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首
藤
基
澄
著
『
金
子
光
晴
研
究
』
を
読
ん
で

　
こ
の
本
は
「
高
村
光
太
郎
」
に
次
ぐ
著
者
の
第
二
作
で
あ
る
。
4
2
年
あ
た
り
’

か
ら
著
者
は
し
き
り
に
金
子
光
晴
を
追
い
続
け
て
お
ら
れ
た
。
4
2
年
４
月
号
の

　
「
文
学
」
に
「
金
子
光
晴
ノ
ー
ト
」
を
書
か
れ
て
以
来
、
息
も
つ
か
ず
矢
継
早

に
「
金
子
光
晴
研
究
覚
え
書
」
　
（
「
日
本
近
代
文
学
」
Ｓ
4
3
・
５
）
、
「
金
子

光
晴
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
」
　
（
文
学
Ｊ
Ｓ
4
3
・
了
）
　
「
金
子
光
晴
の
恋
愛
」
　
（

　
「
日
本
文
学
叢
公
」
Ｓ
4
3
・
８
）
等
々
を
書
き
進
め
ら
れ
た
が
、
本
書
巻
末
の

　
一
覧
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
十
一
綱
に
も
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
そ
の
中

　
「
『
鮫
』
成
立
再
論
」
　
（
本
書
改
題
「
批
判
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
確
立
」
）
、
「

　
『
鬼
の
児
の
唄
』
論
」
　
（
本
書
改
題
「
抵
抗
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
）
、
「
金
子
光

晴
の
戦
後
」
　
（
本
書
改
題
「
自
叙
伝
の
試
み
」
０
）
の
三
綱
は
、
本
学
国
語
国

文
学
会
機
関
誌
及
び
近
代
文
学
研
究
室
刊
「
近
代
文
学
手
帳
」
に
そ
れ
ぞ
れ
書

か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
）

　
本
著
は
こ
の
十
一
編
と
新
し
く
稿
を
起
さ
れ
た
［
夢
と
流
浪
］
を
加
え
ら
れ

た
も
の
に
、
単
行
本
と
し
て
の
統
一
、
細
別
構
成
を
与
え
、
そ
の
秩
序
に
沿
っ

て
改
題
し
、
纒
め
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
序
説
か
ら
第
九
章
に
わ
た
る
論
考
と
、
巻
末
の
金
子
光
晴
年
譜
、
主
要
参
考

文
献
、
後
記
と
配
し
て
あ
る
心
く
ば
り
だ
け
見
て
も
、
著
者
が
「
（
こ
こ
）
三

年
半
の
私
の
す
べ
て
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。

　
金
子
光
晴
、
そ
の
詩
、
評
論
が
評
価
さ
れ
、
研
究
対
象
と
な
っ
て
来
だ
の
は

１

１

戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
研
究
の
歴
史
の
浅
さ
と
、
対
象
た
る
光
晴
自
身
が

一
筋
縄
で
行
か
ぬ
人
物
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
作
品
ゑ
、
著
者
が
い
わ
れ
る
よ
う

に
「
詩
的
方
法
、
世
界
の
振
幅
の
大
き
い
」
な
ど
の
た
め
に
、
い
ま
だ
に
文
学

史
的
位
置
づ
け
が
困
難
と
さ
れ
て
い
る
模
様
で
あ
る
。

　
著
者
は
そ
の
中
で
、
光
晴
、
光
晴
詩
の
「
全
面
目
」
を
一
望
の
下
に
収
め
よ

う
と
意
図
さ
れ
仁
。
巻
末
の
主
要
参
考
文
献
を
み
る
と
、
彼
に
関
す
る
多
く
の

研
究
書
や
評
論
は
あ
る
が
、
一
冊
に
纒
っ
て
正
面
か
ら
「
金
子
光
晴
研
究
」
と

銘
打
っ
た
の
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
お
い
て
も
こ
の
著
は
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
謙
虚
に
も
「
さ
さ
や
か
な
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
」

