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熱
に
浮
か
さ
れ
た
時
代
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
時
代
は
常

に
熱
に
浮
か
さ
れ
つ
づ
け
る
野
蛮
さ
を
本
性
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は

可
視
的
な
社
会
的
な
秩
序
の
安
定
や
動
揺
と
は
、
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い

問
題
で
あ
る
。
時
代
が
い
か
な
る
様
式
を
持
と
う
が
、
疎
外
さ
れ
た
構
造

を
社
会
自
体
が
も
つ
か
ぎ
り
、
こ
の
野
蛮
さ
か
ら
身
を
引
き
離
す
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
野
蛮
と
呼
ん
で
い
る
は
、
時
代
の
潮
流
と
い
う
も
の
が
、
一

つ
の
共
同
幻
想
に
身
を
委
ね
、
排
除
と
抑
圧
を
不
可
避
と
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
私
は
、
何
も
政
治
的
な
抑
圧
や
国
家
権
力
、
社
会
的
権
力
に

よ
る
政
治
的
な
意
図
を
内
に
潜
ま
せ
た
文
化
現
象
だ
け
を
言
お
う
と
す
る

の
で
は
な
い
。
文
学
は
文
学
と
し
て
扱
お
う
で
は
な
い
か
と
い
う
旗
印
の

も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
左
翼
的
な
政
治
性
の
磯
滅
を
目
論
ん
だ
伊
藤
整
や
佐

伯
彰
一
な
ど
に
見
ら
れ
た
「
芸
術
主
義
」
と
い
う
名
の
「
政
治
主
義
」
の

た
ぐ
い
を
も
含
め
て
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
哲
学
を
「
純
粋
」
に
哲

学
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
者
も
然
り
、
絵
画
や
演
劇
を
そ
れ
自
体
と
し

『
固
有
時
と
の
対
話
』
論

て
評
価
す
る
者
も
然
り
で
あ
る
。
そ
の
種
の
人
間
達
も
ま
た
、
哲
学
や
芸

術
の
去
勢
に
加
担
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
な
抑
圧
に
加
担
す
る
こ

と
に
も
な
る
の
だ
。
こ
う
し
た
社
会
秩
序
の
中
に
あ
っ
て
は
、
人
は
、
い

か
な
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
隙
間
な
く
張
り
巡
ら
さ
れ
た
権
力

の
網
目
に
絡
め
取
ら
れ
て
窒
息
し
か
ね
な
い
境
遇
に
釘
付
け
さ
れ
る
こ
と

を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
疎
外
さ
れ
た
社
会
に
投
げ

込
ま
れ
た
個
人
に
負
わ
さ
れ
た
条
件
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
る
個
人
が
内
面
的
苦
悩
を
感
じ
る
と
き
、
い
か
に
個

人
的
な
惨
劇
の
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
政
治
的
・
社
会
的

な
権
力
と
の
関
係
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
逆
に
い
か
に
も
政
治

的
に
映
る
言
説
の
中
に
も
、
文
学
的
な
も
の
を
死
守
し
よ
う
と
す
る
脈
動

を
覗
き
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
視
線
を
無
視
し
て
、

文
学
的
な
次
元
に
限
定
し
て
文
学
作
品
を
論
じ
た
り
、
逆
に
あ
る
作
品
に

政
治
的
な
意
図
が
明
瞭
に
現
れ
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
志
向
を
促
し
て

い
る
文
学
的
な
側
面
に
光
を
あ
て
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
文
化
的
な
現

服
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『固有時との対話』論
象
の
頽
廃
と
過
誤
が
あ
る
。
私
た
ち
は
、
〈
政
治
的
で
あ
る
が
故
の
文
学

性
〉
や
〈
文
学
的
で
あ
る
が
故
の
政
治
性
〉
に
も
視
線
を
注
ぐ
必
要
が
あ

る
の
だ
。

私
が
思
う
に
、
『
固
有
時
と
の
対
話
』
に
見
ら
れ
る
精
神
の
軌
跡
は
、

時
代
の
野
蛮
さ
へ
の
抵
抗
を
主
題
と
し
た
〈
文
学
的
で
あ
る
が
故
の
政
治

性
〉
を
秘
め
た
作
品
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
詩
に
は
、
直
接
的
に
時

代
と
の
対
決
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
現
れ
な
い
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、

吉
本
が
探
求
し
た
の
は
、
自
己
の
解
体
と
そ
の
再
構
築
と
い
う
命
題
で
あ

り
、
作
品
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
探
求
の
果
て
に
時
代
と
の
対
時
と

い
う
問
題
が
せ
り
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
宮
内

豊
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
吉
本
の
極
め
て
個
人
的
な
経
験
を
浮
き
彫
り
に

し
た
と
い
う
面
が
強
く
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
、
間
主
観
的
な

経
験
た
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
起
こ
り
う
る
。
作
品
の

主
題
に
関
わ
る
詩
語
、
た
と
え
ば
、
少
年
期
か
ら
一
貫
し
て
存
在
す
る
自

己
同
一
性
の
象
徴
た
る
「
赤
い
カ
ン
テ
ラ
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
読
者
に
は
わ
か
ら
ず
、
作
者
に
と
っ
て
、
切
実
な
事

象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
漠
然
と
了
解
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
作
品
の
中
核
を
な
す
は
ず
の
表
現
ま
で
が
、
こ
う
し
て
具
体
性
を
欠

き
、
暖
昧
で
混
沌
と
し
た
多
義
性
の
言
葉
の
海
へ
沈
み
込
ん
で
し
ま
う
と

き
、
読
者
の
が
わ
か
ら
す
れ
ば
、
何
か
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
と
い
う
印
象
と

充
た
さ
れ
な
い
思
い
を
抱
く
の
は
、
当
然
で
あ
り
、
作
品
と
読
者
の
間
に

越
え
が
た
い
壁
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
私
は
、
そ
う
い
う
作
品
の
現
れ
そ
の
も
の
の
中
に
、
時
代
の

共
同
幻
想
に
よ
る
疎
外
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
と
い
う
軸
を
設
定
す
る
と
き
、

自
己
探
求
を
主
題
と
す
る
、
こ
の
作
品
は
、
自
己
を
再
創
造
す
る
こ
と

が
、
同
時
に
時
代
精
神
の
野
蛮
さ
へ
の
叛
逆
で
あ
る
世
界
の
開
示
と
し
て

見
え
て
く
る
し
、
時
代
精
神
に
う
ち
捨
て
ら
れ
た
人
間
の
内
面
に
起
こ
る

共
通
の
経
験
を
私
た
ち
に
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
。

吉
本
は
、
五
○
年
代
に
多
く
の
詩
論
を
書
い
た
。
そ
の
中
で
も
『
「
四

季
」
派
の
本
質
』
は
、
注
目
す
べ
き
詩
論
に
属
す
る
。
注
目
す
べ
き
だ
と

い
う
の
は
、
そ
こ
に
戦
後
社
会
に
お
け
る
吉
本
の
生
活
態
度
と
文
学
へ
の

向
き
合
い
方
が
、
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

『
「
四
季
」
派
の
本
質
』
に
お
い
て
、
吉
本
は
、
「
四
季
」
派
の
詩
人
た

ち
を
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
争
期
の
支
配
体
制
に
よ
る

西
欧
否
定
の
時
代
風
潮
に
さ
ら
さ
れ
た
と
き
、
彼
ら
は
、
「
古
典
詩
形
と

古
典
詩
概
念
が
永
続
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
詩
の
精
神
内
容

