
態
度
で
も

あ
る
。

微
苦
笑
と
云
ふ
の
は
、
私
の
造
語
で
、
微
か
な
苦
笑
と
云
ふ
意
味
で

は
な
い
。
微
笑
に
し
て
同
時
に
苦
笑
で
あ
る
の
詣
で
あ
る
。
そ
し
て
私

の
や
う
や
く
三
十
而
立
し
得
た
、
生
活
及
び
芸
術
上
の
一
種
の
態
度
で

あ
る
。
是
を
悟
道
と
云
ふ
に
は
余
り
に
平
俗
、
是
を
心
境
と
称
す
る
に

は
、
余
り
に
曇
濁
に
過
ぐ
。
た
だ
、
世
上
此
の
態
度
を
目
し
て
、
卑
怯

と
云
ひ
回
避
と
云
ふ
は
、
梢
々
心
外
の
感
な
き
を
得
な
い
。
私
を
し
て

云
は
し
む
れ
ば
、
寧
ろ
静
か
な
る
包
括
で
あ
る
。
謙
遜
な
る
迎
接
で
あ

る
。
（
『
微
苦
笑
藝
術
』
新
潮
社
一
九
二
四
年
一
二
月
）

前
田
愛
は
久
米
の
「
微
苦
笑
」
を
評
し
て
「
久
米
の
短
編
の
大
半
は
「
苔

と
、
久
米
が
「
万
年
大
學
生
」
に
よ
っ
て
描
き
出
し
た
階
級
的
視
点
を
欠
落

さ
せ
ら
れ
た
被
告
人
像
と
の
落
差
、
そ
の
落
差
を
生
み
出
す
も
の
こ
そ
、
中

野
が
怒
り
を
向
け
る
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

体
の
も
の
で
あ
る
。
久
米
は
中
野
の
憤
怒
に
対
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
応
答

す
る
。

ず
に
、
直
接
話
か
け
た
け
れ
ば
直
ぐ
，
民
衆
に
話
し
か
け
う
る
時
期
に
逢
着

し
た
。
／
自
然
に
依
っ
て
、
吾
々
は
今
後
、
適
度
の
左
傾
を
、
無
理
で
な
く

為
し
得
る
。
」
（
「
適
度
の
左
傾
」
『
文
芸
春
秋
』
一
九
二
三
年
一
一
月
）
と

｜
吾
々
は
今
こ
そ
、

「
自
分
自
身
の
藝
術
的
立
場
を
一
言
す
る
な
ら
ば
、
自
分
も
自
分
の
所
産
せ

る
藝
術
の
結
果
と
し
て
、
何
ら
か
の
形
式
に
於
い
て
、
社
會
革
命
の
階
級
戦

に
は
参
加
し
た
い
希
望
は
持
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
階
級
運
動
に
対
し
て
シ

ン
パ
シ
ー
を
寄
せ
て
い
る
素
振
り
を
見
せ
る
久
米
の
態
度
は
、
一
方
で

能
す
る
」
と
し
て
、
「
微
苦
笑
」
の
も
つ
暴
力
性
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
別

（
４
）

扶
す
る
。

こ
う
し
た
「
微
苦
笑
」
と
い
う
身
振
り
に
よ
っ
て
作
動
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ

い
』
７
卜
守
フ
カ
》
、

－
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
対
す
る
彼
の
態
度
に
も
よ
く
発
揮
さ
れ
て

い
る
。
「
階
級
文
藝
に
對
し
て
」
（
『
改
造
』
一
九
一
一
一
二
年
一
月
）
に
お
い
て
、

と
至
り
「
そ
の
〈
心
的
境
地
〉
は
分
か
る
者
だ
け
に
分
か
る
「
朋
党
意
識
」

を
醸
成
し
、
象
徴
暴
力
を
通
じ
て
容
易
に
他
者
を
排
除
す
る
装
置
と
し
て
機

ま
た
、
藤
井
貴
志
は
も
っ
と
直
裁
に
、
「
問
題
の
顕
在
化
を
巧
み
に
回
避

し
つ
つ
ズ
ラ
し
、
事
態
を
陵
昧
な
ま
ま
に
、
隠
微
且
つ
想
像
的
に
回
収
す
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
機
能
を
有
す
る
も
の
こ
そ
、
こ
の
声
に
な
ら
な
い
笑
い
－

－
即
ち
久
米
的
〈
微
苦
笑
〉
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
こ
の
「
微
苦
笑
」

