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数
輩
出
さ
せ
た
松
下
村
塾
の
指
導
者
・
吉
田
松
陰
を
尊
敬
し
た
。
し
か
も
内

政
・
外
交
両
面
で
醜
態
を
演
じ
て
い
る
薩
長
中
心
の
「
藩
閥
政
府
」
に
不
信

独
歩
の
作
品
は
、
大
部
分
が
「
山
林
海
浜
の
小
民
」
や
都
市
の
「
下
流
細

民
」
を
描
い
た
「
凡
人
の
伝
」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
独
歩
そ
の
人

は
「
小
民
」
の
一
人
と
し
て
生
き
た
人
で
は
な
か
っ
た
。

独
歩
は
山
口
県
で
育
ち
、
維
新
の
志
士
や
明
治
政
府
の
首
脳
者
た
ち
を
多

と
い
い
、
独
歩
が
そ
れ
を
書
か
な
い
う
ち
に
病
死
し
た
の
を
惜
し
み
、
「
思

１

ふ
て
も
残
念
な
は
今
一
度
筆
を
執
ら
せ
た
か
っ
た
こ
と
だ
」
と
述
懐
し
て
い

デ
〔
型
◎

Ｉ
独
歩
が
明
治
の
現
実
を
見
据
え
た
原
点

独
歩
の
晩
年
の
病
床
に
つ
き
添
っ
た
真
山
青
果
は
、

「
独
歩
氏
は
（
中
略
）
長
い
も
の
で
は
吉
田
松
陰
を
主
人
公
に
し
て
或
る
小

説
を
書
き
度
い
と
言
っ
て
居
た
。
こ
れ
は
よ
ほ
ど
得
意
の
も
の
ら
し
く
、

マ
マ

①

松
陰
を
仮
り
て
ｎ
分
を
書
く
の
だ
と
言
っ
て
居
た
。
」

国
木
田
独
歩
「
富
岡
先
生
」
の

人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

臼
４
。

ｌ
伝
記
と
虚
構
化
の
開
き
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

2

の
地
に
訪
問
し
た
。
こ
れ
が
『
富
岡
先
生
』
の
モ
デ
ル
だ
と
い
う
富
永
有
隣

と
、
独
歩
と
の
出
会
い
だ
っ
た
。
独
歩
は
そ
の
訪
問
記
『
吉
田
松
陰
及
び
長

州
先
輩
に
関
し
て
』
を
『
国
民
新
聞
」
に
発
表
し
た
。
そ
し
て
独
歩
自
身
も
川

布
施
村
に
波
野
英
学
塾
を
ひ
ら
き
、
同
郷
の
青
少
年
に
「
民
権
自
由
は
決
し

て
空
理
空
想
に
あ
ら
ず
」
（
大
久
保
湖
邦
宛
書
簡
明
型
・
翅
・
型
）
と
訴
え
、
「
Ⅲ

由
平
等
を
絶
叫
し
て
彼
等
に
一
片
の
自
由
を
愛
し
、
平
等
を
熱
望
す
る
精
神

を
吹
込
ま
ん
」
（
水
谷
真
熊
宛
苦
簡
明
型
・
皿
・
習
・
と
し
た
．
｜

独
歩
は
そ
の
後
も
、
「
民
政
」
優
先
の
「
松
陰
が
所
謂
至
誠
…
：
国
を
愛

し
民
を
愛
す
る
至
誠
」
（
小
川
今
蔵
宛
書
簡
明
あ
・
畑
・
お
）
を
信
条
と
し
て
、

を
い
だ
く
に
つ
れ
て
、
明
治
維
新
の
原
点
に
存
在
す
る
歴
史
上
の
人
物
・
吉

田
松
陰
を
さ
ら
に
注
視
し
、
『
幽
室
文
稿
」
「
狂
夫
之
言
』
『
七
生
説
」
な

ど
を
熟
読
す
る
う
ち
に
、
独
歩
は
、
明
治
維
新
で
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
維
新

本
来
の
革
命
的
理
想
の
原
像
を
、
吉
田
松
陰
の
な
か
に
発
見
し
た
。

明
治
二
十
四
年
八
月
、
二
十
一
歳
の
独
歩
は
、
か
っ
て
松
陰
に
招
か
れ
て

ゆ
う
り
ん

松
下
村
塾
を
指
導
し
た
と
い
う
七
十
一
歳
の
富
永
有
隣
を
、
山
口
県
田
布
施

北

野
一
・
〆

昭
一

ノ、
宙

彦

３



Ⅱ
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「
我
国
民
を
し
て
真
理
理
想
に
由
て
立
つ
の
国
民
た
ら
し
め
、
我
国
運
を
し

さ
．
ざ
ポ
け

て
世
界
人
類
進
歩
の
魁
た
ら
し
め
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
記
・
２
・
ど
る
た

め
の
「
国
政
の
大
革
新
」
同
沁
・
２
．
３
）
を
欲
し
、
そ
の
拠
点
を
自
由
党

に
求
め
、
機
関
紙
「
自
由
』
の
社
員
に
な
る
。
が
、
「
今
や
薩
長
は
閥
を
以

て
腐
」
る
だ
け
で
な
く
、
改
進
党
も
自
由
党
も
「
閥
を
以
て
腐
り
、
日
本
政

界
は
日
に
益
を
腐
朽
に
進
み
つ
ふ
あ
る
」
（
同
茄
・
４
・
由
）
と
見
、
「
急
進

党
、
理
想
的
革
新
党
の
起
ら
ざ
る
以
上
は
、
現
今
の
政
党
も
此
の
ま
氏
に
て

‐
た

は
遂
に
吾
が
敵
た
る
を
知
」
（
同
調
・
２
．
岨
）
，
る
や
、
「
閥
を
破
る
者
は
只

そ

だ
夫
れ
革
命
あ
る
の
み
」
（
同
踊
・
４
・
焔
）
だ
と
考
え
た
。
そ
し
て
『
高
杉

東
行
詩
文
集
』
な
ど
も
読
み
、
「
維
新
革
命
の
精
神
を
知
ら
ん
」
（
同
泌
・
３

《
５
）
と
し
た
。
〃
↓

『
自
由
』
社
を
退
き
、
中
学
教
師
と
し
て
大
分
県
佐
伯
に
い
た
独
歩
は
、

《
中
央
の
政
界
が
気
に
な
り
、
じ
り
じ
り
し
な
が
ら
、
「
国
民
の
実
力
に
由
て
」

（
大
久
保
湖
邦
宛
書
簡
明
”
・
８
・
略
）
「
藩
閥
政
府
の
最
後
」
同
”
・
６
・
ご
と

「
天
下
動
乱
の
機
大
に
熟
す
」
甲
桐
確
太
郎
宛
書
簡
明
”
・
２
・
蝿
）
こ
と
と
を

こ
の

切
望
し
、
「
英
雄
事
を
成
し
徳
を
立
て
道
を
唱
へ
法
を
定
む
る
は
此
時
な
ら

ん
」
（
同
）
と
《
お
の
れ
の
内
に
「
経
世
済
民
の
大
猛
気
を
充
た
」
．
（
同
妬
」
８

ぺ

．
”
）
し
、
「
吾
国
は
断
じ
て
革
命
の
火
を
以
て
改
鋳
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
」

（
大
久
保
湖
邦
害
簡
明
”
・
３
・
り
と
い
う
考
え
を
変
え
な
か
っ
た
。

明
治
二
十
九
年
、
独
歩
は
民
友
社
の
少
年
伝
記
叢
書
の
号
外
と
し
て
『
吉

田
松
陰
文
』
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
資
料
紹
介
が
主
で
、
資
料
と
資
料
の
合

間
に
短
文
を
は
さ
ん
だ
だ
け
の
も
の
だ
が
、
は
か
ら
ず
も
独
歩
が
松
陰
に
託

し
て
自
己
を
語
っ
た
と
思
え
る
個
所
が
少
し
あ
る
。
そ
こ
で
独
歩
は
、
松
陰

国
木
田
独
歩
『
富
岡
先
生
』
の
人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

1

1

曇
－

，A

｜'

の
内
に
、
反
封
建
・
’
倒
幕
の
た
め
「
局
面
打
破
の
一
番
鎗
た
ら
ん
こ
と
を
希
」

っ
て
「
間
食
の
情
を
見
」
せ
る
「
革
命
先
生
」
・
「
革
命
家
」
の
像
を
見
出
す

と
と
も
に
、
「
生
死
を
度
外
に
措
て
唯
言
ふ
べ
き
を
言
ふ
の
み
」
と
い
う
松

陰
の
こ
と
ば
に
共
感
し
、
そ
こ
か
ら
後
年
の
独
歩
の
課
題
に
な
る
死
生
観
の

問
題
を
導
き
出
し
て
、
「
生
死
不
朽
の
問
題
を
工
夫
し
た
る
人
」
と
し
て
の

松
陰
像
を
見
出
し
て
い
ゞ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
、
独
歩
は
ま
た
「
何
と
か
痛
切
な
調
刺
小
説
で
も
作
っ
て
今
の