が
時
代
を
超
え
て
普
遍
で
あ
る
と
錯
覚
す
る
」
こ
と
か
ら
、
先
祖
返
り
に

行
き
つ
い
た
。
そ
れ
は
権
力
構
造
や
社
会
的
な
人
間
関
係
の
あ
り
よ
う
と

い
う
視
点
か
ら
日
常
的
な
現
実
を
眺
め
ず
、
情
緒
的
な
次
元
で
現
実
を
捉

え
、
原
始
的
な
自
然
感
情
か
ら
戦
争
を
見
る
と
い
う
姿
勢
を
生
み
出
す
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
庶
民
感
情
を
批
評
精
神
に
よ
っ
て
主
体
的
な

自
我
と
し
て
確
立
す
る
と
と
も
に
社
会
を
構
造
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
誤
謬
へ
と
「
四
季
」
派
の
詩
人
た
ち
を

導
い
て
い
っ
た
要
因
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
論
文
の
中
で
吉
本
が
、
明

ら
か
に
し
て
み
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
詩
人
の
あ
り
よ

う
を
乗
り
越
え
る
こ
と
こ
そ
が
戦
後
の
吉
本
の
内
面
的
な
課
題
で
も
あ
っ

た
の
だ
。
つ
ま
り
、
『
「
四
季
」
派
の
本
質
』
に
お
い
て
語
ら
れ
た
、
否
定

さ
れ
る
べ
き
詩
人
の
姿
は
、
ま
さ
に
『
固
有
時
と
の
対
話
』
や
『
転
位
の
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た
め
の
十
篇
』
に
結
実
す
る
吉
本
の
詩
の
世
界
に
至
る
道
程
を
表
す
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
要
点
は
、
次
の
二
つ
に
集
約
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
混
沌
と
し
た
日
本
的
な
感
性
に
浸
食
さ
れ
た
内
面
世
界
を
、

論
理
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
的
な
感
性
か
ら
の
離
脱
を
図
り
、
自

己
の
主
体
的
な
世
界
へ
と
構
築
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
前

の
詩
的
運
動
と
一
見
、
似
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
実
、
全
く
性
質
を
異
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
戦
前
の
詩
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え

ば
、
三
好
達
治
、
村
野
四
郎
、
伊
東
静
雄
な
ど
、
任
意
に
取
り
上
げ
て
見

て
も
、
モ
ダ
ン
な
意
匠
に
身
を
包
み
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
疑
え
な
い
に

し
て
も
、
作
品
の
素
材
や
認
識
は
、
た
と
え
ば
、
寺
の
境
内
を
散
策
す
る

と
か
、
眼
前
に
広
が
る
雑
木
林
で
あ
る
と
か
、
鉄
棒
の
上
で
回
転
す
る
人

間
の
姿
で
あ
る
と
か
、
空
疎
な
日
常
的
現
実
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

い
わ
ば
、
方
法
的
な
意
識
に
お
け
る
近
代
化
と
素
材
的
な
空
疎
さ
と
が
混

交
し
た
、
詩
的
熟
練
が
こ
れ
ら
の
詩
人
の
本
質
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
吉

本
に
あ
っ
て
は
、
解
体
し
た
自
己
を
救
抜
す
る
た
め
に
、
あ
ら
た
な
方
法

的
な
意
識
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
日
本
的
な
情
緒
を
断
ち
切
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
離
脱
を
図
ろ
た
め
に

は
、
詩
的
言
語
を
日
本
的
な
感
性
か
ら
切
断
す
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
情

緒
的
な
次
元
で
は
な
い
、
よ
り
論
理
的
に
認
識
さ
れ
た
自
己
意
識
を
批
評

精
神
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
洗
い
出
す
た
め
に
は
方
法
的
な
創
造
が
呼
び

求
め
ら
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
、
『
転
位
た
め
の
十
篇
』
で
具
体
化
さ
れ
る
、
社
会
の
構

造
の
把
握
を
詩
の
中
に
積
極
的
に
導
き
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
社
会
的
な
事
象
と
自
然
現
象
と
の
間
に
境
界
線
を
引
か
な
い
、
前

世
代
の
詩
人
た
ち
へ
の
批
判
意
識
と
戦
争
中
の
自
己
が
世
界
認
識
を
持

た
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会

認
識
の
導
入
は
、
す
で
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
が
実
践
し
た
こ
と
で
は
あ
る

が
、
『
前
世
代
の
詩
人
た
ち
』
や
『
芸
術
的
抵
抗
と
挫
折
』
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
は
、
生
活
意
識
と
政
治
的
意
識
が
乖
離
し
た

も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
政
治
主
義
や
戦
争
協
力
、
あ
る
い
は
庶
民
的
な

原
始
的
感
情
へ
の
先
祖
返
り
を
促
し
た
と
い
う
認
識
に
吉
本
は
た
っ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
社
会
的
な
生
活
意
識
と
社
会
構
造
の
認
識
を
接
合
す
る
と

い
う
目
論
見
へ
と
突
き
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

『
固
有
時
と
の
対
話
』
か
ら
『
転
位
の
た
め
の
十
篇
』
に
至
る
吉
本
の

詩
的
精
神
は
、
こ
う
し
た
両
極
の
間
を
運
動
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
『
固
有
時
と
の
対
話
』
を
論
ず
る
に
あ

た
っ
て
、
私
た
ち
は
、
ま
ず
「
内
部
世
界
の
論
理
化
」
に
よ
る
日
本
的
な

感
性
か
ら
の
超
脱
と
い
う
方
法
的
な
意
識
が
経
験
的
な
自
己
と
い
か
に
交

流
し
、
塑
像
化
さ
れ
て
い
く
の
か
を
追
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ

う
し
て
析
出
さ
れ
た
自
己
が
、
時
代
状
況
と
ど
う
交
叉
し
た
か
を
明
ら
か

に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
お
い
て
、
「
わ
た
し
」
は
一
つ
の
声
で
あ
る
。
ど
ん
な
風