が
「
私
小
説
と
心
境
小
説
」
Ｓ
文
藝
講
座
」
一
九
二
五
年
一
月
、
五
月
）
へ

階
級
対
立
そ
の
も
の
を
無
化
し
よ
う
と
す
る
態
度
と
表
裏
一

よ
け
い
な
お
先
走
り
の
太
鼓
叩
き
を
中
途
に
介
在
さ
せ

七
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文
学
」
と
い

で
あ
り
、
「

「
大
衆
」
を
容
易
に
同
一
化
で
き
る
（
同
時
に
そ
れ
は
容
易
に
疎
外
す
る
一
」

（
５
）

と
も
可
能
と
な
る
）
「
他
者
」
と
し
て
表
象
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

自
ら
を
傍
観
者
の
位
置
に
置
く
こ
と
で
、
大
杉
の
身
体
に
行
使
さ
れ
た
暴
力

を
受
け
入
れ
る
語
り
口
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の

学
連
事
件
は
、
京
都
地
裁
の
公
判
に
付
す
る
と
の
終
結
決
定
が
下
さ
れ
た

ていくという事にある・久米に代表されるこうしたある種のリベ一九二六年九月一五日以降に報道解禁となった。記事解禁当日の
特
徴
は
、
批
評
態
度
が
ま
ず
先
に
あ
り
、
現
実
を
そ
れ
に
合
わ
せ
て
解
釈
し

ラルさのもつ問題点は、「殺された責めの一半は」、相手への警戒各新聞は、警察発表をそのまま用いて事件のあらましを報道した。
を怠った「大杉君の方にもある。」とするように、被害者の当事例えば『東京朝日新聞」（九月一六日）の見出しは、「京大から端
者責任を問うことで責任の本当の所在がずらされていくことにあを發した全國的の學生大楡暴社會科學研究の名に隠れて暴露し

た
實
際
運
動
」
と
あ
り
、
ま
た
同
日
付
『
讃
寶
新
聞
」
で
は
、
「
京
都
帝
大

そ
し
て
、
こ
う
し
た
久
米
の
「
微
苦
笑
」
と
い
う
身
振
り
は
、
．
等
俳

優
大
杉
君
の
死
に
就
い
て
」
（
「
改
造
」
一
九
二
三
年
一
一
月
引
用
は

「
久
米
正
雄
全
集
」
）
に
お
い
て
、
虐
殺
さ
れ
た
大
杉
栄
を
俳
優
に
見
立
て
、

こ
う
し
た
、
「
知
識
人
と
大
衆
」
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア

人
の
一
人
で
あ
る
淡
徳
三
郎
が
「
此
の
度
の
學
生
大
衆
に
與
へ
る
反
響
は
、

だ
つ
た
の
だ
。
諸
君
と
て
同
じ
ニ
キ
ビ
を
マ
ル
ク
ス
風
に
潰
し
て
居
る

に
過
ぎ
な
い
！
僕
も
中
野
君
の
云
ふ
如
く
、
「
萬
年
小
僧
」
で
あ
ら
う

が
諸
君
は
そ
れ
以
上
の
何
な
の
で
あ
ら
う
。

（
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
學
の
諸
問
題
」
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
年
三
月
）

私
を
し
て
、
厭
ら
し
き
悪
口
を
云
は
し
む
る
な
ら
ば
、
現
在
の
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
學
も
、
矢
張
り
、
吾
吾
が
吾
々
の
ニ
キ
ビ
を
、
星
菫
派
的

に
潰
し
た
如
く
餘
り
に
適
切
だ
と
畷
ふ
な
。
一
時
代
以
前
に
は
ニ
キ
ビ

を
潰
し
乍
ら
書
く
と
云
ふ
言
葉
は
文
學
を
瑚
弄
非
難
す
る
最
初
の
も
の

「
万
年
大
學
生
」
の
久
野
が
五
百
木
に
対
し
て
行
っ
た
よ
う
に
、

っ
た
対
立
軸
を
無
化
し
て
い
く
レ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
が
「
微
苦
笑
」

当
事
者
性
を
問
わ
な
い
態
度
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
大
杉
を
殺
し
た
も
の
、

殺
さ
せ
た
も
の
に
対
す
る
道
徳
的
不
感
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
久

米
正
雄
的
な
身
振
り
に
現
れ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

「
萬
年
大
學
生
の
作
者
に
」

考
え
ら
れ
る
の
だ
。

こ
の
中
野
の
批
判
は
「

る
○

久
米
正
雄
個
人
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

反
動
勢
力
の
結
集
と
い
ふ
事
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
（
中
略
）
全
艦
と
し

て
の
学
生
群
そ
の
も
の
は
決
し
て
今
回
の
検
挙
に
對
し
て
、
自
由
主
義
的
義

（
６
）

償
か
ら
、
治
安
維
持
法
反
對
の
勢
力
た
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
」
と
悲
観
的

に
述
べ
る
よ
う
に
、
久
米
的
身
振
り
を
伴
っ
た
言
説
が
多
く
現
れ
た
、
そ
の

こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
は
そ
う
し
た
構
造
を
自
ら
が
再
生
産
し
て
い
る
と
い
う
、