政
治
屋
を
冷
罵
致
し
度
く
候
」
（
中
桐
確
太
郎
宛
書
簡
明
鋤
．
４
・
翌
な
ど
と

考
え
た
り
も
し
、
さ
ら
に
後
、
明
治
三
十
四
年
、
三
十
一
歳
の
独
歩
は
星
亨

と
結
ん
で
代
議
士
に
な
ろ
う
と
し
た
が
、
星
亨
が
暗
殺
さ
れ
た
た
め
挫
折
し

た
。
‐
；

４
》
｜

蝶
・
こ
う
し
た
「
単
に
文
芸
の
士
の
み
の
世
界
で
な
い
」
独
歩
の
政
治
的
行
動

や
志
向
を
反
映
し
た
作
品
は
、
な
ぜ
か
独
歩
文
学
の
中
に
は
皆
無
に
等
し
い
。

も
し
吉
田
松
陰
の
よ
う
な
「
革
命
家
」
を
主
人
公
と
す
る
小
説
の
構
想
が
作

品
化
さ
れ
て
い
た
ら
、
独
歩
の
政
治
的
希
求
や
革
命
的
志
向
を
反
映
し
た
唯

一
の
作
品
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
測
を
し
て
一
み
た
ぐ
も
な

ろ
う
。
真
山
青
果
も
そ
れ
を
期
待
し
て
惜
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
予

測
の
当
否
は
と
も
か
く
、
ゞ
青
果
な
ら
ず
と
も
独
歩
と
松
陰
の
関
係
を
知
る
者

は
、
そ
の
幻
の
作
品
を
惜
し
ま
ず
に
い
ら
れ
ま
い
・

だ
が
、
松
陰
は
描
か
れ
な
か
っ
た
が
、
松
陰
の
周
辺
に
存
在
し
た
学
者
・

志
士
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
い
た
唯
一
の
．
作
品
と
し
て
、
「
富
岡
先
生
諏
一
（
明

記
・
７
）
が
あ
る
。
》
し
か
し
、
『
富
岡
先
生
」
に
は
独
歩
の
政
治
的
希
求
も

革
命
的
志
向
も
何
ひ
と
つ
現
わ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が

上

近

坐．

日
Ｉ
Ｉ
Ｉ
７
ｌ
９
Ｉ
ｌ
ｊ
■
Ｆ
Ｇ
１
ｐ
９
１
ｌ
４
４
１
Ｄ
Ｄ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
」



独
歩
の
描
い
た
「
富
岡
先
生
」
は
、
い
き
な
り
「
維
新
の
風
雲
に
会
し
な

ば
ず
熟

が
ら
も
妙
な
機
か
ら
雲
梯
を
す
ゞ
ヘ
リ
落
ち
て
、
遂
に
は
男
爵
ど
こ
ろ
か
県
知

ひ
と
つ

事
の
椅
子
一
に
も
有
つ
き
得
ず
、
空
し
く
故
郷
に
引
込
ん
で
老
朽
ち
ん
と
す

生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

実
は
そ
の
点
こ
そ
、
独
歩
の
有
隣
観
に
発
し
て
、
独
歩
が
有
隣
を
「
富
岡

先
生
」
と
し
て
虚
構
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
独
歩
の
内
な
る
「
松
陰
」
を

原
像
と
す
る
《
革
命
的
理
想
》
と
《
「
藩
閥
政
治
」
批
判
》
と
《
「
小
民
」
観
》

と
い
う
三
者
の
間
の
、
ど
こ
に
富
岡
先
生
を
位
置
づ
け
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
に

対
し
て
ど
の
よ
う
に
富
岡
先
生
を
か
か
わ
ら
せ
て
い
る
か
と
い
う
、
独
歩
文

学
の
発
想
の
根
底
を
問
わ
れ
る
問
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の

課
題
を
追
究
し
て
み
た
い
。

Ⅱ
富
岡
先
生
の
《
人
間
像
》
と
人
間
関
係

る
人
物
」
と
し
て
登
場
す
る
。
し
か
も
独
歩
は
有
隣
が
モ
デ
ル
だ
と
い
う
が
、

そ
れ
ま
で
の
有
隣
の
人
生
を
貫
い
て
き
た
志
向
や
行
動
を
全
く
描
い
て
い
な

い
。
「
富
岡
先
生
が
栄
達
の
座
に
着
く
こ
と
を
妨
げ
た
『
妙
な
機
』
も
独
歩

の
主
題
た
る
べ
め
十
分
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
（
中
略
）
が
、
こ
の
作
品
で

⑤

は
こ
の
主
題
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
全
く
示
し
て
い
な
い
」
の
で
あ

づ
（
》
ｏ

そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
「
有
隣
が
（
中
略
）
つ
い
ぞ
自
己
の
来
歴
を
語
る
こ

⑥

と
を
し
な
か
っ
た
」
た
め
、
独
歩
の
有
隣
理
解
が
松
陰
の
著
述
で
知
っ
た
野

山
獄
時
代
と
松
下
村
塾
時
代
に
局
限
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
生
涯
を
貫
く

志
向
や
行
動
を
中
心
と
す
る
人
間
像
が
描
け
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
が
考
え

寺

〃
一

吉
」
は
井
上
馨
、
「
狂
之
助
」
は
山
県
有
朋
を
、
そ
れ
ぞ
れ
も
じ
っ
た
名
で

あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
独
歩
は
富
岡
先
生
に
舵
し
て
「
藩
閥
政
府
」
の
要
人

へ
の
憤
り
を
ぶ
つ
け
て
い
る
が
、
先
生
が
あ
ま
り
に
「
頑
固
」
「
片
意
地
」

‐
ひ
ね
く
れ

「
尊
大
」
「
偏
執
」
の
人
と
し
て
描
か
れ
た
た
め
、
作
者
の
意
図
と
は
別
に
、

⑧

「
却
っ
て
富
岡
先
生
そ
の
人
・
へ
の
椰
楡
か
と
見
ら
れ
」
る
ほ
ど
喜
劇
的
演
出

ひ
ね
く
れ

の
妙
を
発
揮
し
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
先
生
の
一
‐
偏
執
」
ぶ
り
は
、
や
は

り
先
生
の
娘
に
求
婚
し
た
が
っ
て
い
た
大
津
（
高
山
同
様
に
先
生
の
門
弟
で
今
は

あ
の

官
吏
）
を
し
て
、
「
彼
頑
固
爺
の
婿
に
な
る
の
は
全
く
御
免
だ
」
と
言
わ
し

き
ち
が
い

め
、
「
高
慢
狂
気
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
。

ひ
ね
く
れ

き
ち
が
い

で
は
、
先
生
を
「
偏
執
」
だ
「
高
慢
狂
気
」
だ
と
い
う
当
の
高
山
や
大
津

八

ら
れ
る
。
そ
し
て
今
一
つ
は
、
独
歩
が
主
題
を
「
富
岡
先
生
の
性
格
悲
劇
と

７

い
う
点
」
に
設
定
す
る
た
め
、
あ
え
て
捨
象
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う

点
も
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
の
両
方
が
不
可
分
に
関
係
し
て
い
た
ろ
う
。

で
は
「
富
岡
先
生
の
性
格
」
は
ど
う
描
か
れ
た
か
。
「
同
輩
は
侯
伯
た
り

か

こ
と

後
進
は
子
男
た
り
、
自
分
は
田
舎
の
老
先
生
た
る
を
見
、
且
つ
思
ふ
毎
に
其

の
性
情
は
益
を
荒
れ
て
来
て
、
其
が
慣
ひ
性
と
な
」
っ
た
こ
の
先
生
は
、
自

分
の
愛
娘
の
縁
談
の
た
め
に
娘
を
つ
れ
て
上
京
し
た
時
で
さ
え
、
同
輩
や
後

づ
《
つ
づ
や
つ

進
が
「
侯
爵
顔
や
伯
爵
顔
」
を
し
て
「
傲
慢
無
礼
」
だ
と
立
腹
し
、
婿
に
す

る
は
ず
の
当
の
高
山
（
先
生
の
門
弟
で
今
は
大
学
出
の
官
吏
）
を
も
、
「
生
意
気

こ
や
く
に
ん

で
猪
小
才
で
高
慢
な
…
…
小
官
吏
」
だ
と
罵
倒
し
て
、
「
自
分
で
立
て
た
目

た
た
き
こ
わ
に

的
を
自
分
で
打
壊
し
て
帰
」
る
ほ
ど
に
、
「
責
て
も
焼
て
も
食
へ
ぬ
人
物
」

だ
、
と
は
高
山
の
弁
。

先
生
が
口
を
極
め
て
痛
罵
す
る
「
江
藤
三
輔
」
は
伊
藤
博
文
、
「
井
下
聞

』

ｆ



’

は
、
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
。
彼
ら
は
先
生
の
い
う
「
軽
薄
」
に
該
当
す
る

ほ
ど
否
定
的
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
高
山
は
む
し
ろ
、
先
生
の
性
格
批
評

を
的
確
に
で
き
る
青
年
で
さ
え
あ
る
。

し
か
し
彼
ら
は
何
か
と
い
え
ば
二
言
目
に
は
「
江
藤
侯
の
お
世
話
で
」
就

職
し
た
と
か
、
「
井
下
伯
に
頼
ん
で
十
分
の
手
順
を
す
る
」
と
か
い
う
「
事

９

大
的
官
僚
根
性
」
や
、
権
威
主
義
的
言
辞
を
吐
い
て
、
い
た
ず
ら
に
先
生
を

ひ
ね
く
れ

激
怒
さ
せ
て
い
る
。
高
山
は
村
長
宛
の
手
紙
に
、
「
先
生
は
相
変
ら
ず
偏
執

て
居
ら
れ
る
。
：
．
…
決
し
て
先
生
を
冷
遇
す
る
の
で
は
な
い
が
先
生
の
方
で

『
ざ
め

勝
手
に
さ
う
決
定
て
怒
っ
て
居
ら
れ
る
」
と
書
い
た
。
こ
れ
は
彼
の
偽
ら
ぬ

本
心
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
る
ほ
ど
彼
は
「
先
生
を
冷
遇
す
る
の
で
は
な

