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さ
あ
、
僕
は
ど
う
い
ふ
風
に
云
は
う
か
？

　
林
君
は
熱
情
を
見
事
に
整
理
し
つ
つ
雄
弁
を
振
つ
て
ゐ
る
。
森
山
君
は
、
縹
渺
た
る
感
懐
を
リ
リ
カ
ル

な
思
考
に
托
し
て
ゐ
る
。
何
れ
も
文
学
者
ら
し
い
態
度
で
堂
々
と
こ
の
課
題
を
征
服
し
た
。

　
僕
は
、
率
直
に
云
ふ
。
林
君
に
は
ま
だ
つ
い
て
行
け
な
い
し
、
森
山
君
に
は
少
し
焦
ら
さ
れ
た
。

　
か
う
い
ふ
問
題
は
、
と
い
ふ
よ
り
も
、
「
愛
国
心
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
に
対
し
て
は
、
文
学
者
共
通

の
潔
癖
か
ら
、
ま
づ
一
つ
の
ポ
オ
ズ
を
択
ん
で
物
を
云
ふ
や
う
に
な
る
。
そ
こ
が
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
ら
う
が
、
出
題
者
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
に
せ
よ
、
僕
は
、
こ
の
問
題
を
、
ま
だ
「
文
学
者
的
」
に
取

扱
ふ
用
意
が
で
き
て
ゐ
な
い
。

　
憂
国
精
神
、
愛
国
心
、
祖
国
愛
、
国
民
の
真
情
、
日
本
を
愛
す
る
気
持
、
母
国
を
懐
し
む
心
、
と
、
か

う
字
引
の
や
う
に
書
き
並
べ
て
み
て
、
そ
の
間
に
可
な
り
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
語

感
の
上
で
は
、
殆
ん
ど
右
と
左
の
や
う
に
違
ひ
が
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。

　
殊
に
、
最
初
の
二
つ
の
言
葉
は
、
林
君
の
使
つ
て
ゐ
る
意
味
を
、
正
当
に
解
釈
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

　
僕
も
人
並
に
、
こ
の
「
愛
国
心
」
と
い
ふ
言
葉
に
は
照
れ
る
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
照
れ
る
の
が
間
違
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ひ
な
の
だ
と
思
ふ
。
現
代
の
日
本
語
の
う
ち
で
、
文
学
者
に
毛
嫌
ひ
さ
れ
て
ゐ
る
言
葉
が
可
な
り
多
く
、

そ
れ
は
、
一
般
の
日
本
人
、
殊
に
、
無
教
養
な
政
治
家
や
ジ
ヤ
ア
ナ
リ
ス
ト
が
、
勝
手
に
言
葉
の
イ
メ
エ

ジ
を
決
定
し
、
不
純
な
概
念
を
附
け
加
へ
る
こ
と
を
平
気
で
や
り
、
こ
れ
を
是
正
す
る
「
機
関
」
が
な
い

た
め
に
、
民
衆
の
間
に
す
ぐ
こ
れ
が
伝
播
し
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
る
。
専
門
的
用
語
で
さ
へ
、
こ
れ
を
戯

画
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
流
行
し
、
い
つ
の
間
に
か
、
本
来
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
。
自
然
主
義
、

享
楽
主
義
、
自
由
主
義
等
皆
然
り
で
あ
る
。

　
文
学
者
は
、
か
う
い
ふ
風
に
し
て
、
国
語
の
使
用
権
を
狭
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
ず
、
言
葉
を
毛
嫌

ひ
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
実
体
を
疎
ん
ず
る
結
果
を
招
い
て
ゐ
る
こ
と
さ
へ
あ
る
。

　
僕
は
三
十
歳
を
過
ぎ
て
初
め
て
戯
曲
を
書
き
、
不
用
意
に
「
夢
」
と
い
ふ
言
葉
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
つ
た

ら
、
当
時
、
先
輩
た
る
某
作
家
か
ら
注
意
を
受
け
た
。
日
本
で
は
、
そ
ん
な
風
に
「
夢
」
と
い
ふ
言
葉
を

作
家
た
る
も
の
は
使
は
な
い
と
い
ふ
説
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
臭
い
」
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
少
し
た