－－

３
－－

「
萬
年
大
學
生
の
作
者
」

に
お
い
て
中
野
が
急
務
と
し
た
こ
と
で
あ
る
と

と
名
指
し
な
が
ら
、
実
は

そ
れ
は
、
学
連
事
件
被
告

七
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学
連
事
件
に
対
す
る
諸
批
判
の
要
点
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の
四
点
に

な
る
だ
ろ
う
、
一
、
学
生
達
の
活
動
が
、
「
実
際
運
動
」
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
。
ま
た
、
な
に
を
も
っ
て
「
実
際
運
動
」
と
み
な
し
、
そ
れ
は
「
研
究
活

動
」
と
ど
の
よ
う
に
し
て
峻
別
で
き
る
の
か
。
二
治
安
維
持
法
の
適
用
は

適
当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
三
、
検
束
の
際
の
当
局
の
取
締
は
違
法
で
は
な

い
か
。
四
、
治
安
維
持
法
そ
の
も
の
が
正
当
性
を
持
つ
か
ど
う
か
。
こ
れ
ら

の
中
で
も
、
特
に
一
の
項
目
に
つ
い
て
、
多
く
の
論
者
の
関
心
が
集
中
し
、

そ
し
て
中
野
が
批
判
し
よ
う
と
し
た
久
米
的
身
振
り
を
伴
っ
た
言
説
も
、
次

に
見
る
よ
う
に
こ
の
項
目
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

治
安
維
持
法
そ
の
も
の
の
不
当
性
を
主
張
し
た
。

き
の
違
法
性
を
問
う
た
。
ま
た
、
森
戸
辰
男
は
「
こ
の
犯
罪
は
こ
の
治
維
法

上
の
犯
罪
で
あ
り
、
従
っ
て
治
維
法
な
か
り
せ
ば
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ

（
８
）

ろ
の
犯
罪
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
被
告
人
検
挙
の
根
拠
と
な
る

段
と
し
て
行
ふ
く
き
も
の
で
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
を
、
明
に
し
て
置
け
ば
よ

｛
７
》

い
・
」
と
し
て
、
当
局
が
学
生
の
検
束
に
対
し
、
本
来
酩
酊
者
な
ど
の
保
護

の
為
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
行
政
執
行
法
を
用
い
た
こ
と
に
対
し
、
そ
の
手
続

を
中
心
に
Ｉ
全
國
學
生
の
陰
諜
事
件
鱸
末
藤
謙
終
結
し
、
四
十
二
名
有

罪
」
と
報
道
し
た
。

こ
れ
に
対
し
同
年
一
○
月
の
「
我
等
」
や
「
改
造
』
、
二
月
号
の
『
解

放
』
が
い
ち
早
く
「
學
生
事
件
批
判
」
の
特
集
を
組
む
な
ど
、
多
く
の
知
識

人
か
ら
批
判
の
声
が
上
げ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
佐
々
木
惣
一
は
「
富
初
官
憲

が
學
生
に
就
て
犯
罪
を
捜
査
す
る
や
、
彼
の
行
政
上
の
億
束
の
手
段
を
用
ゐ

た
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
要
す
る
に
、
行
政
上
の
億
束
は
犯
罪
の
捜
査
の
手

「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

象
的
な
観
想
を
述
べ
た
ま
で
ざ
あ
る
」
（
「
學
問
は
遊
戯
で
は
な
ど
同
前
）

る
も
の
で
は
な
い
。
／
私
は
事
件
の
内
容
を
詳
か
に
し
な
い
か
ら
具
鵠
的
に

此
の
事
件
に
就
て
の
批
評
は
何
も
い
ふ
こ
と
は
出
來
な
い
。
た
蕊
一
般
的
柚

の
毒
で
仕
方
が
な
い
、
（
中
略
）
學
問
研
究
に
際
し
或
る
眞
理
に
近
づ
け
ば

必
然
に
研
究
者
の
思
想
お
よ
び
感
情
に
迫
ま
っ
て
寳
行
的
努
力
に
向
は
し
め

如
何
な
る
悪
黛
か
知
ら
な
い
が
、
一
網
打
議
に
せ
ら
れ
て
一
月
か
ら
九
月
ま

で
も
長
い
間
未
決
監
に
つ
な
が
れ
て
居
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
も
、
私
は
氣

る
、
（
中
略
）
思
想
の
監
督
取
締
若
く
は
善
導
は
、
こ
ん
な
方
法
で
は
出
來

い
結
果
で
あ
る
」
（
「
研
究
厘
迫
は
不
可
妄
信
的
態
度
も
避
け
よ
」
「
帝
國

大
学
新
聞
」
一
九
二
六
年
九
月
一
一
○
日
）
と
事
件
に
関
す
る
感
想
を
述
べ
て

い
る
。
ま
た
経
済
学
部
教
授
矢
内
原
忠
雄
は
「
三
○
除
名
も
の
若
い
學
生
が
、

併
し
如
何
に
好
ま
し
か
ら
ざ
る
法
律
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
現
に
法
律
が
出
來