貌
な
の
か
、
ど
ん
な
背
格
好
な
の
か
、
全
く
定
か
で
な
い
。
ど
こ
か
虚
空

か
ら
聞
こ
え
て
く
る
モ
ノ
ロ
ー
グ
の
声
が
続
く
ば
か
り
で
、
ど
こ
ま
で
読

み
進
ん
で
も
、
「
わ
た
し
」
が
、
ど
う
い
う
形
姿
を
し
た
人
間
で
あ
る
の

か
、
は
っ
き
り
と
輪
郭
を
描
け
な
い
。
『
固
有
時
と
の
対
話
』
を
読
む
と

き
、
私
は
、
い
つ
も
そ
の
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
印
象
を

受
け
る
の
は
、
お
そ
ら
く
「
わ
た
し
」
が
、
光
・
風
・
影
と
い
う
三
つ
の

要
素
に
還
元
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
作
品
に
お
い
て
、
光
と
は
視

覚
、
あ
る
い
は
外
界
に
向
け
ら
れ
た
意
識
を
、
風
と
は
触
覚
な
い
し
は
、

7６
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『固有時との対話』論
存
在
感
覚
を
、
影
と
は
心
理
を
意
味
す
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
注
意

す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
光
や
影
や
風
と
い
っ
た
も
の
は
、
実
体
の
な
い

存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
存
在
し
て
は
い
る
も
の
の
〈
物
体
〉
と
し
て

は
、
了
解
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
「
光
と
影
と
風
」
と
い
う
詩
語
は
、
存

在
し
て
い
る
が
、
存
在
し
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
あ
る
い

は
世
界
に
居
場
所
を
持
た
な
い
非
有
非
無
的
な
「
わ
た
し
」
の
生
存
感
覚

を
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
次
元
に
「
わ
た
し
」
が
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
わ

た
し
」
の
声
は
、
亡
霊
の
よ
う
な
眩
き
と
し
て
作
品
全
体
に
響
き
渡
る
と

い
う
効
果
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
は
形
態
を
も
た
な
い
存

在
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
わ
た
し
」
の
声
だ
け
が
、
作
品
に
反
響
す

る
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
た
形
態
な
き
存
在
で
あ
る

「
わ
た
し
」
が
、
虚
無
的
な
状
況
か
ら
一
つ
一
つ
「
わ
た
し
」
の
心
象
風

景
を
再
構
成
し
、
瓦
解
し
空
洞
と
化
し
た
過
去
の
「
建
築
」
に
代
わ
っ
て

新
た
な
「
建
築
」
を
作
り
上
げ
る
努
力
の
過
程
が
、
詩
の
流
れ
を
形
成
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
、
散
文
詩
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
る
の
は
、

極
め
て
方
法
的
な
意
識
に
基
づ
く
。
そ
れ
は
、
一
文
一
文
を
積
み
重
ね
て

詩
的
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
そ
の
あ
ら
た
な
精
神
の
建
築
を
作
り
上

げ
る
と
い
う
詩
の
意
図
に
適
し
て
し
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
詩

的
建
築
物
を
再
構
築
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
は
、
ま
さ
に
散
文
詩
の
方

が
効
果
的
な
の
で
あ
る
。

街
々
の
建
築
の
か
げ
で
風
は
と
つ
ぜ
ん
生
理
の
よ
う
に
お
ち
て
い
っ

た
そ
の
時
わ
た
し
た
ち
の
唾
り
は
お
な
じ
方
法
で
空
洞
の
ほ
う
へ
お

ち
た
数
か
ぎ
り
も
な
く
循
環
し
た
あ
と
で
風
は
路
上
に
枯
葉
や
塵
瑛

作
品
は
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
。
突
如
、
意
識
が
動
き
を
止
め
た
か

の
よ
う
な
感
覚
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
後
、
意
識
の
混
乱
が
起
こ
る
。
や
が

て
ふ
と
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
心
は
空
洞
と
な
り
、
存
在
感
覚
だ
け
が
、

生
々
し
く
自
ら
を
覆
っ
た
と
い
う
の
が
こ
こ
で
う
た
わ
れ
て
い
る
内
容
で

あ
ろ
う
。
吉
本
の
個
人
的
な
体
験
に
引
き
寄
せ
て
見
れ
ば
、
「
終
戦
の
詔

勅
」
を
聞
い
た
時
の
衝
撃
と
そ
れ
に
よ
る
意
識
の
混
乱
と
緊
密
に
結
び
つ

い
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
敗
戦
期
か
ら
戦
後
期
に
か
け
て
の
吉
本
の
内
的
経
験

は
『
高
村
光
太
郎
』
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
さ
ら
説
明
す
る
ま

で
も
な
い
が
、
こ
の
作
品
を
論
じ
る
上
で
、
や
は
り
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
い
記
述
で
あ
る
の
で
、
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た

吉
本
の
自
己
分
析
は
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
日

本
が
戦
争
に
負
け
た
ら
ア
ジ
ア
は
解
放
さ
れ
な
い
と
い
う
聖
戦
思
想
を
信

じ
、
そ
の
戦
争
に
全
存
在
を
預
け
た
吉
本
に
と
っ
て
、
降
伏
は
、
多
く
の

民
衆
の
戦
争
死
を
無
意
味
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
戦
争
目
的
を
無
効
に
す

る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
断
固
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

風
よ
お
ま
へ
だ
け
は
…
…

わ
た
し
た
ち
が
感
じ
た
す
べ
て
の
も
の
を
留
繋
し
て
ゐ
た

〈
風
よ
〉

を
つ
み
か
さ
ね
た
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
上
に
睡
つ
た

冑
固
有
時
と
の
対
話
上

（
同
右
）
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徹
底
抗
戦
あ
る
べ
し
、
そ
れ
が
当
時
の
吉
本
の
偽
ら
ぬ
感
情
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
戦
争
権
力
は
、
こ
う
し
た
吉
本
の
思
い
を
う
ち
捨
て
る
か
の
よ

う
に
、
降
伏
を
決
定
し
た
。
民
衆
を
散
々
に
戦
場
に
駆
り
立
て
、
多
大
な

犠
牲
を
払
わ
せ
な
が
ら
、
戦
況
が
不
利
と
見
る
や
、
い
と
も
あ
っ
さ
り
と

降
伏
し
、
民
衆
を
放
榔
し
た
戦
争
権
力
を
断
じ
て
許
す
ま
い
と
い
う
憎
悪

と
憤
怒
が
、
そ
の
と
き
、
吉
本
の
心
を
激
し
く
捉
え
た
。

こ
の
経
験
は
、
恐
ら
く
戦
後
の
吉
本
を
決
定
づ
け
る
ほ
ど
重
大
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
ま
ず
、
国
家
や
社
会
の
支
配
構
造
に
眼
を
開
か
せ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
社
会
に
は
支
配
者
と
被
支
配
者
が
あ
り
、
戦
争
で

も
敗
戦
で
も
、
平
和
に
な
っ
て
も
、
支
配
者
は
け
っ
し
て
傷
つ
か
ず
、
被

害
を
受
け
る
の
は
下
層
大
衆
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
は
じ
め
て
か
ん
が
え