い
」
が
、
彼
自
身
の
内
に
あ
る
事
大
主
義
・
権
威
主
義
に
自
ら
気
づ
い
て
い

な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
先
生
を
怒
ら
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
全
く

ひ
ね
く
れ

理
解
が
及
ば
ず
、
先
生
の
怒
り
を
先
生
の
「
偏
執
」
の
せ
い
だ
と
決
め
つ
け

て
、
自
ら
を
納
得
さ
せ
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
や
は
り
先
生
の
門
弟
で
今
は
小
学
校
長
の
細
川
は
、
「
大
津
の

方
か
ら
此
頃
は
私
を
相
手
に
せ
ん
や
う
で
す
」
と
、
小
学
校
長
を
蔑
視
す
る

大
津
の
態
度
を
突
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
津
だ
け
で
な
く
、
高
山
と
て
恐

ら
く
同
じ
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
独
歩
は
、
富
岡
塾
か
ら
大
学
出
の
「
小
官
吏
」
に
「
出
世
」

し
た
登
場
人
物
を
共
通
に
事
大
主
義
的
・
権
威
主
義
的
な
傾
向
の
あ
る
人
物

と
し
て
描
き
、
彼
ら
と
先
生
を
共
に
相
対
化
し
て
描
い
た
ｐ
そ
の
よ
う
に
両

方
を
相
対
化
し
う
る
視
点
は
、
作
中
の
小
学
校
長
細
川
や
村
長
の
視
点
で
あ

ろ
う
。
だ
か
ら
先
生
の
人
間
像
を
つ
か
む
う
え
で
重
要
な
の
は
、
高
山
の
村

田
木
田
独
歩
『
臘
岡
先
生
』
の
人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

身
一

’
▲
年

長
宛
の
手
紙
に
示
さ
れ
た
先
生
の
性
格
解
剖
だ
け
で
な
く
、
今
一
つ
、
細
川

が
先
生
の
娘
梅
子
に
求
婚
の
意
志
あ
る
こ
と
を
示
し
た
時
の
先
生
の
言
動
と
、

そ
れ
に
対
す
る
細
川
の
批
判
で
あ
る
。

よ

細
山
は
「
富
岡
の
塾
で
も
一
番
出
来
が
可
か
つ
た
」
が
、
「
家
計
の
都
合

で
…
。
：
官
費
で
事
が
足
り
る
師
範
学
校
に
入
っ
て
卒
業
し
て
小
学
校
教
員
と

な
っ
た
」
青
年
で
あ
る
。
そ
の
細
川
の
梅
子
に
対
す
る
気
持
ち
を
知
っ
た
先

お
ま
え

生
は
、
「
貴
公
は
高
が
田
舎
の
小
学
校
の
校
長
ぢ
ゃ
ァ
な
い
か
。
：
：
・
・
高
山

お
れ
や
ら

や
長
谷
川
は
学
士
だ
、
そ
れ
に
さ
へ
乃
公
は
娘
を
与
ん
の
だ
ぞ
。
身
の
程
を

知
れ
」
と
細
川
を
罵
倒
す
る
。
そ
こ
か
ら
細
川
の
「
人
物
よ
り
も
人
爵
の
方

が
先
生
に
は
有
難
い
の
だ
」
と
い
う
批
判
が
ひ
き
出
さ
れ
、
明
治
政
府
の
元

⑩

勲
に
対
す
る
先
生
の
「
そ
の
反
逆
精
神
が
実
は
世
俗
主
義
の
裏
返
し
」
で
あ

り
、
先
生
の
世
俗
的
欲
望
が
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
の
憂
さ
晴
ら
し
に
過

ぎ
な
い
こ
と
が
映
し
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
こ
そ
「
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡

先
生
」
の
歪
め
ら
れ
た
性
格
の
半
面
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
〃
こ
の
「
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
の
歪
め
ら
れ
た
性
格
の
か

げ
に
、
歪
め
ら
れ
な
い
「
本
来
自
然
の
富
岡
氏
」
が
あ
り
、
こ
の
二
者
が
「
老

先
生
の
心
底
に
は
常
に
…
・
・
相
戦
」
い
つ
つ
も
、
「
富
岡
先
生
は
常
に
猛
烈

に
常
に
富
岡
氏
を
圧
伏
す
る
に
慣
れ
て
居
る
」
と
こ
ろ
に
、
こ
の
一
篇
の
主

題
と
も
い
う
善
へ
き
先
生
の
悲
劇
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

独
歩
は
、
富
岡
先
生
の
「
経
歴
」
を
捨
象
し
た
の
み
か
、
そ
の
幻
の
「
経

歴
」
．
の
中
に
は
、
先
生
の
性
格
的
歪
み
の
根
源
し
か
認
め
て
い
な
い
の
で
あ

ヂ
（
》
０
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Ⅲ
実
在
の
富
永
有
隣
と
異
な
る
富
岡
先
生
像
・

独
歩
は
、
松
陰
の
内
に
は
「
維
新
革
命
」
の
本
来
的
理
想
と
「
革
命
家
」

の
本
来
的
原
像
を
認
め
た
。

だ
が
、
松
陰
の
周
辺
に
い
た
一
学
者
・
志
士
で
あ
っ
た
富
永
有
隣
を
原
像

に
し
て
「
富
岡
先
生
」
を
造
る
と
き
、
こ
れ
を
松
陰
の
系
列
に
は
お
か
ず
、

む
し
ろ
松
陰
の
期
待
を
裏
切
っ
て
「
藩
閥
政
府
」
を
生
ん
だ
伊
藤
・
山
県
・

井
上
ら
と
同
系
列
に
お
き
、
そ
う
い
う
藩
閥
的
野
望
が
満
た
さ
れ
ず
に
「
脇

道
へ
そ
れ
」
た
「
経
歴
」
の
運
命
的
影
響
が
、
今
日
の
彼
の
性
格
的
歪
み
の

根
源
を
な
し
て
い
る
Ｉ
と
い
う
典
型
像
に
造
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
も
独
歩
が
、

よ

こ
の

「
余
の
描
い
た
富
岡
先
生
の
性
格
は
此
有
隣
翁
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
で
あ

る
。
郷
里
出
身
の
栄
達
者
に
対
し
て
の
態
度
な
ど
は
有
隣
翁
の
逸
話
を
基

に
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
余
が
作
払
と
事
実
）

と
述
・
へ
て
い
る
た
め
、
従
来
、
有
隣
像
が
そ
の
ま
ま
富
岡
先
生
像
だ
と
素
朴

に
信
ぜ
ら
れ
、
富
岡
先
生
が
何
故
そ
う
い
う
典
型
像
に
造
型
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
つ
た
か
の
必
然
性
の
問
題
が
、
不
問
に
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
前
記
し
た
本
稿
の
中
心
課
題
へ
迫
る
に
は
、
ま
ず
こ
の
点
か
ら
メ

ス
を
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
一
、
有
隣
が
自
己
を
あ
ま
り
語
ら
ぬ
人
で
あ
っ
た
上
に
、
独
歩
は
、
富

岡
先
生
の
「
郷
里
出
身
の
栄
達
者
に
対
し
て
の
態
度
」
を
描
く
場
合
で
す
ら
、

有
隣
の
「
逸
話
を
基
に
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
有
隣
に
あ
ま
り
近
づ

⑪

い
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
独
歩
は
、
有
隣
の
内
面
を
描
け
る
ほ
ど

４
』

に
は
有
隣
を
熟
知
し
て
い
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
独
歩
が
「
性

格
は
此
有
隣
翁
を
モ
デ
ル
に
し
た
」
と
い
う
そ
の
「
性
格
」
の
意
味
も
、
一

度
の
会
見
の
印
象
と
「
逸
話
」
を
通
し
て
感
じ
た
彼
の
《
タ
イ
プ
》
か
《
類

型
》
程
度
の
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
れ
で
も
富
岡
先
生
が
内
面
化
さ
れ
た
典
型
像
と
な
っ
た
か
げ
に
は
、
も

っ
と
独
歩
の
身
近
に
い
た
別
の
人
物
像
を
有
隣
に
投
影
し
た
結
果
で
は
な
い

か
。
そ
れ
に
、
，
た
と
え
有
隣
に
松
陰
と
通
ず
る
面
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
独