た
以
上
は
、
臣
民
と
し
て
國
法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、

そ
れ
を
犯
し
た
者
が
法
律
に
依
っ
て
虚
断
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
巳
む
を
得
な

大
き
な
政
治
動
向
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
を
法
律
で
圧
迫
す
る
こ
と
が
よ
い

結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
治
安
維
持
法
に
対
し

は
、
國
の
名
誉
で
も
な
け
れ

「
…
良
法
な
り
と
は
恩
推
し
得
な
い
も
の
で
、
此
の
如
き
法
律
を
有
っ
こ
と

部
達
吉
は
「
…
事
件
の
内
容
は
明
瞭
で
な
い
が
、
恐
く
は
彼
等
は
一
意
コ
ム

ミ
ュ
ー
ニ
ズ
ム
を
無
二
の
信
條
と
し
、
他
の
何
者
を
も
顧
み
ず
、
其
の
所
信

に
鷲
進
し
た
の
で
あ
ら
う
と
想
像
せ
ら
れ
る
」
と
し
、
共
産
主
義
は
世
界
の

一
九
二
六
年
九
月
二
○
日
付
の
「
帝
國
大
学
新
聞
』
に
は
、
東
西
両
大
学

の
各
学
部
教
授
が
事
件
に
對
す
る
談
話
を
寄
せ
て
い
る
。
法
学
部
教
授
美
濃

ぱ
、
國
の
利
益
と
も
信
じ
え
な
い
も
の
で
あ
る
、
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と
述
べ
た
。
同
じ
く
経
済
学
部
教
授
大
内
兵
衛
は
、
「
學
生
は
學
徒
の
内
最

も
若
き
學
徒
で
あ
る
、
現
代
は
社
會
思
想
混
乱
の
時
代
で
あ
る
、
私
は
學
生

學
生
は
血
氣
だ
、

憂
へ
る
（
中
略
）

こ
の
不
祥
事
が
一
旦
起
っ
た
以
上
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
矢
張
左
の
希
望

を
か
け
た
い
、
即
ち
第
一
に
は
か
興
る
事
件
の
た
め
に
誤
っ
た
虚
置
に
ょ
つ

を
た
ず
よ
は
せ
て
學
内
の
學
生
の
冷
静
を
少
し
で
も
害
し
て
は
な
ら
な
い
、
」

（
「
冷
静
な
る
自
由
」
同
前
）
と
述
べ
た
。

こ
れ
ら
の
談
話
に
共
通
な
の
は
、
皆
一
様
に
学
生
に
対
す
る
同
情
の
意
を

表
明
し
て
い
る
こ
と
だ
。
し
か
し
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
言
説

は
み
な
学
生
の
「
実
行
」
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
の
事
件

の
社
會
科
學
的
熱
意
が
今
特
に
盛
大
と
な
っ
て
來
た
の
を
喜
ぶ
、

て
學
生
攻
學
の
意
氣
を
衰
へ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、

の
内
容
に
関
し
て
は
み
な
関
知
し
て
い
な
い
と
断
り
を
入
れ
て
い
る
。
学
生

で
あ
る
。

の
実
行
に
関
す
る
彼
ら
の
見
解
は
、
事
件
の
内
容
を
彼
ら
が
彼
ら
の
都
合
の

こ
う
し
た
認
識
が
「
万
年
大
學
生
」
を
書
い
た
久
米
の
そ
れ
と
多
く
を
共

有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
和
辻
は
、
震
災
の
際
の
社
会
主
義

よ
い
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
の
だ
。

こ
う
し
た
、
事
件
に
対
す
る
知
識
人
に
よ
る
久
米
的
身
振
り
を
伴
っ
た
応

者
の
「
暴
動
の
戦
略
の
如
き
は
、
繼
憤
を
や
る
空
想
で
あ
っ
て
、
具
鰡
的
組

答
の
典
型
的
な
例
は
、
次
に
見
る
よ
う
な
和
辻
哲
郎
の
言
説
に
も
っ
と
も
ょ

織
的
な
計
萱
で
は
な
か
っ
た
」
と
の
べ
、
学
連
事
件
に
お
け
る
学
生
の
研
究

も
、
こ
う
し
た
「
鯵
憤
を
や
る
空
想
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
研
究
の
名
に
値
し

く
現
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

事
件
を
発
端
と
し
て
書
か
れ
た
和
辻
哲
郎
「
学
生
検
挙
事
件
所
感
」
Ｓ
京

な
い
と
断
じ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
引
用
部
に
も
あ
る
と
お
り
、
「
自
分
に