な
ど
と
い
わ
れ
る
が
、
ど
う
し
て
労
作
で
あ
り
し
た
た
か
な
野
心
作
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
そ
の
光
晴
、
光
晴
詩
を
一
望
の
下
に
収
め
る
視
点
を
ど
こ
に
求
め

る
か
で
あ
る
が
、
著
者
は
「
敗
者
の
立
場
に
お
け
る
批
判
精
神
」
を
提
起
さ
れ

る
。
そ
れ
は
か
っ
て
光
太
郎
に
「
上
昇
し
よ
う
と
し
た
自
我
の
様
態
」
を
見
た

時
か
ら
の
著
者
の
視
点
の
特
徴
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
え
ば
著
者
の
光
晴
へ

の
関
心
は
、
光
太
郎
研
究
の
中
か
ら
「
い
つ
の
頃
か
ら
か
分
明
で
は
な
い
が
」

そ
の
対
極
の
生
を
生
き
る
も
の
と
し
て
浮
び
上
っ
て
来
た
も
の
（
後
記
）
だ
そ

う
で
、
「
敗
者
」
は
「
上
昇
し
よ
う
と
し
た
自
我
」
と
一
対
を
な
す
も
の
で
あ

　
こ
の
二
つ
の
類
別
は
ニ
ー
グ
レ
ン
の
「
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ス
」
に
範
を
求
め

一
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て
お
ら
れ
る
も
の
の
よ
う
で
（
「
高
村
光
太
郎
』
Ｐ
応
ご
、
き
わ
め
て
実
存

的
臭
い
の
つ
よ
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
本
著
の
基
本
的
姿
勢
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
本
著
の
姿
勢
の
特
質
は
た
だ
も
の

で
な
い
光
晴
と
い
う
個
性
の
分
析
・
理
解
に
お
い
て
な
か
な
か
に
有
効
で
あ
る

テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
諸
特
性
と
あ
ま
り
に
も
見
合
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の

特
異
性
は
、
ま
ず
こ
の
大
き
な
規
定
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
中
で
明
ら
か
に
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
凪
う
。
著
者
は
光
晴
の
「
反
対
」
を
「
第
三
次

大
正
文
学
」
の
メ
ル
ク
了
・
‐
・
ル
と
さ
れ
、
そ
の
位
置
づ
け
を
「
現
実
と
の
能
動

的
な
か
か
わ
り
を
断
念
し
た
と
こ
ろ
に
確
認
さ
れ
る
自
我
は
、
い
う
な
ら
ば
大

正
文
学
の
最
後
尾
に
付
着
し
て
お
り
、
す
で
に
豊
饒
な
土
壌
を
喪
失
し
て
い
て

そ
の
ま
ま
で
は
豊
か
な
実
り
を
期
待
す
べ
く
も
な
い
」
　
（
Ｐ
2
7
）
と
説
明
さ
れ

る
の
だ
が
、
「
現
実
と
の
能
動
的
な
か
か
わ
り
」
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
喪
失
し
た
と
い
う
「
豊
饒
な
土
壌
」
と
は
何
な
の
か
が

閥
わ
れ
て
お
れ
ば
彼
の
性
向
、
資
質
の
出
自
が
明
確
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
第
二
は
「
自
我
の
確
立
」
を
自
己
充
足
的
に
「
エ
ゴ
を
守
り
通
す
こ
と
」
と

考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
多
分
そ
こ
か
ら
「
大
正
文
学
を
担
っ
た
人
達
は
相
当

強
烈
な
自
我
を
形
成
し
て
お
り
、
少
く
と
も
［
外
観
だ
け
］
は
立
派
さ
を
保
っ

た
人
が
幾
人
か
い
た
。
日
夏
取
之
介
も
そ
の
▽
人
で
あ
ろ
う
」
　
（
Ｐ
4
1
）
と
い

う
評
価
が
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
れ
で
は
衰
弱
し
た
自
我
を
絶
対
視
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ

ろ
う
か
。
大
正
文
学
を
担
っ
た
人
達
の
「
相
当
強
烈
な
自
我
」
と
は
、
著
者
自

身
が
「
天
皇
を
中
枢
と
す
る
一
切
の
権
力
を
剥
ぎ
棄
て
る
」
ど
と
を
「
簡
単
に

や
り
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
　
（
Ｐ
一
回

）
の
申
し
子
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
辺
に
個
別
論
文
の
書
か
れ

た
時
期
に
よ
っ
て
著
者
の
認
識
に
多
少
の
ず
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

本
著
の
成
４
立
ち
上
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
し
作
家
、
詩
人
が
、
か
っ
て
中
野
重
治
氏
の
透
谷
、
二
葉
亭
・
独
歩
・
啄

-
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木
等
を
評
し
て
い
わ
れ
化
よ
う
に
、
完
成
せ
る
芸
術
を
で
な
く
、
「
人
生
の
全

般
的
考
察
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
「
自
我
の
確
立
」
に
よ
っ

て
伺
が
創
り
出
さ
れ
た
の
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
伺
か
が

光
晴
の
場
合
、
日
本
人
の
心
を
応
か
ら
蝕
ん
で
い
る
根
源
へ
の
徹
底
し
た
批
判

の
文
学
的
造
型
で
あ
っ
た
故
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
文
学
、
そ
の
生
き
方
を

す
ぐ
れ
た
財
産
の
一
つ
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い

う
考
え
か
ら
す
る
と
ヽ
著
者
が
「
自
我
に
固
執
す
る
」
こ
と
自
身
が
目
的
と
な

’

っ
て
い
る
大
正
期
文
学
の
担
い
手
化
石
の
「
自
我
」
を
高
く
評
価
さ
れ
る
、
あ

る
い
は
著
者
自
身
の
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
重
な
り
合
っ
て
映
っ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
大
正
期
文
学
者
の
自
我
か
ら
は
み
出
す
光
晴
の
、
そ
の
は
み
出
す
部
分

を
切
り
落
す
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
が
、
自
我
の
確
立
の
問

題
を
詩
人
の
内
部
の
問
題
と
し
て
追
求
さ
れ
る
の
で
な
く
、
社
会
的
、
歴
史
的

諸
条
件
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
把
え
ら
れ
て
お
る
な
ら
「
市
民
社
会
の
一
員

と
し
て
の
人
間
的
要
求
を
獲
得
し
て
行
く
第
一
階
梯
で
あ
る
自
己
変
革
の
積
極

性
に
は
欠
け
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
「
自
我
に
固
執
し
た
抵
抗
者

光
晴
の
限
界
」
　
（
Ｐ
芯
べ
）
を
示
さ
れ
る
こ
と
も
も
っ
と
異
っ
化
色
あ
い
で
映

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
　
「
自
我
に
固
執
す
る
」
こ
と
は
著
者
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
彼
の
場
合
強
権
に

対
決
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
特
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
拠
る
人
々
の

組
織
的
抵
抗
は
弾
圧
さ
れ
る
に
ま
か
さ
れ
、
著
者
が
希
望
す
る
よ
う
な
市
り
巡

動
的
な
も
の
を
構
想
、
実
践
で
き
な
い
日
本
の
社
会
の
中
で
の
こ
と
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
（
野
間
宏
の
小
説
な
ど
に
よ
る
と
京
都
の
知
識
人
を
中
心
に
人
民

戦
線
的
な
運
動
の
卵
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
結
局
は
発
展
さ
せ

ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
）
　
「
寂
し
さ
の
歌
」
は
そ
こ
か
ら
生
ま