歩
は
そ
れ
以
上
に
「
脇
道
に
そ
れ
」
た
志
士
の
悲
劇
を
思
い
描
か
ね
ば
な
ら

ぬ
と
い
う
、
独
歩
自
身
の
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

⑫

ち
な
み
に
、
有
隣
を
総
合
的
に
研
究
さ
れ
て
い
る
玉
木
俊
雄
氏
の
有
隣
伝

な
ど
に
基
づ
い
て
、
実
在
の
有
隣
の
「
経
歴
」
と
人
物
像
を
検
討
し
て
お
こ

弱
ヘ
ノ
Ｏ

富
永
有
隣
は
文
政
四
年
（
一
八
一
二
）
周
防
国
に
毛
利
藩
士
の
嫡
男
と
し
て

生
ま
れ
、
十
三
歳
で
す
で
に
藩
士
の
前
で
『
大
学
』
を
講
じ
た
学
者
で
あ
る
。

十
四
歳
で
天
然
痘
に
か
か
っ
て
顔
面
に
痘
痕
を
生
じ
、
左
眼
失
明
。
こ
の
困

苦
に
も
よ
く
学
問
に
励
ん
だ
。

と
こ
ろ
が
、
生
来
の
毒
舌
が
た
た
り
、
親
戚
・
吏
僚
の
ざ
ん
言
に
陥
れ
ら

れ
て
三
十
二
歳
の
時
、
見
島
へ
流
罪
に
な
り
、
萩
の
野
山
獄
へ
牢
替
え
さ
れ

た
。
こ
の
こ
ろ
の
作
に
「
名
を
青
史
に
伝
へ
て
寧
ん
ぞ
嫌
と
な
さ
ん
や
」
の

詩
文
が
あ
る
。
三
十
四
歳
の
時
、
同
獄
に
投
ぜ
ら
れ
た
吉
田
松
陰
（
当
時
二
十

五
歳
）
の
知
遇
を
え
た
・
松
陰
は
同
囚
に
学
問
の
必
要
を
説
き
、
松
陰
が
『
政

子
」
を
講
じ
、
有
隣
が
書
道
、
も
と
寺
子
屋
師
匠
の
同
囚
が
俳
諸
を
導
き
、

牢
役
人
も
加
わ
っ
て
学
び
合
い
、
牢
獄
変
じ
て
学
園
と
な
っ
た
。
翌
年
、
松

り
す
堆
弓 ○



陰
は
出
獄
し
、
松
陰
の
尽
力
に
よ
っ
て
有
隣
は
三
十
七
歳
の
と
き
出
獄
（
そ

の
間
、
松
陰
の
要
請
で
『
女
誠
七
篇
』
を
和
訳
し
た
）
し
、
松
陰
主
宰
の
松
下
村
塾

に
招
か
れ
て
師
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
年
、
松
陰
が
幕
命
で
ま
た
下
獄
す

る
や
、
有
隣
は
松
下
村
塾
か
ら
脱
去
・
逃
亡
（
自
分
に
も
再
入
獄
の
命
令
が
お
り

る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
不
安
の
た
め
と
も
い
う
）
し
、
松
陰
や
塾
生
の
非
難
を
う

け
た
。
翌
安
政
六
年
（
有
隣
三
十
九
歳
）
、
安
政
大
獄
で
松
陰
を
失
っ
た
。

そ
の
後
、
変
名
で
郷
里
近
く
に
定
基
塾
を
開
い
た
（
そ
の
誰
本
に
草
し
た
『
孫

子
臆
評
』
は
最
高
峰
と
評
さ
れ
た
）
が
、
元
治
元
年
（
四
十
四
歳
）
、
英
米
仏
関
連
合

「
艦
隊
が
下
関
を
攻
撃
し
た
と
き
騎
兵
隊
に
加
わ
り
、
四
境
戦
争
、
戊
辰
戦
争

に
は
騎
兵
隊
そ
の
他
を
率
い
て
各
地
を
転
戦
し
、
縦
横
の
知
略
を
め
ぐ
ら
し

て
孫
軍
に
連
戦
連
勝
し
、
倒
群
に
貢
献
し
た
。

と
こ
ろ
が
明
治
二
年
（
四
十
九
歳
）
、
倒
幕
に
貢
献
し
な
が
ら
明
治
政
府
か

ら
解
雇
さ
れ
て
途
方
に
く
れ
る
旧
隊
士
の
衷
心
に
動
か
さ
れ
た
有
隣
は
、
明

治
政
府
の
兵
制
改
革
に
異
見
を
い
だ
き
、
脱
隊
騒
動
の
首
謀
者
の
疑
い
で
捕

え
ら
れ
た
が
、
土
佐
へ
逃
亡
し
た
。
有
隣
は
明
治
政
府
の
処
遇
に
も
れ
て

「
脇
道
へ
そ
れ
」
た
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
意
志
で
「
脇
道
へ
そ
れ
」
た
の

で
あ
る
。
も
し
権
勢
の
座
に
野
望
が
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
行
動
は
と
ら
な
か

っ
た
だ
る
』
フ
。

以
後
、
有
隣
は
国
事
犯
と
し
て
追
わ
れ
、
潜
伏
・
逃
亡
の
日
女
を
九
年
Ⅲ

送
る
か
た
わ
ら
、
書
見
・
思
索
・
執
筆
を
続
け
た
。
明
治
十
年
（
五
十
七
歳
）
、

有
隣
は
西
郷
隆
盛
ら
の
西
南
戦
争
に
呼
応
し
、
土
佐
で
同
志
に
よ
び
か
け
て

動
い
た
が
、
翌
年
、
捕
え
ら
れ
、
東
京
の
石
川
島
監
獄
へ
六
年
問
投
ぜ
ら
れ

！
た
。

国
木
田
独
歩
『
富
岡
先
生
』
の
人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

の
一

②

・
明
治
十
七
年
、
六
十
四
歳
で
出
獄
し
た
有
隣
は
、
宮
内
省
に
勤
め
る
甥
の

家
に
寄
寓
し
た
が
、
次
女
と
教
え
を
乞
う
入
門
者
に
囲
ま
れ
た
。
翌
十
八
年
、

彼
は
獄
中
で
諸
囚
に
講
じ
た
『
大
学
述
義
』
を
忠
愛
社
か
ら
刊
行
し
た
。
と

こ
ろ
が
有
隣
の
反
政
府
的
言
動
を
心
配
し
た
甥
は
彼
に
帰
郷
を
勧
め
た
。
有

隣
は
明
治
十
九
年
、
六
十
六
歳
で
山
口
県
熊
毛
郡
城
南
村
に
帰
郷
し
て
定
基

塾
を
開
き
、
入
門
者
に
囲
ま
れ
た
。
明
治
二
十
二
年
、
六
十
九
歳
で
高
瀬
邸

に
移
っ
て
帰
来
私
塾
を
附
き
、
翌
煮
年
、
独
歩
の
訪
問
を
う
け
た
。
そ
し
て

明
治
三
十
三
年
十
二
月
二
十
日
、
養
女
一
子
ら
に
見
守
ら
れ
、
八
十
歳
で
波

乱
の
生
涯
を
と
じ
た
。
ｌ

ま
た
一
説
に
よ
る
と
、
有
隣
は
「
次
第
に
、
自
由
民
権
運
動
に
深
い
か
か

わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、
（
中
略
）
松
険
の
思
想
を
継
承
し
、

⑬

発
展
さ
せ
た
数
少
な
い
人
間
」
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

岡
落
葉
は
晩
年
の
有
隣
を
、
「
富
永
は
（
中
略
）
郷
党
の
間
に
は
人
望
が
あ

⑭

り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
松
陰
が
有
隣
を
評
し
て
「
性

質
大
ま
か
で
、
悪
を
憎
む
こ
と
仇
敵
の
如
く
、
気
を
使
い
人
を
罵
る
」
（
富
永

弥
兵
衛
の
免
獄
を
乞
う
状
）
と
い
い
、
「
有
隣
は
自
ら
を
見
る
こ
と
甚
だ
高
く
、

群
小
を
見
る
こ
と
仇
敵
の
如
し
、
是
に
由
り
て
時
流
の
損
斥
す
る
と
こ
ろ
」

（
幽
室
文
稿
）
と
い
う
状
態
が
晩
年
ま
で
続
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
が
、

そ
の
反
面
、
「
有
隣
は
（
中
略
）
多
く
の
門
弟
達
に
囲
ま
れ
、
道
を
説
き
、
書

を
講
じ
、
（
中
略
）
学
問
追
究
の
志
は
か
た
く
、
八
十
の
齢
を
重
ね
る
ま
で
隻

鰄

眼
不
自
由
な
視
力
で
著
述
の
筆
は
一
日
も
や
す
め
な
か
っ
た
」
の
も
間
違
い

な
い
有
隣
像
の
側
面
で
あ
る
。

そ
う
い
う
有
隣
の
志
は
学
問
に
こ
そ
あ
れ
、
権
勢
の
座
を
手
が
出
る
ほ
ど

虞’

抄



1

ワ

端
か
ら
罵
倒
」
（
富
岡
先
生
）
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
お
の
れ
の
失
わ
れ
た

野
望
の
た
め
で
な
く
、
む
し
ろ
二
十
一
歳
の
独
歩
に
「
政
治
の
腐
敗
を
説
き
、

日
本
を
背
負
っ
て
立
つ
人
物
の
い
な
い
こ
と
等
、
日
頃
の
憂
国
的
な
感
懐
を

⑰

物
語
っ
て
そ
の
青
年
の
奮
起
を
う
な
が
し
た
」
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

独
歩
は
「
此
翁
に
梅
子
な
る
娘
あ
る
こ
と
な
く
従
っ
て
一
編
に
記
述
せ
る

事
件
あ
る
こ
と
な
し
」
（
予
が
作
品
と
事
実
）
と
記
し
て
い
る
が
、
有
隣
に
娘
が

あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
《
彼
は
間
違
っ
て
も
伊
藤
・
山
県
・
井
上
な
ど
の
所

へ
娘
を
つ
れ
て
行
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
富
岡
先
生
』
の
虚
構

は
、
架
空
の
梅
子
の
婿
選
び
事
件
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

有
隣
研
究
家
の
玉
木
俊
雄
氏
は
、
「
独
歩
は
「
富
岡
先
生
』
の
冒
頭
に
お

い
て
「
維
新
の
風
雲
に
会
し
な
が
ら
、
妙
な
は
ず
み
か
ら
雲
梯
を
す
、
ヘ
リ
落

ち
て
、
む
な
し
く
故
郷
に
引
込
ん
で
老
い
く
ち
ん
と
す
る
人
物
』
の
一
人
に

加
え
て
い
る
が
、
か
っ
て
野
山
獄
に
お
い
て
有
隣
の
詠
ん
だ
『
名
を
青
史
に

ほ
し
が
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
は
「
松
陰
は
（
中
略
）
自
分