は
じ
め
た
。
」
（
『
高
村
光
太
郎
』
敗
戦
期
）
も
う
一
つ
は
、
自
己
弾
劾
と
し

て
や
っ
て
く
る
。
徹
底
抗
戦
を
叫
び
な
が
ら
、
そ
の
戦
闘
的
な
感
情
は
、

け
っ
し
て
自
ら
の
実
践
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
自
己
が
生

き
残
っ
て
い
る
と
い
う
負
い
目
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
自
己
へ

の
不
信
、
弾
劾
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
追
い

打
ち
を
掛
け
た
の
が
、
極
東
軍
事
裁
判
で
明
る
み
に
出
さ
れ
た
日
本
の
軍

隊
の
蛮
行
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
吉
本
は
、
戦
争
期
に
構
築
し
た
自

己
の
思
想
が
ま
っ
た
く
の
無
価
値
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
争
期
、
納
得
の
い
く
ま
で
自
己
を
対
話
し
、

折
り
合
い
を
つ
け
た
と
思
っ
た
思
想
信
条
が
、
実
は
、
虚
妄
の
価
値
体
系

に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
正
し
い
と
信
じ
た
自
分
は
、
不
毛
の
精
神
的
時
間
を

過
ご
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懐
疑
が
、
吉
本
の
心
を
占
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
生
き
る
根
拠
を
喪
失
し
た
か
の
よ
う
に
若
き

吉
本
に
は
思
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
後
年
、
政
治
思
想
、
行
動
論
、
戦
争
責
任
論
と
な
っ

て
結
実
す
る
。
つ
ま
り
、
《
支
配
被
支
配
の
構
造
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
が

革
命
の
第
一
義
的
な
主
題
で
あ
る
》
と
い
う
政
治
思
想
、
《
思
想
と
行
動

と
は
単
純
に
一
致
せ
ず
、
両
者
は
切
り
離
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
》
と

い
う
行
動
論
、
《
徹
底
抗
戦
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
支
配
権
力
が
被
支
配

層
を
死
地
に
強
制
的
に
赴
か
せ
る
社
会
構
造
を
根
絶
す
る
た
め
に
全
力
を

尽
く
す
こ
と
が
戦
争
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
だ
》
と
い
う
戦
争
責
任
論

等
は
、
こ
の
敗
戦
体
験
を
母
胎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
記
述
を
見
る
限
り
、
『
固
有
時
と
の
対
話
』

に
お
け
る
「
わ
た
し
」
の
精
神
の
運
動
も
ま
た
、
敗
戦
期
の
経
験
を
核
と

し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
敗
戦
に
よ
っ
て
破
砕
し
た
精
神
が

い
か
に
自
己
恢
復
へ
至
る
か
、
そ
の
軌
跡
が
こ
の
作
品
の
中
軸
に
位
置
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
固
有
時
」
の
発
見
が
、
こ
の
詩
の
主
題
で
あ
る
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
「
固
有
時
」
と
は
、
作
品
の
中
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
験
の
中
で

反
復
さ
れ
て
現
れ
る
自
己
本
質
の
謂
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
幼

年
時
代
や
敗
戦
の
時
代
、
あ
る
い
は
組
合
運
動
の
時
代
に
繰
り
返
し
吉
本

を
襲
っ
た
〈
共
通
な
経
験
の
形
式
〉
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
抽

象
化
さ
れ
る
必
然
性
を
も
っ
た
と
言
え
る
。
敗
戦
期
の
経
験
の
内
省
を
通

し
て
展
望
さ
れ
た
自
己
の
内
実
が
「
固
有
時
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

と
こ
ろ
で
、
世
界
が
転
倒
す
る
と
い
う
挫
折
の
経
験
は
、
作
品
に
お

い
て
は
八
建
築
・
空
洞
・
風
と
い
う
詩
語
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ

を
伴
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
眩
量
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
存
在
感
覚
は

「
数
か
ぎ
り
な
く
循
環
し
た
あ
と
で
風
は
路
上
に
枯
葉
や
塵
俟
を
つ
み
か

さ
ね
た
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
上
に
唾
っ
た
」
と
う
た
わ
れ
、
ま
た
落
ち
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『固有時との対話』論

超
え
て
い
る
。

着
き
を
取
り
戻
し
た
後
の
心
の
状
態
は
、
「
風
よ
お
ま
え
だ
け
は
／
わ

た
し
た
ち
が
感
じ
た
す
べ
て
の
も
の
を
留
繋
し
て
ゐ
た
」
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
で
、
論
理
と
感
覚
と
が
溶
け
あ
っ
た
世
界
へ
と
昇
華
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
感
傷
的
な
気
分
が
詩
語
か
ら
悉
く
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る

点
に
も
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。
主
観
的
な
情
緒
を
剥
ぎ
取
っ
た
詩
語
の

表
出
方
法
が
散
文
詩
と
い
う
形
式
の
も
つ
客
観
的
な
性
格
に
支
え
ら
れ
る

と
と
も
に
、
風
と
い
う
詩
的
言
語
が
存
在
感
覚
と
い
う
意
味
を
付
与
さ
れ

て
、
旧
来
の
風
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
払
拭
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
旧
来
の
詩
語
と
は
異
質
な
位
相
に
突
き
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
吉
本
が
影
響
を
受
け
た
立
原
道
造
の
詩
で
は
、
風
は
ど
こ
ま
で
も

古
典
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
感
覚
を
洗
い
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
人

で
あ
れ
ば
誰
で
も
、
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
風
の
感
覚
を
引
き
ず
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
中
の
「
風
」
は
、
そ
う
い
っ
た
次
元
を

わ
た
し
は
習
は
し
に
よ
っ
て
歩
む
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
た
し
ば
し
ば
習

は
し
に
よ
っ
て
安
息
す
る
こ
と
も
知
っ
て
ゐ
た
わ
た
し
に
影
が
さ
し

か
か
る
と
き
わ
た
し
の
時
間
は
線
乱
し
た
風
は
街
路
樹
の
響
き
の
な

か
を
わ
た
っ
て
澄
ん
だ
わ
た
し
の
樹
々
で
鳥
は
鳴
か
ず
わ
た
し
の

眼
は
す
べ
て
の
光
を
手
ぐ
り
よ
せ
よ
う
と
も
し
な
い
で
さ
し
て
ま
と
ま

り
の
な
い
街
々
の
飾
り
窓
を
視
て
ゐ
た
視
界
の
お
く
の
ほ
う
に
い
つ

ま
で
も
孤
独
な
塵
ま
み
れ
の
凹
凸
が
あ
っ
た

「
固
有
時
と
の
対
話
上

さ
て
世
界
が
静
止
し
た
よ
う
な
静
け
さ
の
中
で
、
「
神
」
の
不
在
を
経

験
し
、
精
神
は
無
惨
に
も
空
洞
と
化
し
、
「
光
と
影
と
風
」
と
い
う
、
存

在
の
具
体
性
を
喪
失
し
た
〈
生
の
残
骸
〉
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
は
、
ど