都
帝
国
大
学
新
聞
」
一
九
二
六
年
九
月
二
五
日
）
は
、
社
会
主
義
者
の
一
部

は
判
断
が
つ
か
な
い
」
、
「
で
な
か
っ
た
か
と
思
ふ
」
と
い
う
よ
う
な
推
測
、

が
暴
動
の
研
究
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
安
成
貞
雄
に
聞
い
た
話
と
し
て

あ
る
い
は
憶
測
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
所
感
は
河
上
肇
の

（
９
）

紹
介
し
、
関
東
大
震
災
の
際
に
社
会
主
義
者
と
朝
鮮
人
が
暴
動
を
起
こ
し
て

激
し
い
反
発
を
招
き
、
両
者
の
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
。

私
は
そ
の
研
究
の
態
度
が
或
は
小
児
病
的
で
は
な
い
か
を

私
は
今
回
の
事
件
に
つ
い
て
何
事
も
知
ら
な
い
、

第
二
に
は
無
用
の
疑
惑

私
は
學
生

し
か
し
、

し
か
し

い
る
と
い
う
噂
が
流
布
し
た
と
き
に
、
そ
の
噂
が
「
単
な
る
空
想
で
は
な
か

っ
た
か
と
」
と
思
っ
た
が
、
や
は
り
そ
れ
は
嘘
で
あ
っ
た
、
と
述
べ
、
次
の

よ
う
に
書
い
た
。

今
度
暴
露
し
た
事
件
が
青
年
ら
し
い
空
想
に
過
ぎ
ぬ
か
、
或
は
具
体

會
科
学
の
「
研
究
」
が
あ
く
ま
で
も
鯵
憤
を
や
る
空
想
の
類
と
離
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
感
ず
る
。
階
級
意
識
の
昂
進
は
破
壊
的
手
段

的
な
實
行
の
着
手
で
あ
っ
た
か
は
、
自
分
に
は
判
断
が
つ
か
な
い
。
恐

マ
マ

ら
く
双
方
の
混
合
で
は
な
か
っ
た
と
田
心
ふ
。
そ
れ
に
つ
い
て
自
分
は
社

法
律
さ
へ
も
、
反
對
階
級
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
認
め
ぬ
、

い
ふ
態
度
は
明
ら
か
に
暴
力
的
で
あ
る
。
（
中
略
）
「
社
會
科
学
」

「
研
究
」
を
標
袴
し
て
賞
は
レ
ー
ニ
ズ
ム
の
信
仰
の
下
に
階
級
争
闘
の

戦
略
を
講
ず
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
科
學
或
は
研
究
と
い
ふ
鮎
は
妄
用

に
對
す
る
無
反
省
な
共
鳴
を
呼
び
起
こ
し
て
は
ゐ
な
い
で
あ
ら
う
か
。
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こ
う
し
た
通
俗
性
を
批
判
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
人
々
の
意
識
を
変
革

す
る
こ
と
が
、
「
萬
年
大
學
生
の
作
者
に
」
を
は
じ
め
と
し
た
、
こ
の
時
期

存
在
を
、
批
判
す
る
と
肯
定
す
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
自
明
な
も
の
と
し
て
受

け
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

入
れ
る
こ
と
で
、

とる
い。

うつ
､－ユー

物
言
い
の
上
に
成
り
立
ち
、
あ
る
一
定
の
読
み
の
方
向
に
読
み
手
を
誘
導
す

し
た
通
俗
性
こ
そ
が
社
会
的
な
意
識
を
形
成
し
、

も
の
で
あ
る
が
、

こ
と
、
自
ら
の
凹

し
て
い
る
こ
と
、

河
上
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
和
辻
の
所
感
は
「
非
常
な
微
妙
さ
を
持
つ
」
、

「
即
く
が
如
く
雑
る
、
が
如
く
、
承
く
る
が
ご
と
く
承
け
ざ
る
が
如
く
」
な

れ
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
批
判
し
た
。

な
影
響
を
与
え
た
責
任
を
も
つ
こ
と
、
そ
の
論
の
前
提
が
推
測
に
も
と
づ
く

河
上
は
、
「
學
生
検
曇
事
件
に
つ
い
て
（
和
辻
哲
郎
氏
に
寄
す
）
」
言
社
会

問
題
研
究
」
一
九
二
六
年
二
月
号
）
、
「
和
辻
哲
郎
氏
よ
り
の
寄
書
な
ら
び

に
こ
れ
に
對
す
る
私
の
所
感
」
（
同
前
一
二
月
号
）
に
お
い
て
、
和
辻
の

こ
の
所
感
が
、

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
言
説
が
、
読
み
手
の
読
み
た
い
よ
う
に
読
ま
せ
る