で
政
治
の
実
権
を
画
策
し
、
自
分
で
そ
れ
を
運
営
し
て
行
こ
う
な
ど
と
は
思

っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
彼
は
…
：
・
後
に
続
く
も
の
の
善
意
に
信
頼
し
た
。
…

…
同
志
の
た
め
に
、
ま
た
主
義
の
た
め
に
、
前
進
の
突
破
口
を
つ
く
る
役
目

⑬

を
引
き
受
け
」
た
松
陰
像
と
通
ず
る
有
隣
像
す
ら
浮
か
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
後
に
続
く
も
の
」
が
、
独
歩
の
い
う
よ
う
に
、
松
陰
が
第

一
流
と
な
し
た
高
杉
晋
作
・
久
坂
玄
瑞
ら
は
維
新
前
に
た
お
れ
、
「
木
戸
西

こ
‐
と
》
」
，
ど

郷
大
久
保
悉
く
去
っ
て
、
寧
ろ
第
二
流
政
治
家
の
手
中
に
政
治
の
実
権
が

帰
し
た
る
後
」
（
人
物
卜
其
平
生
）
、
彼
ら
が
著
侈
遊
楽
に
ふ
け
り
、
政
界
を
醜

い
派
閥
的
抗
争
の
場
に
歪
め
た
。
有
隣
が
激
怒
し
て
「
今
の
侯
伯
子
男
を
片

６
》

伝
え
て
寧
ん
ぞ
様
と
な
さ
ん
や
」
と
言
う
詩
を
独
歩
は
見
逃
し
て
い
た
の
か
、

⑱

地
下
の
有
隣
も
さ
ぞ
や
苦
笑
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
記
し
て
お
ら
れ

る
が
、
有
隣
の
伝
記
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
独
歩
こ
そ
有
隣
を
倭
小
化

・
し
て
伝
え
た
張
本
人
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
文
学
と

し
て
見
れ
ば
、
独
歩
は
倭
小
化
し
た
な
り
に
有
隣
を
原
像
と
し
て
見
事
な
一

つ
の
典
型
像
を
創
造
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ
富
岡
先
生
像
を
創
造
せ
し
め
た
諸
要
因

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
何
ゆ
え
、
「
そ
の
反
逆
精
神
が
実
は
世
俗
主
義

の
裏
返
し
」
で
あ
る
よ
う
に
倭
小
化
し
て
典
型
像
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
。
そ
こ
に
三
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
・

一
つ
は
、
松
陰
と
そ
の
後
継
者
た
る
雫
へ
き
志
士
た
ち
の
群
像
に
対
す
る
独

歩
の
見
解
・
人
間
評
価
が
関
係
し
て
い
る
。
「
独
歩
は
有
隣
と
と
も
に
、
松

陰
や
久
坂
玄
瑞
、
高
杉
晋
作
等
維
新
の
功
成
る
前
に
た
お
れ
た
先
人
た
ち
に

は
厚
い
同
情
を
示
し
、
同
時
に
そ
れ
を
収
穫
し
た
現
存
の
成
功
者
た
ち
に
は

痛
烈
な
憤
憩
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
（
中
略
）
独
歩
は
か
れ
の
藩

閥
批
判
の
最
大
の
拠
点
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
藩
閥
の
源
流
で
あ
る
松
陰
の
、

周
辺
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
そ
、
か

れ
の
政
治
批
判
の
一
種
の
割
切
れ
な
さ
と
、
同
時
に
そ
の
注
目
さ
る
べ
き
独

⑲
．

自
さ
と
が
あ
っ
た
」
。

独
歩
は
、
松
陰
が
門
弟
中
で
「
久
坂
、
高
杉
、
を
以
て
第
一
流
と
」
（
吉
田

松
陰
及
び
長
州
先
輩
に
関
し
て
）
見
て
い
た
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
が
、
彼
は

『
吉
田
松
陰
文
』
の
中
で
、
「
久
坂
す
ら
も
松
陰
の
真
率
直
情
を
解
し
兼
ね

ざ

富
一



’

た
る
と
見
ゅ
。
（
中
略
）
門
下
の
士
未
だ
此
先
生
の
真
情
愛
す
べ
き
を
知
ら
ざ

か
れ

る
か
。
（
中
略
）
渠
は
恒
に
急
先
鋒
を
以
て
自
か
ら
任
じ
た
る
也
。
さ
れ
ど
門

下
の
土
未
だ
此
先
生
が
性
情
と
真
意
と
を
解
せ
ず
」
と
、
愛
弟
子
に
理
解
さ

れ
ぬ
松
陰
の
悲
劇
性
を
く
り
返
し
強
調
す
る
。
彼
は
、
松
陰
と
そ
の
愛
弟
子

と
を
相
対
化
し
て
見
よ
う
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
松
陰
を
絶
対
化
し
、
松
陰

に
か
わ
っ
て
そ
の
心
情
を
代
弁
し
、
松
陰
の
立
場
か
ら
、
そ
の
「
第
一
流
」

の
弟
子
た
ち
と
の
間
に
も
一
線
を
画
し
な
が
ら
、
志
士
た
ち
群
像
の
動
き
を

追
跡
・
評
価
す
る
。

か

そ
う
い
う
独
歩
が
「
国
民
は
果
し
て
、
自
由
平
等
の
真
味
を
解
し
居
る
乎
」

（
水
谷
真
熊
宛
書
簡
明
型
・
辺
・
翌
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
自
由
」
と
は
人

間
性
の
全
面
的
解
放
に
よ
る
人
間
的
自
由
で
あ
り
、
「
平
等
」
と
は
全
国
民

的
な
人
間
解
放
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
平
等
を
意
味
し
た
。
こ
の
「
自
由
」

と
「
平
等
」
と
の
統
一
的
実
現
こ
そ
「
維
新
革
命
」
の
本
来
的
理
想
で
あ
り
、

そ
の
源
流
を
彼
は
松
陰
に
見
出
し
た
。
「
我
日
本
国
民
が
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

道
徳
、
即
ち
自
信
、
倹
約
、
労
働
、
真
面
目
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
恥
・
２
．
Ｕ

と
い
う
モ
ラ
ル
の
発
想
の
根
底
に
も
、
松
陰
の
原
像
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

松
陰
は
独
歩
に
と
っ
て
「
維
新
革
命
」
の
本
来
的
理
想
を
掲
げ
、
行
動
し

た
「
予
言
者
」
「
革
命
先
生
」
で
あ
り
、
松
陰
絶
対
視
の
契
機
も
そ
こ
に
あ

っ
た
。だ

が
、
松
陰
の
後
継
者
中
「
第
一
流
」
の
久
坂
、
高
杉
ら
は
維
新
の
突
破

口
を
開
い
て
次
々
た
お
れ
た
。

そ
の
後
、
伊
藤
・
山
県
・
井
上
ら
に
象
徴
さ
れ
る
「
第
二
流
政
治
家
の
手

国
木
田
独
歩
『
富
岡
先
生
』
の
人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

少
４

中
に
政
治
の
実
権
が
帰
し
た
」
結
果
、
彼
ら
は
維
新
本
来
の
理
想
を
見
失
い
、

政
界
を
醜
い
派
閥
的
抗
争
の
場
に
歪
め
て
し
ま
っ
た
。

だ
が
、
有
隣
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
維
新
を
生
き
残
っ
た
指
導
者
・
志

士
た
ち
の
中
に
は
、
「
脇
道
へ
そ
れ
て
」
い
っ
た
者
た
ち
も
い
た
。
ｌ

以
上
の
よ
う
に
、
独
歩
の
内
に
は
、
松
陰
を
頂
点
に
お
い
た
志
士
た
ち
の

群
像
を
見
分
け
る
四
つ
の
類
型
・
類
別
の
基
準
が
で
き
上
が
っ
て
い
た
。

こ
の
う
ち
、
有
隣
に
象
徴
さ
れ
る
維
新
後
に
「
脇
道
へ
そ
れ
て
」
い
っ
た

志
士
群
像
に
つ
い
て
は
、
独
歩
は
、
そ
の
松
陰
絶
対
化
と
も
相
ま
っ
て
、
彼

ら
が
明
治
の
新
体
制
か
ら
疎
外
さ
れ
る
以
前
は
松
陰
・
久
坂
・
高
杉
ら
の
亡

き
あ
と
の
維
新
の
推
進
者
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
維
新
後
の
歪
み
の
根
源
を

等
し
く
彼
ら
の
内
に
も
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
彼
ら

「
脇
道
に
そ
れ
」
た
志
土
た
ち
は
、
松
陰
・
久
坂
・
高
杉
ら
の
系
列
か
ら
も

外
さ
れ
た
の
と
引
き
か
え
の
よ
う
な
形
で
、
独
歩
か
ら
「
厚
い
同
情
を
示
」

さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
、
独
歩
に
そ
の
よ
う
な
「
厚
い
同
情
を
示
」
さ
せ
た
契
機
は
、
単

に
有
隣
一
人
と
の
出
会
い
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
う
一
人
、
有
隣
よ
り
も
は

る
か
に
倭
小
な
「
長
州
奇
兵
隊
の
残
党
の
一
人
」
と
の
出
会
い
が
あ
っ
た
。

そ
の
人
物
こ
そ
『
ま
ぼ
ろ
し
」
後
編
の
「
渠
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
松
岡
信
太
郎

鋤

で
あ
る
。
こ
の
松
岡
の
こ
と
を
独
歩
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
朝
、
松
岡
信
太
郎
来
る
。
何
者
ぞ
。
長
州
騎
兵
隊
の
残
党
の
一
人
な
り
。