こ
へ
向
か
う
の
か
。
「
わ
た
し
は
習
は
し
に
よ
っ
て
歩
む
こ
と
を
知
っ
て

ゐ
た
」
と
、
時
代
か
ら
弾
き
出
さ
れ
た
孤
独
な
魂
は
、
や
む
な
く
日
常
生

活
に
埋
没
し
て
生
き
る
決
意
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
習
慣
に
従
っ

て
日
常
生
活
に
歩
み
寄
っ
て
も
、
社
会
に
馴
染
め
な
い
自
己
に
出
く
わ

す
。
自
分
の
居
場
所
が
欠
落
す
る
風
景
に
囲
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
わ
た
し
が
Ｘ
軸
の
方
向
か
ら
街
々
へ
は
い
っ
て
ゆ
く
と
記
憶

は
あ
た
か
も
Ｙ
軸
の
方
向
か
ら
蘇
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
そ
れ
で
脳

髄
は
い
つ
も
確
か
な
像
を
結
ぶ
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
忘
却
と
い
う

手
易
い
未
来
に
し
た
が
ふ
た
め
に
わ
た
し
は
上
昇
ま
た
は
下
降
の
方
向

と
し
て
Ｚ
軸
の
ほ
う
へ
歩
み
去
っ
た
と
ひ
と
び
と
は
考
へ
て
く
れ
て
よ

い
そ
し
て
ひ
と
び
と
が
わ
た
し
の
記
憶
に
悲
惨
や
祝
福
を
み
つ
け
よ

来
歴
の
知
れ
な
い
わ
た
し
記
憶
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
も
し
哀
歓
の
意
味

を
与
へ
よ
う
と
思
ふ
な
ら
ば
わ
た
し
の
魂
の
被
っ
て
ゐ
る
様
々
の
外
殻

を
剥
離
し
て
ゆ
け
ば
よ
か
っ
た
は
ず
だ

…
忘
却
と
い
ふ
も
の
を
み
ん
な
が
過
去
の
方
向
に
考
え
て
ゐ
る
や
う

に
わ
た
し
は
そ
れ
を
未
来
の
ほ
う
へ
考
え
て
ゐ
た
だ
か
ら
未
来
は
す

べ
て
空
洞
の
な
か
に
入
り
こ
む
や
う
に
感
じ
ら
れ
た

（
同
右
）
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精
神
的
な
打
撃
と
、
そ
の
後
に
押
し
寄
せ
て
く
る
虚
脱
感
は
、
現
実
世

界
へ
の
違
和
感
を
呼
び
覚
ま
し
、
そ
れ
は
、
未
来
に
希
望
を
託
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
思
い
と
な
っ
て
心
に
固
着
す
る
。
世
の
中
は
こ
う
い
う

も
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
全
く
予
想
を
裏
切
る
方
向
に
進
ん
で

ゆ
く
。
昔
は
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
み
る
。
だ
が
、
そ
う

し
た
思
い
を
脇
に
追
い
や
る
か
の
よ
う
に
、
人
々
は
未
来
に
向
か
う
。
過

去
を
忘
れ
て
新
し
い
社
会
の
動
き
に
順
応
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
群
れ
か

ら
離
れ
て
、
「
わ
た
し
」
は
過
去
の
記
憶
に
沈
潜
す
る
。
過
去
の
世
界
と

は
い
っ
た
い
あ
れ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
も
し
か
す
る
と
、
過
去
の
自
分

に
は
、
何
か
決
定
的
な
錯
誤
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し
て
、

「
意
識
に
お
け
る
誤
謬
の
修
正
」
が
行
わ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
意
識
の
誤
謬
の
修
正
」
作
業
は
、
か
っ
て
の
「
精
神
の
建
築
」

が
全
く
不
毛
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
建
築
」
が
瓦
解
し
た

こ
と
、
誤
謬
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
築
く
た
め
に
不
毛
の
時
を
刻
ん
だ

こ
と
、
こ
れ
ら
の
認
識
は
、
「
わ
た
し
」
か
ら
生
存
の
理
由
を
奪
っ
て
ゆ

く
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
思
想
の
崩
壊
は
「
わ
た
し
」
の
死
で
あ

る
か
ら
だ
。
「
わ
た
し
」
は
自
ら
を
支
え
て
い
る
と
確
信
し
て
い
た
思
想

を
実
践
で
き
な
か
っ
た
し
、
い
ま
や
そ
の
思
想
が
無
効
で
あ
る
こ
と
が
明

う
と
願
ふ
な
ら
ば
わ
た
し
の
歩
み
去
っ
た
あ
と
に
様
々
の
雲
の
形
態

ま
た
は
建
築
の
影
を
と
ど
め
る
が
よ
い

わ
た
し
は
既
に
生
存
に
む
か
っ
て
何
の
痕
跡
も
残
す
こ
と
な
く
自
ら

の
時
間
の
な
か
で
意
識
に
お
け
る
誤
謬
の
修
正
に
忙
し
か
っ
た
の
だ

（
同
右
）

し
か
し
、
人
は
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
か
に
過
去
が
不
毛
の

時
を
残
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
感
覚
が
摩
滅
し
、

精
神
的
な
仮
死
状
態
の
中
に
あ
ろ
う
と
も
、
蓋
恥
心
が
私
を
苛
も
う
と

も
、
死
を
招
き
寄
せ
な
い
以
上
、
生
き
る
ほ
か
な
い
。
だ
が
、
生
存
の
根

拠
を
失
っ
て
何
を
支
え
に
生
き
て
ゆ
く
の
か
。
習
慣
に
よ
っ
て
生
き
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
「
わ
た
し
」
は
、
そ
う
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
間

歌
的
に
起
こ
る
死
へ
の
誘
惑
に
意
識
は
幾
度
と
な
く
傾
く
が
、
死
が
や
っ

て
こ
な
い
か
ぎ
り
、
自
ら
の
生
存
の
根
拠
を
た
ぐ
り
寄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

白
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
わ
た
し
」
が
、
生
き
る
根
拠
を
自
ら
の
手
で
葬

り
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
自
ら
が
費
や
し
た
徒
労
の
時
間
を
い
つ
ま

で
も
重
た
く
感
じ
る
こ
と
の
た
め
に
残
さ
れ
た
わ
た
し
の
生
存
は
ひ
と

つ
の
影
に
す
ぎ
な
く
か
つ
た
か
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

孤
独
の
な
か
に
忍
辱
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
け
れ
ど
す
べ
て
の