ざ
る
を
得
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
の
新
し
い
感
情
が
な
ぜ
生
ま
れ
な
け
れ
ば

自
ら
の
社
会
主
義
に
対
す
る
見
解
を
世
間
一
般
の
も
の
と
し
て
紹
介

あ
る
種
の
通
俗
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

－－

４
－－

「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

学
生
の
側
に
立
つ
べ
き
大
学
新
聞
に
掲
載
さ
れ
世
論
に
大
き

人
々
の
意
識
は
治
安
維
持
法
と
い
う
国
家
に
よ
る
抑
圧
の

学
生
の
行
動
に
対
す
る
批
判
と
ロ
シ
ア
革
命
に
対
す
る
そ

そ
の
推
測
自
体
は
何
ら
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い

そ
う
し
た
通
俗
さ
を
受
け

そ
う

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
作
動
す
る
あ
る
種
の
通
俗
性
、
中
野
の
言
葉
で
い
え
ば

「
小
市
民
的
」
な
通
俗
性
に
対
し
て
、
「
怒
り
」
と
い
う
感
情
を
も
っ
て
対
抗

す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

「
萬
年
大
學
生
の
作
者
に
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
中
野
が
高

は
、
詩
と
い
う
形
式
が
も
っ
と
も
人
々
の
感
情
に
直
接
に
働
き
か
け
る
こ
と

が
で
き
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
久
米
的
な
身
振
り
に
よ
っ
て
イ

中
野
が
自
ら
に
課
し
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
課
題
が
初
期
の
中

野
に
お
い
て
「
詩
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

理
解
せ
ず
ま
た
理
解
す
ま
い
と
す
る
彼
ら
に
對
す
る
憤
怒
で
あ
る
。
」
と
中

野
は
い
い
、
「
氏
が
、
氏
を
か
く
も
追
ひ
つ
め
た
彼
ら
の
性
質
を
理
解
さ
れ

な
い
限
り
」
、
「
氏
の
憤
怒
は
彼
ら
の
中
に
あ
っ
て
彼
ら
に
向
け
ら
れ
た
憤

怒
」
、
す
な
わ
ち
「
小
市
民
的
」
な
「
「
自
由
人
」
の
憤
怒
的
自
潮
」
と
な
ら

な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
感
情
は
何
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を

（
Ⅲ
》

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
「
知
識
人
に
お
け
る
主
体
の
変
革
」
を
士
心
向
す
る

そ
れ
ら
の
住
民
に
對
す
る
、
小
市
民
的
俗
人
に
對
す
る
憤
怒
で
あ
る
。
氏
を

批
判
し
た
。
朔
太
郎

ら
生
れ
ら
れ
た
氏
の

の
中
野
の
詩
の
仕
事
の
大
き
な
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

例
え
ば
、
中
野
は
二
郷
士
望
景
詩
』
に
現
れ
た
憤
怒
に
つ
い
て
」
（
「
鱸

馬
」
一
九
一
一
六
年
一
○
月
六
日
）
の
中
で
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
郷
土
望
景
詩
」

が
ら
、
朔
太
郎
自
身
が
そ
の
感
情
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
を

に
あ
ら
わ
れ
た
、
新
し
い
感
情
と
し
て
の
「
怒
り
」
に
高
い
評
価
を
置
き
な

朔
太
郎
の
「
憤
怒
」
は
「
あ
の
や
う
な
小
都
市
の
住
民
の
間
か

（
そ
し
て
生
産
に
直
接
参
輿
し
て
居
ら
れ
な
い
氏
の
）
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い
価
値
を
置
く
「
怒
り
」
と
い
う
感
情
を
基
底
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

初
出
と
「
鱸
馬
」
掲
載
版
に
お
け
る
異
同
を
見
る
と
、
第
二
連
の
初
出
形

「
君
は
差
し
入
れ
を
す
る
必
要
が
な
い
」
が
再
掲
版
で
は
「
そ
れ
は
君
の
差

し
入
れ
を
必
要
と
し
な
ど
と
な
り
、
行
為
の
主
体
が
「
君
」
か
ら
「
そ
れ
」
、

つ
ま
り
「
五
百
木
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
君
」
の
差
し
入
れ

を
「
五
百
木
」
が
拒
絶
す
る
か
た
ち
と
な
る
。
こ
れ
は
久
米
的
な
身
振
り
に

よ
っ
て
「
五
百
木
」
と
い
う
表
象
を
与
え
ら
れ
た
主
体
自
身
に
、
同
じ
く
久

米
的
身
振
り
に
よ
っ
て
差
し
の
べ
ら
れ
た
同
情
の
手
を
振
り
払
わ
せ
る
こ
と

ま
た
、
同
じ
く
第
二
連
に
挿
入
さ
れ
た
「
昔
サ
ム
ラ
ヒ
は
腹
切
り
を
必
要

と
し
た
／
だ
が
君
は
サ
ム
ラ
ヒ
で
な
い
」
の
持
つ
意
味
は
、
「
中
野
重
治
詩

集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
豪
傑
」
と
い
う
詩
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
。