か
れ
△
△
△

五
十
二
歳
。
渠
何
者
ぞ
。
今
朝
ま
た
来
り
ぬ
。
あ
呉
渠
何
者
ぞ
。
渠
は
悲

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
マ
マ

惨
な
る
事
実
の
現
化
な
り
。
わ
れ
此
の
事
実
の
現
化
を
更
ら
に
深
く
知
ら

ん
こ
と
を
欲
す
。
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
卯
・
３
・
妬
）

鼠’

分

、



こ
の
松
岡
信
太
郎
の
「
経
歴
」
と
、
独
歩
と
の
出
会
い
、
相
渉
の
い
き
さ

㈱

つ
は
、
谷
林
博
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

松
岡
信
太
郎
は
弘
化
三
年
、
周
防
国
熊
毛
郡
田
布
施
村
に
生
ま
れ
た
。
騎

兵
隊
に
い
た
が
「
役
付
で
は
な
か
っ
た
」
。
明
治
三
年
、
兵
制
改
革
の
た
め

解
雇
さ
れ
て
失
業
し
た
隊
士
ら
が
、
反
乱
を
お
こ
し
た
が
、
鎮
圧
さ
れ
、
敗

れ
た
旧
隊
士
た
ち
は
、
も
と
同
士
だ
っ
た
明
治
の
高
官
を
罵
る
こ
と
に
よ
？

て
憂
さ
を
晴
ら
し
て
い
た
。
そ
の
一
人
に
松
岡
信
太
郎
が
い
た
。

西
南
戦
争
の
時
、
松
岡
は
西
郷
軍
に
内
応
し
た
疑
い
で
愛
媛
県
に
て
逮
捕

さ
れ
、
彼
の
自
白
で
一
味
は
壊
滅
さ
れ
た
。
松
岡
は
「
主
謀
者
で
な
く
告
白

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
」
拘
留
期
間
だ
け
釈
放
さ
れ
た
。

明
治
十
九
年
か
ら
二
十
一
年
ご
ろ
、
松
岡
は
妻
子
と
東
京
に
住
ん
で
い
た

が
、
そ
の
後
、
田
布
施
へ
帰
郷
し
、
子
供
た
ち
に
漢
籍
を
教
え
て
生
活
し
た

ら
し
い
。
そ
し
て
明
治
二
十
四
年
十
月
、
同
じ
田
布
施
村
に
波
野
英
学
塾
を

開
い
た
独
歩
と
知
己
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
松
岡
は
翌
十
一
月
に
上
京
し
た
が
、
明
治
二
十
六
年
十
月
に
は

「
全
戸
失
除
と
戸
籍
に
記
入
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
松
岡
は
明
治
政
府
の

処
遇
に
も
れ
て
愛
さ
晴
ら
し
の
日
煮
を
送
る
う
ち
に
、
新
し
い
人
生
の
展
望

を
見
失
い
、
「
生
活
も
苦
し
く
」
な
る
ま
で
に
自
滅
・
零
落
し
て
い
っ
た
。

独
歩
と
東
京
で
再
会
し
た
の
は
、
さ
ら
に
四
年
後
の
明
治
三
十
年
で
、
そ
れ

以
後
の
独
歩
と
の
交
渉
の
有
無
は
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
燗
筆
の
た
め
不
明

で
あ
る
。
ｌ

以
上
の
よ
う
に
、
松
岡
が
「
脇
道
へ
そ
れ
」
た
経
路
は
有
隣
と
も
類
似
し

て
い
る
。
こ
の
類
似
性
が
、
独
歩
に
「
其
経
歴
が
造
っ
た
」
性
格
や
運
命
の

、

沙
や

一
四

人
と
し
て
、
両
者
を
同
類
型
と
し
て
見
る
視
点
を
与
え
、
さ
ら
に
こ
の
両
者

と
明
治
の
高
官
た
ち
と
を
運
命
的
に
対
照
さ
せ
る
視
点
を
与
え
た
に
相
違
な

い
。

だ
が
、
「
門
弟
に
囲
ま
れ
、
道
を
説
き
、
害
を
講
じ
、
学
問
追
究
の
生
涯

を
お
く
」
っ
た
有
隣
と
違
っ
て
、
松
岡
は
『
ま
ぼ
ろ
し
』
に
描
か
れ
た
よ
う

に
、
失
っ
た
世
俗
的
野
望
に
未
練
を
残
し
、
「
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
無
念
」
の

ひ
そ

愛
さ
を
、
「
今
を
罵
り
昔
を
誇
」
る
こ
と
で
「
籟
か
に
快
し
と
し
て
」
晴
ら

す
日
灸
を
送
る
う
ち
に
、
未
来
へ
の
展
望
を
見
失
っ
て
自
滅
し
、
「
野
卑
」

に
陥
り
、
「
零
落
」
し
て
い
っ
た
。
（
こ
の
姿
こ
そ
、
有
隣
よ
り
以
上
に
、

独
歩
の
描
い
た
富
岡
先
生
の
な
か
の
「
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
の
半

面
と
、
本
質
を
同
じ
く
し
て
は
い
な
い
か
。
）

そ
う
い
う
姿
で
松
岡
は
、
六
年
ぶ
り
に
独
歩
の
前
に
出
現
す
る
。
そ
れ
も

「
蓋
恥
」
を
忍
ん
で
、
何
回
か
独
歩
に
会
い
に
来
た
。
そ
う
し
た
松
岡
の
内

に
、
独
歩
は
「
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
…
：
．
…
悲
し
い
痛
ま
し
い
命
運
の
秘
密
」

マ
マ

（
ま
ぼ
ろ
し
）
を
、
｜
‐
悲
惨
な
る
事
実
の
現
化
」
を
を
見
た
。
独
歩
は
「
脇
道
に

そ
れ
」
た
志
士
群
像
の
悲
劇
的
な
末
路
の
象
徴
を
、
松
岡
一
個
の
内
に
見
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
六
年
前
に
、
一
、
二
度
会
っ
た
き
り
交
渉
の
途
絶
え
た

有
隣
の
記
憶
よ
り
も
は
る
か
に
、
文
学
的
哀
感
を
そ
そ
り
、
満
腔
の
同
情
を

こ
め
て
内
面
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
明
治
三
十
三
年
十
二
月
の
有
隣
の
死
報
を
契
機
に
し
て
、
独
歩

が
十
一
年
前
の
有
隣
の
記
憶
や
「
逸
話
」
に
頼
っ
て
「
富
岡
先
生
」
像
を
造

型
す
る
時
、
そ
の
中
に
「
脇
道
へ
そ
れ
」
た
志
士
群
像
の
悲
劇
的
末
路
を
一

身
に
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
松
岡
信
太
郎
像
が
、
意
識
的
と
無
意
識
的
と
を

型

Ｇ
Ｉ



問
わ
ず
、
投
影
し
な
い
は
ず
は
な
い
。
｝
」
の
、
有
隣
よ
り
嬢
小
で
人
生
の
展

望
も
失
っ
た
松
岡
信
太
郎
像
の
投
影
が
、
富
岡
先
生
像
を
「
反
逆
精
神
が
実

は
世
俗
主
義
の
裏
返
し
で
あ
」
る
よ
う
に
倭
小
化
さ
せ
た
の
と
引
き
か
え
に
、

↓
口
才

「
此
の
事
実
の
現
化
を
更
ら
に
深
く
知
」
ろ
う
と
し
た
独
歩
の
追
求
の
あ
と

を
も
反
映
し
て
、
「
境
遇
に
よ
っ
て
盃
め
ら
れ
、
形
成
さ
れ
た
性
格
の
矛
盾

⑫

と
、
そ
の
矛
盾
が
も
た
ら
す
悲
劇
性
を
分
析
す
る
」
と
こ
ろ
ま
で
深
化
さ
せ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も

さ
ら
に
、
そ
れ
と
相
ま
っ
て
、
宮
岡
先
生
の
内
に
は
「
無
意
誠
若
し
く
は

意
識
的
に
人
間
胸
憶
、
個
人
感
と
社
会
感
の
戦
争
あ
り
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
・
明

妬
・
７
．
型
と
い
う
独
歩
の
切
実
な
自
己
認
識
・
人
間
認
識
が
投
射
さ
れ
、

内
面
描
写
を
深
化
さ
せ
て
い
る
。
「
個
人
感
」
は
、
お
の
れ
－
個
の
利
害
か

ら
解
放
さ
れ
て
他
を
顧
み
る
広
い
心
・
「
ヒ
ュ
マ
ニ
テ
ィ
ー
の
自
然
」
・
「
愛

と
誠
と
労
働
」
の
精
神
で
あ
り
、
「
社
会
感
」
は
「
名
利
欲
」
や
「
野
心
」

鰯

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
富
岡
先
生
の
内
面
に
投
射
さ
れ
て
、
「
個
人
感
」

よ
わ
か
つ

は
「
本
来
自
然
の
富
岡
氏
」
の
「
極
く
世
間
並
の
物
の
能
く
通
暁
た
」
半
面
で

あ
り
、
「
社
会
感
」
は
「
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」
の
世
俗
主
義
・
権