物
象
が
わ
た
し
の
眼
に
重
量
と
質
と
を
喪
っ
て
し
ま
ひ
そ
れ
に
従
っ
て

わ
た
し
自
ら
も
感
度
を
摩
滅
せ
し
め
て
ゆ
く
と
い
ふ
こ
と
を
怖
れ
て
ゐ

た
生
存
の
与
件
が
す
べ
て
消
え
失
せ
た
後
に
に
ん
げ
ん
は
何
に
よ
っ

て
自
ら
の
理
由
を
充
た
す
か
わ
た
し
は
知
り
た
か
っ
た
わ
た
し
に
と

っ
て
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
新
し
い
再
生
に
意
味
が
は
じ
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
わ
た
し
の
行
為
は
習
慣
に
従
ひ
わ
た
し
の
思

考
は
主
題
を
与
へ
ら
れ
な
か
っ
た

（
同
右
）

あ
は
れ
は
こ
と
に
わ
た
し
は
最
初
わ
た
し
の
生
存
を
う
ち
消
す
た
め
に
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『固有時との対話』論

こ
こ
で
「
わ
た
し
」
の
精
神
の
蘇
生
過
程
は
、
肉
体
的
な
死
を
否
定

し
、
過
去
を
否
定
す
る
こ
と
と
不
可
分
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
建

築
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
過
去
を
否
定
し
、
精
神
の
徴
滅
を
徹

底
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
埋
葬
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
行

為
を
通
し
て
、
過
去
と
の
連
続
性
を
恢
復
し
、
現
在
の
生
存
へ
の
浮
上
を

実
現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
固
有
時
」
の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
肉
体
的
な
死
で
は
な
く
、
精
神
的
な
死
を
極
限
ま
で
押
し
進
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
生
を
図
る
と
い
う
の
が
、
吉
本
が
遂
行
し
た
精
神

の
劇
な
の
だ
。
そ
う
し
た
精
神
の
死
を
可
能
に
す
る
の
は
、
自
己
認
識
の

解
体
で
あ
る
が
、
そ
の
痛
苦
を
伴
う
人
知
れ
ぬ
惨
劇
が
、
こ
の
連
の
主
題

と
な
っ
て
い
る
。

確
か
に
肉
体
的
な
死
は
何
も
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
「
わ
た
し
」
の
死

後
、
再
び
他
人
の
魂
に
の
り
う
つ
り
過
去
の
亡
霊
を
呼
び
覚
ま
す
だ
け
か

も
知
れ
な
い
の
だ
。
た
と
え
ば
、
吉
本
の
現
実
体
験
に
即
し
て
、
「
精
神

の
建
築
」
を
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
限
定
し
て
み
れ
ば
、
私
が
こ
こ
で

述
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
い
く
ら
か
伝
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
自
己
を
抹
殺
し
て
も
、
同
じ
誤
謬

を
犯
す
危
険
性
か
ら
他
者
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
思
想

と
実
践
と
の
齪
酷
を
蓋
恥
し
、
自
ら
の
命
を
絶
っ
て
も
、
そ
の
矛
盾
は
何

無
益
な
試
み
を
し
て
き
た
そ
の
痕
跡
は
わ
た
し
の
う
ち
に
如
何
な
る

こ
と
も
形
態
に
則
し
て
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
確
信
を
与
へ

た
そ
の
時
か
ら
わ
た
し
の
思
考
が
限
界
を
超
え
て
歩
み
た
い
と
願
ひ

は
じ
め
た
と
言
へ
る

（
同
右
）

ら
解
決
さ
れ
な
い
。
大
事
な
こ
と
は
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
絡
み
取

ら
れ
た
自
我
の
経
験
を
辿
り
直
し
、
そ
の
実
体
を
快
り
取
る
こ
と
で
あ
る

し
、
思
想
と
は
人
間
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
、
ど
う
い
う
関
係
性
の
も
と

に
あ
る
べ
き
か
を
探
求
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
思
想
と
人
間
と
の
関

係
性
の
過
誤
を
転
覆
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
吉
本
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
自
己
を
析
出
さ
せ
る
こ
と

と
密
接
に
結
び
つ
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
吉
本
が
遂

行
し
よ
う
と
し
た
く
精
神
の
蝋
滅
〉
は
、
自
己
認
識
の
転
換
と
表
裏
を
な

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
建
築
」
は
、
過
誤
の
象
徴
で
あ
り
、
今
で
は

全
く
の
無
価
値
で
あ
る
。
い
や
、
そ
も
そ
も
思
想
Ⅱ
自
己
で
あ
り
、
そ
の

思
想
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
、
自
己
本
質
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
固
定
観
念
こ
そ
が
、
否
定

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
も
、
そ
う
で
あ
っ
た
ら
、
敗

戦
に
よ
っ
て
自
己
は
、
自
決
し
て
い
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
、

「
精
神
の
建
築
」
も
、
そ
れ
に
忠
実
た
ら
ん
と
し
た
自
我
も
、
埋
葬
さ
れ

る
。
す
る
と
後
に
残
る
も
の
は
、
何
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
自

己
の
内
的
な
経
験
だ
け
で
あ
る
。
「
光
と
影
と
風
」
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ

て
き
た
経
験
の
核
心
に
あ
る
意
識
の
形
態
、
こ
れ
こ
そ
が
、
自
己
と
言

う
べ
き
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
光
と
影
と
風
」
は
「
建
築
」
が
瓦

解
し
た
後
の
残
骸
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
た
が
、
実
は
そ
う
で
は

な
く
、
「
建
築
」
が
滅
び
去
っ
た
後
に
ま
で
残
り
続
け
た
と
い
う
意
味
で
、

自
己
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
自
己
は
刻
印

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
発
見
が
生
じ
た
と
き
、
揺
れ
動
く
座
標
軸
は
俄

に
固
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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わ
た
し
の
時
間
の
な
か
で
孤
独
は
い
ち
ば
ん
小
さ
な
条
件
に
す
ぎ
な
か

っ
た
わ
た
し
は
ひ
と
び
と
に
反
し
て
複
雑
な
現
在
と
い
ふ
も
の
の
映

像
を
抱
い
て
あ
の
過
去
を
再
現
し
よ
う
と
思
っ
て
ゐ
た
そ
れ
に
よ
っ

て
わ
た
し
が
自
ら
の
う
ち
に
加
へ
た
と
感
じ
て
ゐ
る
複
雑
さ
が
ど
の
よ

う
な
本
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
知
り
う
る
は
ず
で
あ
っ
た

（
同
右
）

言
ひ
か
え
る
と
わ
た
し
は
自
ら
の
固
有
時
と
い
ふ
も
の
の
恒
数
を
あ
き

ら
か
に
し
た
か
っ
た
こ
の
恒
数
こ
そ
わ
た
し
の
生
存
へ
の
最
小
与
件

に
外
な
ら
な
い
と
思
は
れ
た
し
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
た
し
の
宿
命
の
測

度
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
っ
た
わ
た
し
は
自
ら
の
生
存
が
何