で
、
そ
の
主
体
を
奪
還
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
倫
理
観
を
「
鱸
馬
』
掲
載
版
改
稿
部
分
に
重
ね

る
と
き
に
、
こ
れ
は
「
君
」
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
の
言
葉
と
な
る
。
こ
れ

は
先
と
は
逆
に
、
「
万
年
大
學
生
」
の
作
者
に
「
君
」
と
よ
び
か
け
、
「
臭
い

か
ら
来
る
「
恥
ず
か
し
い
こ
こ
ろ
」
に
対
し
て
「
腹
を
切
」
る
「
豪
傑
」
と

【
ｕ
）

は
、
こ
の
時
期
の
中
野
に
お
け
る
身
体
化
さ
れ
た
倫
理
観
を
示
す
。
「
豪
傑
」

初
出
未
詳
、
ナ
ウ
カ
社
版
詩
集
収
録
）

「
嘘
を
つ
く
こ
と
」
と
「
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら

ず
／
み
な
り
を
気
に
せ
ず
／
わ
ざ
を
磨
く
た
め
に
飯
を
食
わ
な
か
つ

た
〆
後
指
を
さ
さ
れ
る
と
腹
を
切
っ
た
／
恥
し
い
心
が
生
じ
る
と
腹
を

切
っ
た
／
か
い
し
や
く
は
友
達
に
し
て
貰
っ
た
／
（
後
略
）
（
「
豪
傑
」

む
か
し
豪
傑
と
い
う
も
の
が
い
た
／
彼
は
書
物
を
よ
み
／
嘘
を
つ
か

こ
う
し
た
作
業
に
よ
り
中
野
が
批
判
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
結
果
的
に
身

体
に
ま
で
及
ぶ
暴
力
的
統
制
を
是
認
し
て
し
ま
う
人
々
の
意
識
で
あ
り
、
そ

作
家
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
で
、
久
米
的
身
振
り
に
象
徴
さ
れ
る
通
俗
性
に

名
を
与
え
、
「
豪
傑
」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
よ
う
な
倫
理
観
を
欠
い
た
一
つ

学
運
動
と
政
治
運
動
を
結
合
さ
せ
る
実
践
と
し
て
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
内
に
お
い
て
も
、
大
衆
を
単
な
る
「
量
」
と
し（
胆
）

て
把
握
す
る
、
す
な
わ
ち
、
「
組
織
論
の
対
象
と
し
て
大
衆
を
設
定
す
る
」

と
い
う
形
で
顕
在
化
す
る
。
そ
れ
は
大
衆
を
単
な
る
客
体
と
し
て
の
み
捉
え

た
。
そ
の
意
味
で
、
「
萬
年
大
学
生
の
作
者
に
」
は
、
こ
の
時
期
の
中
野
の
文

し
て
そ
れ
は
他
で
も
な
い
詩
の
言
葉
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
中
野
は
考
え

論
的
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
以
後
、
中
野
の
向
か
う
先
に
は
、

困
難
な
道
が
待
ち
構
え
て
い
る
の
だ
。

る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
久
米
的
な
形
で
の
ナ
イ
ー
ブ

な
大
衆
把
握
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
野
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
運
動
に
お
け
る
活
動
は
、
こ
う
し
た
通
俗
性
と
の
闘
争
の
過
程
で
も
あ
っ