威
主
義
・
「
頑
固
」
「
川
意
地
」
「
伽
執
」
と
な
っ
て
具
象
化
さ
れ
て
い
る
。

わ
か
つ
、

そ
し
て
こ
の
両
者
の
相
剋
の
後
、
先
生
が
「
極
く
世
間
並
の
物
の
能
く
通
暁

な
し
ま

た
老
人
に
為
っ
て
了
っ
た
」
時
、
先
生
の
内
に
「
圧
服
」
さ
れ
て
い
た
「
上

↓
一
了
一
テ
ィ
ー
の
自
然
」
が
回
復
す
る
ｌ
と
い
う
内
面
の
ド
ラ
マ
が
展
開

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

国
木
田
独
歩
『
富
岡
先
生
』
の
人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

か
む

今

Ｖ
小
民
と
英
雄
の
共
通
項
・
共
通
の
敵

以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
『
富
岡
先
生
』
の
中
心
は
、
「
其
経
歴
が
造
っ
た

富
岡
先
生
」
の
「
圧
服
」
か
ら
「
本
来
自
然
の
富
岡
氏
」
の
回
復
へ
、
と
い

う
内
而
の
ド
ラ
マ
に
向
か
い
、
有
隣
の
内
な
る
反
政
府
的
志
向
の
く
す
ぶ
り

を
副
出
し
て
、
そ
こ
を
拠
点
に
し
て
独
歩
の
政
治
的
希
求
や
革
命
的
志
向
が

噴
出
す
る
可
能
性
は
、
完
全
に
封
鎖
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
問
題
は
以
上
で

尽
き
る
の
で
は
な
い
。
も
う
一
つ
、
富
岡
先
生
と
「
小
民
」
と
の
か
か
わ
り

方
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
宮
岡
先
生
の
内
面
の
ド
ラ
マ
に
呼
応
し
て
、
も

う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
展
開
さ
れ
た
梅
子
の
婿
選
び
事
件
か
ら
、
細
川

と
梅
子
の
結
婚
に
い
た
る
経
緯
の
な
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

え
ん

独
歩
は
作
中
の
村
長
に
、
「
此
縁
は
（
中
略
）
細
川
繁
の
成
功
に
終
は
る
や

う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
「
富
岡
先
生
に
は
「
東

京
』
が
何
よ
り
禁
物
な
の
で
、
東
京
に
ゆ
け
ば
是
非
、
江
藤
侯
井
下
伯
其
他

故
郷
の
先
輩
の
堂
壺
た
る
有
様
を
見
聞
せ
ぬ
わ
け
に
は
ゆ
か
喝
富
岡
先
生

こ
す
な
わ

に
取
っ
て
は
是
れ
則
ち
不
平
、
頑
固
、
偏
屈
の
源
因
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

そ
れ
に
直
結
す
る
大
津
や
高
山
と
先
生
の
娘
が
結
ば
れ
る
限
り
、
「
不
平
、

頑
固
、
偏
屈
」
の
種
は
尽
き
な
い
。
大
津
や
高
山
を
退
け
、
「
山
林
海
浜
の

小
民
」
を
象
徴
す
る
細
川
に
娘
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
先
生
は
「
本

来
自
然
の
富
岡
氏
」
と
な
っ
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

細
川
は
、
同
じ
く
「
境
遇
に
よ
っ
て
」
自
己
の
才
能
を
発
揚
で
き
ず
、
小

学
校
長
に
甘
ん
じ
な
が
ら
、
「
不
平
、
頑
固
、
偏
屈
」
に
な
る
こ
と
も
な
く
、

彼
の
人
生
を
精
一
杯
生
き
て
い
る
。
独
歩
は
そ
の
後
、
こ
の
細
川
の
よ
う
な

一
五
・
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1

記
・
畑
・
鴫
）

と
「
野
心
功
名
心
な
ど
の
為
め
…
・
・
・
働
ら
く
」
（
同
）
こ
と
を
否
定
し
、
「
松

隣
が
所
謂
至
誠
。
：
…
国
を
愛
し
民
を
愛
す
る
至
誠
」
（
同
）
の
た
め
働
こ
う
と

し
、
そ
れ
を
明
治
の
「
藩
閥
政
府
」
批
判
の
拠
点
に
し
た
。
そ
し
て
「
如
何

ぺ
か

に
生
く
可
き
乎
」
に
つ
い
て
、

「
神
の
前
に
義
と
せ
ら
る
些
真
大
人
、
真
英
雄
は
始
め
よ
り
英
雄
た
り
大

む
し

、
入
た
る
を
期
し
た
る
者
に
非
ず
。
彼
れ
は
寧
ろ
先
づ
真
の
人
間
と
な
ら
ん

事
を
務
め
て
然
る
後
、
神
彼
に
大
な
る
務
め
を
下
し
賜
ふ
・
」
（
田
村
三
治

宛
書
簡
明
妬
・
９
・
理
）
〃

と
「
先
づ
真
の
人
間
」
を
志
向
す
る
。
そ
し
て
、

「
英
雄
事
を
為
し
法
を
立
て
徳
を
建
て
道
を
定
め
光
を
導
く
は
実
に
此
時

も

な
り
。
（
中
略
）
神
意
若
し
あ
る
な
ら
ば
吾
を
し
て
必
ず
此
際
大
に
尽
す
処

あ
ら
し
め
給
ふ
を
信
ず
る
也
・
」
（
同
”
・
２
・
略
）

「
大
丈
夫
立
て
天
下
に
大
経
倫
を
行
ふ
能
は
ず
ん
ば
潔
く
山
間
に
農
夫
と

な
れ
と
は
僕
が
近
頃
の
理
想
な
り
。
」
（
大
久
保
湖
邦
宛
害
簡
明
型
・
哩
・
型
）

と
い
う
言
葉
に
胚
胎
し
て
い
る
。
独
歩
は
ま
ず
、

あ
に

「
人
生
の
事
業
豈
野
心
と
功
名
心
の
み
な
ら
ん
や
。
」
（
小
川
今
蔵
宛
書
簡
明

人
物
を
主
人
公
に
し
て
『
日
の
出
』
を
書
き
、
「
人
は
人
以
上
の
者
に
な
る

こ
と
は
出
来
な
い
、
然
し
人
の
能
力
の
全
部
を
尽
す
、
へ
き
義
務
を
持
て
居
る
。

此
義
務
を
尽
せ
ぱ
則
ち
英
雄
で
あ
る
」
と
主
人
公
大
島
伸
一
に
叫
ば
せ
て
い

る
。
こ
れ
は
独
歩
の
「
小
民
」
肯
定
に
基
づ
く
「
小
民
」
の
な
か
の
「
英
雄
」

と
も
い
う
べ
き
人
間
像
で
あ
る
。

独
歩
の
｝

」
う
し
た
志
向
は
す
で
に
明
治
二
十
四
年
の
、

士

マ４
－

マ
マ

の
前
に
、
此
の
地
上
に
、
同
胞
の
為
め
に
尤
も
真
面
目
な
る
生
涯
を
送
り

た
る
者
を
云
ふ
・
」
（
欺
か
ざ
る
の
記
明
妬
・
８
・
堅

と
い
う
信
実
を
実
践
す
る
生
き
方
で
、
細
川
や
「
日
の
出
」
の
大
島
伸
一
の

人
生
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
．

独
歩
が
松
隣
の
内
か
ら
「
維
新
革
命
」
本
来
の
原
点
と
し
て
副
出
し
た
、

真
の
人
間
性
解
放
に
よ
る
「
自
由
」
と
、
全
国
民
的
解
放
に
よ
る
「
平
等
」

と
の
統
一
的
実
現
の
理
想
は
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。
明
治
の
絶
対
主
義
政
府

は
、
政
界
を
「
日
に
益
を
腐
朽
に
進
」
め
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
松
陰

マ
マ

が
所
謂
至
誠
．
：
…
国
を
愛
し
民
を
愛
す
る
至
誠
」
に
よ
っ
て
「
大
経
倫
を
行

ふ
」
道
も
閉
ざ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

一
一
ハ

と
「
吾
国
民
の
為
め
に
独
立
独
行
に
当
る
覚
悟
」
を
述
雫
へ
た
後
、
「
如
何
に

生
く
可
き
乎
」
の
究
極
を
、

「
無
名
の
小
民
か
建
国
成
業
の
英
雄
か
、
神
が
人
間
に
に
教
へ
給
ふ
生
活

こ
れ

の
方
法
は
此
に
過
ぎ
ず
、
虚
栄
（
北
野
註
ｌ
「
虚
栄
」
と
は
「
野
心
功
名
心
」

の
た
め
働
く
こ
と
）
は
真
理
の
敵
也
・
」
（
同
）
と
い
う
と
こ
ろ
へ
帰
結
さ
せ

て
い
る
。
。
、

で
は
「
神
」
・
が
も
し
「
彼
に
大
な
る
務
め
を
下
し
賜
」
わ
な
か
っ
た
ら
、
「
無

名
の
小
民
」
と
し
て
ど
ん
な
生
き
方
が
あ
る
か
。
そ
れ
は
「
真
の
人
間
」
と

し
て
の
生
き
方
、
「
小
民
」
と
つ
な
が
り
、
「
小
民
」
の
中
の
「
英
雄
」
と

し
て
の
生
き
方
、
す
な
わ
ち
、

「
人
の
能
力
の
全
部
を
尽
す
尋
へ
き
義
務
（
中
略
）
を
尽
せ
ぱ
則
ち
英
雄
で
あ

る
。
」
（
日
の
出
）

「
英
雄
と
は
己
れ
の
生
命
の
意
味
を
重
ん
じ
、
・
熱
血
と
熱
涙
と
を
以
て
神

仁

で
一

タ



’

「
天
地
依
労
を
恩
ふ
て
小
我
消
へ
、
小
我
減
し
て
哀
情
起
り
、
哀
情
起
り

て
平
等
を
感
じ
、
平
等
を
感
じ
て
慈
愛
の
念
油
然
と
し
て
心
底
よ
り
涌
き

来
る
。
是
に
於
て
一
種
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
謙
遜
の
念
生
じ
来
り
、
（
中
略
）