２
．
．
．
．
‐
．
“
．
‾

ｒ

．
．
．
．
．

｜

ｉ

れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
著
者
は
そ
の
最
終
連
を
弱
さ
の
露
呈
し
た
部

分
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
あ
の
詩
の
モ
チ
ー
フ
は
日
本
の
木
質
を
暴
露
す
る

前
半
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
最
終
連
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
半
の

日
本
の
さ
び
し
さ
と
、
さ
び
し
さ
を
か
つ
き
と
受
け
と
め
る
も
の
の
い
な
い
最

終
連
の
寂
し
さ
は
自
ら
異
る
。
そ
れ
は
前
半
の
日
本
へ
能
動
的
に
働
き
か
け
る

も
の
を
求
め
る
声
だ
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
光
晴
が
「
自
己
変
革
の
積
極
性
に
欠
け
」
る
こ
と
は
市
民
的
抵
抗
運
動
が
組

織
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
と
も
に
、
近
代
社
会
で
は
あ
っ
て
も
、
自
由
・
平
等

・
自
治
を
拠
り
所
に
し
て
生
ま
れ
仁
市
民
社
会
で
な
い
と
い
う
深
刻
な
矛
盾
を

背
負
わ
さ
れ
た
日
本
の
近
代
の
課
題
で
あ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
し
て
、

こ
の
歴
史
の
轜
か
ら
ど
れ
ほ
ど
自
由
で
あ
り
え
て
い
る
か
自
問
さ
れ
る
と
こ
ろ

な
の
で
あ
る
。
著
者
の
い
わ
れ
る
「
公
状
況
と
私
状
況
１
‐
は
光
晴
の
頭
の
中
で

　
「
止
揚
」
で
き
ろ
性
格
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
現
代
の
複
雑
な
歴
史
渦
程

の
中
で
、
光
晴
を
含
め
た
わ
れ
わ
れ
自
身
が
実
践
的
に
「
止
揚
」
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
と
ば
に
こ
だ
わ
っ
て
い
う
が
、
前
記
引
用
文
で
著
者
は
「
市
民
社
会
の
一

員
と
し
て
の
…
…
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
厳
密
な
意
味
で
戦
時

下
の
日
本
は
［
市
民
社
会
］
な
ど
で
は
全
く
な
か
っ
た
こ
と
を
付
言
し
よ
う
。

名
目
的
に
し
ろ
市
民
社
会
に
な
っ
た
の
は
た
か
だ
か
敗
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
に
光
晴
の
政
治
へ
の
関
心
に
つ
い
て
の
著
者
の
［
回
で
あ
る
。
著
者
は

光
晴
が
「
ス
テ
ル
ネ
ル
と
の
出
合
い
」
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
の
は
「
無
政
府

主
義
と
い
う
政
治
的
立
場
で
な
く
、
自
己
確
立
の
た
め
に
一
切
か
拒
否
す
る
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
’
」
　
（
Ｐ
4
5
）
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
『
鮫
』
の
思
想
に
つ
い
て
も
、
「

政
治
的
に
は
帝
国
主
戦
反
対
と
い
う
こ
と
だ
が
、
光
晴
個
人
と
し
て
は
ス
テ
イ
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・

　
ル
ネ
ル
の
自
我
主
義
者
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
否
定
主
義
）
の
立
場
に
立
っ

　
て
い
た
の
で
あ
る
」
　
（
Ｐ
9
5
）
と
評
さ
れ
（
一
編
の
完
結
し
た
詩
の
思
想
に
政

　
治
的
に
は
…
…
光
晴
個
人
と
し
て
は
…
…
を
見
る
の
は
い
さ
さ
か
奇
異
だ
が
）

　
何
と
か
し
て
政
治
と
自
我
主
義
・
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
切
り
放
し
、
後
者
に
光
晴
を

　
損
じ
込
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
仁
し
か
に
光
晴
に
は
何
々
主
義
と
か
党
と
か
い
っ
た
意
昧
で
の
政
治
的
立
場