の
主
体
と
し
て
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
だ
。

た
。
そ
し
て
、

し
か
し
一
方
で
中
野
が
撃
と
う
と
し
た
通
俗
性
は
、

注（
１
）
学
連
事
件
に
つ
い
て
は
、
思
想
部
作
成
「
學
生
治
安
維
持
法
違

反
事
件
梗
概
」
（
昭
和
三
年
六
月
「
京
都
學
生
事
件
の
梗
概
と
身
上

調
査
（
思
想
研
究
資
料
第
七
輯
）
」
社
会
問
題
資
料
研
究
会
編
東

芸
術
大
衆
化
論
争
に
お
け
る
中
野
は
そ
う
し
た
動
き
に
、

中
野
自
身
が
所
属
す

七
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二
六
年
一
○
月
）
。

（
９
）
和
辻
・
河
上
論
争
に
つ
い
て
は
、
荘
子
邦
雄
「
和
辻
哲
郎
と
治

安
維
持
法
適
用
第
一
号
事
件
（
京
都
学
連
事
件
）
ｌ
思
想
史
の

視
座
に
よ
る
和
辻
全
体
像
解
析
の
一
環
と
し
て
ｌ
」
ｓ
札
幌

学
院
法
学
』
第
一
四
巻
一
号
一
九
九
七
年
九
月
）
を
参
照
。
荘

〆￣、

８
－戸 「

中
野
重
治
と
モ
ダ
ン
マ
ル
ク
ス
主
義
」
平
凡
社
一
九
九
八
年
一

一
月
九
日
）
。

（
６
）
「
學
生
検
挙
の
△
△
△
む
支
配
階
級
の
△
△
」
「
改
造
」
一
九
二

六
年
一
○
月
）
。

（
７
）
「
所
謂
學
生
事
件
に
関
す
る
理
論
的
考
察
」
（
「
改
造
」
一
九
二
六

年
一
二
月
）
。

洋
文
化
社
一
九
八
○
年
四
月
二
○
日
）
を
参
照
。

（
２
）
同
前
。

（
３
）
「
久
米
正
雄
の
位
置
」
（
『
成
躁
国
文
」
一
九
七
○
年
三
月
二
○
日
）
。

（
４
）
艫
共
貴
志
「
〈
微
苦
笑
〉
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ｌ
薇
苦
笑
芸
術
』

に
み
る
久
米
正
雄
的
主
体
の
生
成
と
分
裂
」
Ｓ
立
教
大
学
日
本
文

学
』
二
○
○
六
年
一
二
月
）
。

（
５
）
中
野
の
歌
の
執
勤
と
も
い
え
る
改
変
は
、
こ
う
し
た
久
米
の
応

答
に
対
す
る
再
反
論
と
も
考
え
ら
れ
る
。
Ｍ
・
シ
ル
バ
ー
バ
ー
グ

は
こ
う
し
た
中
野
に
お
け
る
歌
の
変
遷
を
、
彼
の
歌
に
よ
る
社
会

の
変
蕊
と
結
び
つ
け
て
「
替
え
歌
ｌ
・
…
ロ
陶
蝿
目
巴
と
い

う
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。
（
林
淑
美
・
佐
復
秀
樹
・
林
淑
姫
訳

「
社
會
科
学
運
動
の
犯
罪
性
と
文
化
史
的
意
義
」

「
怒
り
」
と
い
う
感
情
の
生
成

ｓ
改
造
』
一
九

房
）
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
豪
傑
は
作
者
の
〈
心
情
の
筋
〉

か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
客
体
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
「
中
野
の
〈
マ
ル

ク
ス
主
義
〉
が
身
体
的
に
血
肉
化
す
る
た
め
」
に
必
要
な
「
倫
理

的
な
土
壌
」
（
「
中
野
重
治
」
筑
摩
書
房
一
九
八
一
年
一
○
月
二

五
日
）
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
。

（
皿
）
林
淑
美
。
芸
術
大
衆
化
論
争
」
論
」
（
「
中
野
重
治
連
続
す
る

転
向
』
所
収
八
木
書
店
一
九
九
三
年
一
月
二
二
日
）
。

（
と
り
き
・
け
い
た
本
学
博
士
後
期
課
程
）

辻
「
思
想
史
」
本
来
の
姿
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
（
傍
点
原

文
）
。

（
、
）
林
淑
蘂
「
中
野
鬘
治
詩
集
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
Ｉ
中

野
に
お
け
る
民
衆
の
構
造
と
所
在
ｌ
」
｛
「
日
本
文
学
」
’
九
七

七
年
八
月
）
。

（
ｕ
）
北
川
透
は
、
「
豪
傑
」
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
倫
理
観
を
、
江
藤

淳
が
「
日
本
の
農
村
を
規
制
し
て
い
る
慣
習
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」

（
「
中
野
重
治
の
小
説
と
文
体
」
『
中
野
重
治
研
究
」
所
収
筑
摩
書

越
に
展
開
し
た
。
」
と
し
、
そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
「
和
辻
「
霊
的

本
能
主
義
」
以
来
の
絶
対
的
信
念
に
支
え
ら
れ
て
理
想
そ
れ
じ
た

そ
の
も
の
を
批
判
し
、
「
レ
ー
ニ
ン
主
義
乃
至
ロ
シ
ア
革
命
に
盲
目

●
●
■
●
●
●
印

的
心
酔
す
る
も
の
に
対
す
る
感
想
」
（
和
辻
。
圏
点
は
原
文
）
を
激

子
は
「
和
辻
は
「
事
件
の
」

●
●
●

避
し
、
も
っ
ぱ
ら
抽
象
的
．

い
を
力
説
し
、
な
ん
ら
現
実
と
か
か
わ
り
合
い
を
問
わ
な
い
、
和

核
心
に
積
極
的
に
触
れ
る
こ
と
を
回

観
念
的
に
「
過
激
社
会
主
義
」
思
想

七
七