ら
か
の
目
的
に
到
達
す
る
た
め
の
過
程
で
あ
る
と
は
考
へ
な
か
っ
た
の

で
わ
た
し
自
ら
の
宿
命
は
決
し
て
変
革
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
と
信

じ
て
ゐ
た
わ
た
し
は
た
だ
何
か
を
加
へ
う
ろ
だ
け
だ
し
か
も
わ
た

風
と
光
と
影
の
量
を
わ
た
し
は
自
ら
の
獲
て
き
た
風
景
の
三
要
素
と
考

へ
て
き
た
の
で
わ
た
し
の
構
成
し
た
思
考
の
起
点
と
し
て
い
つ
も
そ
れ

ら
の
相
対
的
な
増
減
を
用
ひ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
思
っ
た
そ
れ
ゆ
え
時

刻
が
く
る
と
ひ
と
び
と
が
追
想
の
う
ち
に
沈
ん
で
し
ま
ふ
習
性
を
影

の
圏
の
増
大
や
光
の
集
積
層
の
厚
み
の
増
加
や
風
の
乾
燥
に
と
も

な
ふ
現
在
へ
の
執
着
の
稀
少
化
に
よ
っ
て
説
明
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る

わ
た
し
自
ら
に
と
っ
て
も
追
憶
の
う
ち
に
あ
る
孤
独
や
悲
し
み
は
と
り

も
な
ほ
さ
ず
わ
た
し
の
生
存
の
純
化
さ
れ
た
象
徴
に
外
な
ら
な
い
と
思

は
れ
た

（
同
右
）

こ
う
し
て
、
過
去
と
の
決
別
が
過
去
と
の
連
続
性
を
恢
復
さ
せ
る
こ
と

で
も
あ
る
と
い
う
逆
説
に
よ
っ
て
、
自
我
は
蘇
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

瓦
解
し
た
「
建
築
」
が
、
密
か
に
再
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
自
己
同
一
性
を
恢
復
し
た
精
神
と
は
、
何
者
で
あ
ろ
う
か
。
私

は
、
既
に
「
固
有
時
」
と
は
、
繰
り
返
し
「
わ
た
し
」
を
襲
っ
た
〈
経
験

の
定
型
〉
の
こ
と
で
あ
り
、
作
品
で
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
る
「
孤
独
」

な
実
存
が
そ
れ
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
の
「
孤
独
」
の

意
味
を
作
品
の
中
で
辿
り
直
す
と
「
固
有
時
」
の
内
実
が
明
ら
か
に
な

る
。
「
孤
独
」
と
は
、
他
者
と
は
全
く
か
け
離
れ
た
内
的
世
界
に
自
己
が

幽
閉
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
中
で
語
ら

れ
る
「
わ
た
し
」
の
内
的
風
景
は
す
べ
て
、
時
代
状
況
と
は
異
質
な
逆
向

き
の
〈
孤
立
〉
し
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
「
孤
独
」
な
感
情
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
内
実
は
、
作
品
の
流
れ
を
辿
り
直
す
こ
と
で
、
具
体
的
に
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
わ
た
し
」
と
は
、
こ
の
世
に
馴
染
め
ず
、

未
来
に
希
望
が
も
て
ず
、
死
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
存
在
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
そ
の
「
わ
た
し
」
は
、
次
の
よ
う
な
内
的
経
験
を
歩
ん
で
き
た
存

在
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
過
去
の
経
験
を
幾
度
と
な
く
反
錫
し
て
は
、

思
想
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
を
差
恥
し
、
生
存
の
理
由
が

失
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
原
因
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
、
い
や
思
想
に

し
は
何
か
を
加
へ
る
た
め
に
生
き
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
わ
た
し
の
生

存
が
過
去
と
感
じ
て
ゐ
る
方
向
へ
抗
う
こ
と
で
何
か
を
加
へ
て
ゐ
ろ
に

ち
が
ひ
な
い
と
考
え
て
ゐ
た

（
同
右
）
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『固有時との対話』論

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
孤
独
」
は
自
己
と
社
会
と
の
関
わ
り
か
ら
生
じ

た
。
社
会
の
動
向
が
自
分
の
思
っ
て
い
る
方
向
と
は
異
な
っ
た
方
へ
屈
折

し
た
か
ら
、
「
孤
独
」
な
意
識
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
社
会
が
自

分
の
考
え
て
い
る
方
向
に
進
ん
で
い
た
ら
、
こ
う
し
た
「
孤
独
」
は
生
じ

な
か
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
孤
独
」
な
意
識
は
、
疎
外
さ
れ
た
社
会

の
自
己
意
識
と
い
う
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
わ
た
し
」
の
意
識
を
、
人
々
に
よ
っ
て
は
自
覚
さ
れ
な
い
社
会
の
自
己

意
識
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
わ
た
し
」
の
意
識

は
社
会
へ
の
反
省
的
意
識
あ
る
い
は
批
判
的
意
識
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

社
会
変
革
の
力
へ
と
転
化
す
る
。

こ
う
し
た
覚
知
に
至
り
つ
い
た
と
き
、
吉
本
は
、
自
己
の
内
的
世
界
を

社
会
批
判
と
し
て
投
げ
つ
け
る
こ
と
を
宿
命
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
時
代
は
、
生
存
を
ま
た
と
な
い
機
会
と
見
な
し
、
未
来
に

希
望
を
抱
き
、
過
去
へ
の
差
恥
心
を
も
た
ず
、
過
去
を
放
榔
し
よ
う
と

忠
実
で
あ
る
こ
と
は
誤
謬
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
こ
そ
修
正
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
み
た
り
す
る
。
そ
う
思
う
と
、
過
去
は
不
毛

な
よ
う
な
気
が
し
て
、
恐
ろ
し
く
重
た
く
感
じ
ら
れ
る
の
に
、
誰
も
が
そ

う
は
感
じ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
か
っ
て
も
、
こ
う
し
た
人
々
の
意

識
と
ま
っ
た
く
鮒
鵬
す
る
孤
独
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
人
々
の
意

識
と
異
な
る
「
孤
独
」
な
道
を
歩
む
こ
と
が
自
分
の
宿
命
な
の
だ
。
こ
れ

が
、
「
わ
た
し
」
の
「
孤
独
」
の
内
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人
々
と

の
齪
蟠
は
、
少
年
の
日
に
も
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

後
の
生
活
経
験
に
お
い
て
も
、
繰
り
返
し
立
ち
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
「
孤
独
」
は
時
間
的
に
認
識
さ
れ
「
固
有
時
」
と
し
て
抽
出

こ
う
し
て
、
「
孤
他

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
。
「
わ
た
し
」
と
全
く
相
対
立
す
る
様
相
を
呈
し
て
動
く
こ
の

時
代
風
潮
と
は
、
社
会
の
病
患
に
気
づ
か
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
隠
蔽