満
足
と
平
和
を
感
ず
。
」
（
中
桐
確
太
郎
宛
書
簡
明
幻
．
４
．
６
）

と
い
う
境
地
に
至
ら
な
け
れ
ば
「
自
由
平
等
」
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
。
だ

が
、
そ
う
し
た
心
で
、
遠
く
松
陰
や
松
下
村
塾
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
明
治
の

現
実
を
凝
視
す
る
と
、
国
民
的
解
放
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
「
小
民
」
た
ち
が

至
る
所
に
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
と
同
じ
く
明
治
の
体
制
か
ら
疎
外
さ
れ
、
「
小

民
」
と
同
じ
人
生
を
背
負
い
、
「
小
民
」
の
世
界
に
住
む
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
な
が
ら
、
国
民
的
解
放
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
「
小
民
」
の
子
弟
を
「
真

理
」
に
向
け
て
啓
発
し
、
「
人
類
社
会
に
尽
す
雲
へ
き
（
中
略
）
未
来
の
真
運
動
」

（
社
会
と
人
）
へ
導
く
仕
事
に
精
一
杯
生
き
て
い
る
の
が
、
細
川
や
「
日
の
出
一

の
大
島
伸
一
で
あ
る
。
そ
し
て
「
本
来
自
然
」
の
人
間
性
を
回
復
し
た
富
岡

先
生
も
、
そ
の
一
人
と
な
る
以
外
に
「
真
の
人
間
」
と
し
て
生
き
る
道
は
な

か
っ
た
。

た
だ
、
細
川
が
『
日
の
出
」
の
大
島
伸
一
ほ
ど
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
ず
、

ま
た
小
学
校
長
の
彼
を
と
り
ま
く
現
実
が
「
酒
中
日
記
」
ほ
ど
浮
彫
り
に
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
富
岡
先
生
の
反
政
府
的
志
向
の
具
体
的
内
容

の
欠
如
と
と
も
に
、
こ
の
作
品
の
弱
さ
に
な
っ
て
い
る
。
．

最
後
に
、
こ
の
作
品
は
「
夏
の
末
」
か
ら
始
ま
り
、
同
じ
年
の
「
十
一
月

の
末
」
の
富
岡
先
生
の
死
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
「
脇
道
へ
そ
れ
」
た

生
き
残
り
の
志
士
の
最
期
と
い
う
、
い
わ
ば
最
も
叙
事
的
で
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク

で
あ
る
は
ず
の
題
材
を
扱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
す
ら
も
短
篇

国
木
田
独
歩
『
富
岡
先
生
』
の
人
物
造
型
お
よ
び
発
想
の
根
底

抄

坐

作
家
・
独
歩
の
手
に
か
か
る
と
、
富
岡
先
生
の
波
乱
に
み
ち
た
人
生
の
全
体

が
死
の
三
か
月
前
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
い
、
「
過
去
と
未
来
を
含
ん
だ
永
遠

鋤

の
現
在
」
を
表
象
し
て
、
反
叙
事
的
な
、
「
永
遠
を
に
な
っ
た
一
瞬
時
の
人

鰔

生
断
面
図
」
と
変
わ
ら
ぬ
構
図
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
一
篇
の
ス

ト
ー
リ
ー
が
「
本
来
自
然
の
富
岡
氏
」
と
「
其
経
歴
が
造
っ
た
富
岡
先
生
」

と
の
相
剋
に
か
か
わ
る
局
面
に
局
限
さ
れ
、
婿
選
び
事
件
を
は
じ
め
と
す
る

す
べ
て
の
事
件
が
そ
こ
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

る
。
（
蝸
・
９
．
過
）

註
①
②
真
山
青
果
「
我
礎
な
人
」
（
『
新
潮
１
国
木
田
独
歩
追
悼
号
』
明
治
型
。

７
）

③
「
『
富
岡
先
生
』
は
長
州
で
有
名
な
富
永
有
隣
翁
で
あ
る
。
」
（
予
が
作
品
と

，
事
実
）

③
吉
江
喬
松
「
国
木
田
独
歩
研
究
」
（
昭
７
・
新
潮
社
『
日
本
文
学
講
座
⑬
明

治
時
代
下
編
』
所
収
）

⑤
笹
淵
友
一
「
国
木
田
独
歩
と
自
然
主
義
」
（
昭
媚
・
明
治
書
院
『
明
治
大
正

文
学
の
分
析
』
五
五
六
頁
）

⑤
玉
木
俊
雄
「
富
永
有
隣
に
つ
い
て
」
（
昭
粥
・
田
布
施
地
方
史
研
究
会
発
行

『
田
布
施
地
方
史
』
第
略
号
、
四
頁
）

②
前
掲
⑤
の
五
五
五
頁

⑥
片
岡
慾
，
「
国
木
田
独
歩
」
（
昭
錨
・
河
出
書
房
『
日
本
文
学
講
座
Ⅳ
』
一
七

○
頁
）

側
山
田
博
光
『
日
本
近
代
文
学
大
系
⑩
国
木
田
独
歩
集
』
（
昭
媚
・
角
川
書
店
）

一
八
六
頁
頭
注

⑩
⑤
の
五
五
七
頁
。

⑪
独
歩
が
有
隣
と
接
し
え
た
の
は
明
治
二
十
四
年
八
月
の
初
会
見
か
ら
、
翌
二

一
七
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｜’

十
五
年
二
月
に
波
野
英
学
塾
を
閉
鎖
し
て
柳
井
へ
一
家
転
住
す
る
ま
で
の
約
半

年
間
だ
が
、
そ
の
間
、
足
し
げ
く
有
隣
を
訪
ね
た
と
い
う
傍
証
も
な
い
。
そ
の

後
、
独
歩
は
上
京
し
℃
以
後
、
有
隣
を
訪
ね
た
こ
と
も
彼
に
つ
い
て
記
述
し
た

形
跡
も
な
い
。

⑫
前
掲
⑥
の
娼
頁
ｌ
妬
頁
。

⑬
池
田
諭
『
松
下
村
塾
〈
近
代
日
本
を
創
っ
た
教
育
〉
』
（
昭
娚
・
広
済
堂
出
版
）

田
ｌ
他
頁
。

⑭
森
銑
三
「
独
歩
の
小
説
と
そ
の
モ
デ
ル
」
（
『
国
文
学
ｌ
解
釈
と
鑑
賞
』
昭

妬
・
７
）
こ
れ
は
「
岡
落
葉
画
伯
を
訪
う
て
、
国
木
田
独
歩
の
小
説
に
就
い
て

の
話
を
聴
い
た
。
以
下
は
そ
れ
を
纒
め
た
の
で
あ
る
Ｉ
」
と
あ
る
。

⑮
前
掲
⑥
の
田
ｌ
鋤
頁

⑯
奈
良
本
辰
也
『
吉
田
松
陰
』
（
昭
記
・
岩
波
新
書
）
ね
頁
。

⑰
谷
林
博
『
青
年
時
代
の
国
木
田
独
歩
』
（
昭
妬
・
・
柳
井
市
立
図
書
館
発
行
）

両
頁
ｌ
た
だ
し
以
上
の
事
実
は
、
現
存
の
成
功
者
た
ち
に
対
す
る
独
歩
の
配

慮
か
ら
、
「
陣
る
処
あ
」
っ
て
『
吉
田
松
陰
及
び
長
州
先
輩
に
関
し
て
』
の
中

に
は
、
独
歩
は
わ
ざ
と
記
さ
な
か
っ
た
。

⑱
前
掲
⑥
の
卯
頁
。や

巻

⑲
猪
野
謙
二
「
独
歩
に
お
け
る
『
政
治
』
ｌ
吉
田
松
陰
か
ら
星
亨
へ
ｌ
」

（
昭
虹
・
岩
波
書
店
『
明
治
の
作
家
』
二
○
三
頁
’
二
○
四
頁
。

⑳
こ
の
松
岡
信
太
郎
が
『
ま
ぼ
ろ
し
』
の
「
渠
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
は
、

『
ま
ぼ
ろ
し
』
後
編
中
に
「
渠
」
が
「
…
…
そ
ら
！
こ
れ
を
君
に
呉
れ
る
、
』

と
投
げ
だ
し
た
の
は
短
刀
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
独
歩
の
友
人
で
松

岡
の
同
郷
人
で
も
あ
っ
た
岡
落
葉
が
、
「
松
岡
信
太
郎
と
い
ふ
人
物
が
あ
っ
て
、

私
も
二
三
度
逢
っ
て
ゐ
ま
す
。
い
つ
か
こ
の
人
が
独
歩
の
家
へ
来
て
、
生
き
が

た
み
だ
と
い
っ
て
短
刀
を
置
い
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」
（
前
掲
⑭
）

と
証
言
し
て
い
る
か
ら
、
疑
う
余
地
は
な
い
。

⑳
前
掲
⑰
の
“
頁
Ｉ
印
頁
。

⑫
前
掲
⑥
の
五
五
五
頁
。
、

㈲
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
（
昭
娼
・
桜
楓
社
）
第

二
草
を
参
照
さ
れ
た
い
。

例
工
藤
好
美
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
杼
情
詩
」
（
昭
哩
・
南
雲
堂
『
叙
事
詩

と
杼
情
詩
』
一
二
四
頁
）

間
福
田
恒
存
「
国
木
田
独
歩
」
（
昭
調
・
角
川
文
庫
』
四
頁
）

（
き
た
の
．
あ
き
ひ
こ
大
津
高
校
教
諭
）

ざ

八
垂