　
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
日
本
の
文
学
者
に
数
少
い
（
特
に
大

　
正
期
の
そ
れ
に
は
）
強
烈
な
政
治
感
覚
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
れ
も
自
分
を
全

　
く
の
無
権
利
、
裸
の
立
場
に
お
い
て
強
権
に
対
峙
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
こ
の
強
烈
な
政
治
感
覚
と
か
か
わ
っ
て
あ
る
も
の
だ
と
私

　
は
考
え
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
現
実
社
会
す
べ
て
が
人
々
に
と
っ

　
て
邪
悪
で
、
否
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
撃

　
破
す
る
具
体
的
方
策
を
歴
史
的
に
い
ま
だ
構
想
し
え
な
い
時
、
人
々
は
こ
れ
を

　
観
念
上
で
全
面
否
定
す
る
か
、
あ
き
ら
め
て
現
実
を
容
認
す
る
し
か
な
い
が
、

　
光
晴
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
、
近
代
市
民
社
会
が
当
然
特
つ
べ
き
自
由
こ
平
等
・
自

　
治
を
欠
落
さ
せ
ら
れ
、
閉
塞
し
た
日
本
の
現
実
に
向
っ
て
の
全
面
否
定
に
他
な

　
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
だ
。
著
者
は
も
っ
と
光
晴
自
身
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば

　
に
耳
を
か
た
む
け
て
よ
か
っ
仁
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
関
東
大
震
災

　
で
、
か
ね
て
面
識
の
あ
っ
た
大
杉
栄
の
官
権
に
よ
る
虐
殺
事
件
に
「
大
き
な
衝

’
撃
を
う
け
」
そ
の
た
め
「
厭
世
的
に
さ
え
な
っ
た
」
と
い
い
、
彼
の
政
治
へ
の

　
関
心
の
土
台
は
そ
の
こ
と
や
、
当
時
は
じ
め
て
接
し
た
「
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
・
バ

　
ク
ー
ニ
ン
の
著
者
」
に
よ
っ
て
「
そ
の
と
き
目
に
見
え
ず
築
き
あ
げ
ら
れ
た
の

　
か
も
し
れ
な
い
」
　
（
「
政
治
的
関
心
」
―
僕
の
遍
歴
―
）
等
々
。
そ
う
す
れ
ば
、

　
辻
潤
の
こ
と
ば
を
借
り
て
ス
テ
イ
ル
ネ
ル
か
ら
む
り
に
「
無
政
府
主
義
」
を
は

ぎ
落
さ
な
く
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
光
晴
は
明
治
中
年
に
生
ま
れ

、
明
治
末
・
大
正
初
期
に
人
と
な
っ
忙
世
代
に
見
ら
れ
る
無
政
府
主
端
的
志
向

を
持
つ
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
期
の
無
政
府
主
義
は
時
代
閉
塞
の
現
状
を

根
本
的
に
克
服
す
る
具
体
的
方
策
の
発
見
の
な
い
ま
ま
突
破
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
忙
し
、
そ
の
た
め
潜
在
的
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
。
そ

う
い
う
時
代
の
与
え
た
下
地
か
前
提
に
置
く
必
要
は
な
い
か
。
「
徹
底
し
た
人

間
不
信
と
、
そ
の
究
極
の
と
こ
ろ
で
壮
大
な
人
間
信
頼
の
夢
を
は
ぐ
く
ん
だ
詩

人
」
と
い
う
安
東
次
男
氏
の
評
も
そ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
光
晴
は
日
常
的
に
も
詩
作
の
七
で
も
き
わ
め
て
政
治
的
関
心
の
強

い
人
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
「
僕
に
と
っ
て
は
詩
の
完
成
な
ど
は
、
ま
ず
第
二