し
、
抑
圧
す
る
も
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
過
去
と
の
決
着
の
っ
け
ず
に
通
り

過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
時
代
の
動
向
の
過
誤
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た

社
会
に
は
未
来
の
希
望
を
託
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
社
会

を
蔽
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
共
同
幻
想
を
悉
く
転
倒
す
べ
き
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
私
の
意
識
が
政
治
社
会
の
い
か
な
る
動
向
や
構
造
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
、
探
究
し
、
そ
の
来
歴
を
あ
き
ら
か
に
す
る

こ
と
で
、
社
会
転
覆
の
具
体
的
な
意
志
へ
の
彫
琢
す
る
こ
と
が
、
次
の
課

題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

否
！
ま
っ
た
く
そ
れ
は
理
由
の
な
い
こ
と
に
思
は
れ
る
若
し
場

所
を
占
め
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
わ
た
し
は
時
間
を
占
め
る
だ
ろ

う
幸
ひ
な
こ
と
に
時
間
は
類
に
よ
っ
て
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

つ
ま
り
面
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
わ
た
し
は
見
出
す
だ
ら
う
す

べ
て
の
境
界
が
あ
え
な
く
崩
れ
て
し
ま
ふ
や
う
な
生
存
の
場
処
に
わ
た

し
が
生
存
し
て
ゐ
る
こ
と
を
其
処
で
わ
た
し
は
夢
み
る
こ
と
も
哀
愁

に
誘
は
れ
て
立
ち
去
る
こ
と
も
ま
た
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
鑿
れ
る
こ

と
も
な
い
刻
々
と
わ
た
し
は
確
か
に
歩
み
去
る
だ
け
だ

（
同
右
）

ひ
と
び
と
は
あ
ら
ゆ
る
場
所
を
占
め
て
ゐ
た
そ
し
て
境
界
は
彼
等
の

イ
デ
ア
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
引
か
れ
て
い
た
若
し
か
し
て
わ
た
し
の

占
め
る
場
所
が
無
か
っ
た
と
し
た
ら
わ
た
し
は
こ
の
生
存
か
ら
追
は

れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ら
う
か
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か
く
し
て
「
固
有
時
」
は
、
自
ら
の
空
間
を
占
拠
す
る
た
め
に
社
会
的

な
現
実
と
の
矛
盾
の
止
揚
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
角
度
を
変
え

れ
ば
、
社
会
的
な
現
実
と
の
和
解
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
社
会
的
な
現
実
が
、
「
わ
た
し
」
を
拒
絶
す
る
風
景
で
あ
る
以
上
、

支
配
的
な
思
想
と
の
妥
協
な
き
戦
い
、
既
存
の
価
値
観
の
全
否
定
な
く

し
て
は
、
和
解
は
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
極
め
て
苦

渋
に
充
ち
た
状
況
に
「
わ
た
し
」
を
立
た
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
予
感

を
孕
む
。
あ
ら
ゆ
る
既
存
の
思
想
の
否
定
な
く
し
て
、
空
間
を
奪
回
で
き

な
い
と
い
う
思
い
は
、
〈
傲
慢
な
妄
想
〉
と
も
言
え
る
し
、
〈
孤
独
さ
の
極

み
〉
と
も
言
い
う
る
。
と
も
あ
れ
、
作
品
は
、
こ
う
し
て
終
局
を
迎
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
こ
こ
で
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
後
年
、
初
期
マ
ル
ク
ス
の
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
る

「
自
己
疎
外
」
論
の
萌
芽
が
こ
の
作
品
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
『
カ
ー
ル
マ
ル
ク
ス
』
に
お
い
て
、
展
開
さ
れ
た
、
「
自
己

疎
外
」
の
概
念
と
は
、
自
己
は
、
外
界
と
の
交
流
に
よ
っ
て
外
界
を
変
化

さ
せ
つ
つ
同
時
に
自
己
も
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
と
い
う
よ
う

に
規
定
で
き
る
。
こ
こ
で
言
う
外
界
と
は
対
象
化
さ
れ
た
現
実
一
般
を
さ

す
○
明
ら
か
に
わ
た
し
の
寂
蓼
は
わ
た
し
の
魂
の
か
か
は
ら
な
い
場
処
に
移

動
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
わ
た
し
は
は
げ
し
く
順
ら
ね
ば
な
ら
な
い
理

由
を
寂
蓼
の
形
態
で
感
じ
て
ゐ
た

（
同
右
）

と
す
れ
ば
、
「
固
有
時
」
の
発
見
に
よ
る
自
己
同
一
性
と
は
、
外
界
と

の
交
流
に
よ
っ
て
生
じ
た
内
面
世
界
で
あ
る
以
上
、
ま
さ
に
〈
自
己
疎
外

態
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
は
無
か
ら

生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
と
の
関
わ
り
の
中
で
生
じ
た
挫
折
が
、
自

己
の
発
生
し
た
要
因
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
と
は
ま
さ
に
外
界
と

の
交
流
に
よ
っ
て
生
じ
た
く
自
己
疎
外
態
〉
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
の
で

あ
り
、
こ
う
い
う
自
己
認
識
か
ら
、
後
年
マ
ル
ク
ス
の
哲
学
を
媒
介
に
し

て
「
自
己
疎
外
」
の
概
念
は
抽
出
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
「
固
有
時
」
の
発
見
に
よ
っ
て
同
一
性
を
恢
復
し
た
自
己

と
は
実
は
社
会
的
な
現
実
と
の
矛
盾
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
空
間
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
浮
遊
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
自
己
同
一
性
の
恢
復
は
、
生
き
る
べ
き
空
間
を
奪
わ

れ
て
い
る
と
い
う
認
識
と
不
可
分
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
固
有

時
」
は
、
そ
こ
で
静
止
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
生
き
る
場
所
を
占
め
る
た

め
に
、
こ
の
矛
盾
を
止
揚
す
る
方
向
に
踏
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
固
有
時
と
の
対
話
』
か
ら
『
転
位
の
た
め
の

十
篇
』
へ
と
向
か
う
必
然
性
が
あ
っ
た
。
社
会
的
な
現
実
か
ら
の
疎
外
に

よ
る
自
己
の
発
生
、
そ
の
疎
外
さ
れ
た
自
己
を
空
間
の
奪
回
に
よ
っ
て
、

止
揚
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
Ⅱ
マ
ル
ク
ス
的
に
言
え
ば
、

〈
否
定
の
否
定
〉
と
し
て
の
弁
証
法
的
な
運
動
が
、
社
会
的
な
現
実
へ
と

突
き
進
む
原
動
力
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
『
転
位
の
た
め
の
十
篇
』
に

よ
っ
て
、
吉
本
の
社
会
と
の
格
闘
の
軌
跡
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
は
っ
と
り
か
ず
き
二
九
八
七
年
修
了
）

8４

Hosei University Repository