股
で
、
あ
る
政
治
に
抵
抗
す
る
た
め
に
、
便
宜
な
一
方
法
と
し
て
ふ
た
た
び
詩

を
選
ん
だ
と
い
う
経
緯
な
の
だ
か
ら
」
　
（
［
政
治
的
関
心
］
―
不
平
不
満
の
詩

ｉ
）
と
い
い
、
「
今
日
も
東
南
ア
ジ
ア
民
族
の
解
放
と
、
人
種
問
題
と
、
日
本

人
の
封
建
性
の
指
摘
と
、
戦
争
反
対
の
四
つ
の
課
題
に
創
作
目
。
的
の
重
点
を
お

く
こ
と
に
し
て
い
る
。
」
　
（
同
上
―
僕
の
遍
歴
）
人
で
あ
る
。
著
者
の
い
わ
れ

る
よ
う
に
ヽ
「
自
己
確
立
の
た
め
に
一
切
を
拒
否
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
に
と
り

つ
か
れ
て
い
た
と
も
、
無
方
向
な
「
反
対
」
を
と
な
え
て
ば
か
り
い
忙
と
も
考

ふ
ら
れ
な
い
。

　
著
者
の
論
法
で
い
く
と
ス
テ
イ
ル
ネ
ル
に
よ
っ
て
「
裸
に
さ
れ
」
　
「
何
も
の

に
も
繋
縛
さ
れ
な
い
自
我
主
義
者
に
己
を
錬
成
し
て
行
っ
た
」
　
（
Ｐ
9
5
）
こ
と

が
反
戦
即
反
天
皇
制
・
反
国
家
に
到
る
道
に
な
る
の
だ
が
、
著
者
の
い
わ
れ
る

よ
う
に
ス
テ
イ
ル
ネ
ル
か
ら
無
政
府
主
義
を
受
つ
が
な
か
っ
た
よ
う
な
脱
政
治

的
自
我
主
義
者
で
光
晴
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
戦
中
の
反
国
家
・
反
天
皇
制
と

い
っ
た
構
想
は
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
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国
家
・
天
皇
制
と
い
う
の
は
高
度
に
抽
象
的
怪
物
で
日
常
手
に
と
っ
て
み
る

こ
と
の
で
き
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
近
代
の
作
家
た
ち
が
家
・
親
へ
の
反
逆
は

で
き
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
こ
に
到
り
得
な
か
っ
た
の
は
そ
の
政
で
あ
っ
た
。
と
思

　
著
者
は
光
晴
を
「
特
定
の
ィ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
か
ら
守
ろ
う
と
さ
れ
る
あ
ま
り

彼
が
抹
殺
さ
れ
る
の
を
覚
悟
で
、
戦
中
の
目
本
の
な
だ
れ
現
象
を
見
す
ご
せ
ず

　
「
進
歩
主
義
者
」
の
立
場
か
ら
、
畑
中
繁
雄
氏
と
共
犯
で
「
詩
」
の
か
た
ち
Ｓ

勉
強
の
結
果
を
発
表
し
た
こ
と
も
、
前
記
無
政
府
主
義
と
の
関
係
に
も
、
彼
自

身
が
あ
る
時
期
の
自
分
を
「
当
時
僕
は
、
左
賀
的
な
思
想
に
没
頭
し
て
い
た
の

で
、
そ
の
（
詩
ｉ
古
庄
）
方
法
は
、
自
然
左
翼
的
な
も
の
の
考
え
か
た
に
な
り

解
釈
も
そ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
た
。
」
　
（
『
詩
人
』
」
と
い
う
こ
と
も
黙
殺
さ
れ

る
が
、
光
晴
自
身
は
著
者
ほ
ど
に
は
「
特
定
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
恐
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
「
異
邦
人
の
目
」
と
共
に
、
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン

・
バ
ク
ー
ニ
ン
の
著
書
、
レ
ー
ニ
ン
の
『
帝
国
主
義
論
』
を
よ
み
「
左
翼
思
想

に
没
頭
し
」
だ
時
期
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
国
家
や
政
治
体
制
を
自
分
と
等
身
大

で
把
え
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
も
い
わ
れ
な
い
か
。
た
だ
彼
は
そ
れ
を
著
者

の
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
主
義
主
張
」
と
し
て
で
な
く
具
体
的
な
生
き
た
人
間
の

問
題
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
光
晴
の
「
か
っ
て
ス
テ
ィ
ネ
リ
ア

ン
だ
っ
た
僕
は
、
個
人
的
感
性
で
だ
け
事
物
判
断
の
で
き
な
い
一
九
世
紀
デ
カ

ダ
ン
族
の
遺
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
」
　
（
「
不
平
不
満
の
詩
」

）
を
ど
う
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
ス
テ
ィ
ル
ネ
ル
を
軸
に
す
る
だ

け
で
な
く
、
そ
の
辺
の
関
係
を
総
合
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
　
最
後
に
別
個
の
問
題
に
つ
い
て
Ｉ
、
二
、

　

ｊ

ｓ

％

ｊ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

げ

｜

｜

　
一
つ
は
著
者
の
詩
の
読
み
方
が
私
小
説
的
、
あ
る
い
は
散
文
的
で
あ
り
す
ぎ

な
い
か
と
い
う
こ
と
。
特
に
Ｐ
7
8
？
8
0
収
の
コ
ニ
点
」
の
「
母
」
の
解
釈
な
ど

に
つ
い
て
。
作
品
は
現
実
か
ら
立
の
ぼ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
既
に
別
の
秩

序
を
特
つ
世
界
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
部
分
的
に
現
実

に
引
き
下
げ
て
読
む
の
は
作
品
の
世
界
を
ぶ
ち
こ
わ
す
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ

う
か
。
著
者
は
例
え
ば
『
鮫
』
を
日
本
帝
国
主
義
と
よ
み
か
え
ら
れ
る
が
、
暗
喩

の
機
能
を
ふ
ま
え
た
よ
み
方
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
す
れ
ば
、
詩
の
思
想
を

　
「
政
治
的
に
は
」
　
「
光
晴
個
人
と
し
て
は
」
と
よ
む
分
裂
も
防
げ
る
。

　
そ
の
二
は
、
光
晴
が
抵
抗
の
「
栄
光
者
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
く
だ
り

で
、
「
太
平
洋
戦
争
が
連
合
国
側
へ
の
全
面
降
伏
と
し
て
終
結
し
た
以
上
、
日

本
の
抵
抗
者
の
中
に
「
栄
光
者
」
と
呼
べ
る
人
が
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」

　
（
Ｐ
1
4
）
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
何
が
何

で
も
全
面
降
伏
し
た
こ
と
が
敗
者
に
な
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
抵
抗
と
い

う
立
・
場
か
ら
い
え
ば
、
日
本
人
に
よ
る
日
本
人
自
身
の
解
放
が
で
き
ず
、
武
器

を
も
っ
た
、
勝
者
と
し
て
の
連
合
国
に
よ
っ
て
民
主
主
義
の
手
ほ
ど
き
を
受
け

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
歴
史
の
悲
劇
（
喜
劇
？
）
こ
そ
、
日
本
の
中
の
抵
抗
者
の

反
省
が
あ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
、

光
晴
の
抵
抗
が
何
に
対
し
て
で
あ
っ
た
の
か
、
明
治
以
後
の
す
ぐ
れ
た
文
学
者

の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
抵
抗
が
何
で
あ
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
以
上
は
、
一
介
の
光
晴
詩
・
評
論
愛
読
者
と
し
て
の
読
後
感
想
で
あ
る
。
著

者
に
御
教
示
を
い
た
だ
け
れ
ば
望
外
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。
（
古
庄
ゆ
き
子
）
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