つ
て
、
僕
は
活
動
写
真
の
標
題
が
「
夢
」
と
い
ふ
言
葉
を
荒
し
た
の
で
あ
ら
う
と
気
が
つ
い
た
。
こ
の
事

実
を
皮
肉
に
考
へ
る
と
、
日
本
の
作
家
は
「
夢
」
と
い
ふ
言
葉
を
用
心
し
て
使
ふ
結
果
、
「
夢
」
を
書
く

こ
と
ま
で
用
心
す
る
の
で
あ
ら
う
。

4日本に生れた以上は



　
　
　
　
　
　
　
一

　
僕
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
恥
ぢ
も
し
な
い
し
、
矜
り
と
も
し
て
ゐ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
こ
そ
、
人

間
に
生
れ
た
こ
と
と
同
様
、
実
に
運
命
的
で
あ
り
、
偶
然
で
あ
り
、
誰
の
力
で
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
愚
痴
も
こ
ぼ
さ
な
い
か
は
り
、
感
謝
も
し
て
ゐ
な
い
と

い
ふ
当
り
前
な
前
提
を
し
て
お
い
て
　
　

　
　
　
　
　
　
　
二

　
日
本
は
世
界
の
他
の
国
に
比
べ
て
、
善
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
悪
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
の
祖
先
並
に
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
善
い
と
こ
ろ
悪
い
と
こ
ろ
の
一
部
を
生
み
出
し
、
育
て
て
ゐ
る
こ
と

は
争
へ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
真
剣
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
た
だ
、
日
本
は
世
界
の
他

の
国
に
比
べ
て
優
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
日
本
を
愛
す
る
と
い
ふ
考
へ
方
に
は
危
険
な
も
の
が
あ
る
。
小

学
校
時
代
に
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本
の
風
土
気
候
に
つ
い
て
、
さ
も
そ
れ
が
世
界
に
類
の
な
い
恵
ま
れ
た
国

の
や
う
に
教
へ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
実
は
大
違
ひ
で
、
自
然
の
脅
威
の
下
で
こ
れ
ほ
ど
す
く
み
上
つ
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て
ゐ
る
国
は
少
い
の
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
、
日
本
に
対
す
る
愛
情
が
ど
う
も
な
り
は
し
な
い
。
寧

ろ
今
日
の
僕
は
、
か
か
る
国
土
を
し
み
じ
み
痛
ま
し
く
思
ひ
、
そ
の
国
土
に
於
い
て
、
戦
ひ
、
生
き
、
し

か
も
自
然
を
愛
し
て
来
た
民
族
の
相
貌
を
懐
し
む
心
が
切
で
あ
る
。
な
ん
で
も
な
い
こ
と
を
、
優
れ
て
ゐ

る
や
う
に
思
ひ
込
み
、
ま
た
は
思
ひ
込
ま
せ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
自
尊
心
を
撫
で
ま
わ
し
て
ゐ
る
や
り
方
は
、

笑
止
千
万
で
あ
り
、
愚
劣
の
骨
頂
で
あ
る
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
の
悪
い
と
こ
ろ
を
、
さ
も
手
柄
顔
に
取
り
た
て
て
、
こ
れ
だ
か
ら
日
本
は
嫌
ひ

だ
と
い
ふ
の
も
少
し
早
す
ぎ
る
。
さ
う
い
ふ
自
分
に
も
、
そ
の
悪
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
を
忘
れ
て
ゐ
さ
う

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
人
間
な
ら
ど
こ
の
国
の
人
間
で
も
有
つ
て
ゐ
る
弱
点
の
や
う
な
も
の
と
、

日
本
人
の
み
が
特
に
、
そ
の
長
所
と
共
に
有
つ
て
ゐ
る
弱
点
と
を
区
別
し
て
、
そ
の
各
々
に
対
す
る
批
判

と
対
策
を
誤
ら
ぬ
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
し
か
し
、
日
本
を
愛
す
る
と
い
ふ
気
持
は
、
そ
の
美

点
と
欠
点
と
を
併
せ
た
何
物
か
に
対
す
る
親
し
み
の
感
情
で
あ
る
に
も
せ
よ
、
好
き
に
な
つ
て
は
い
か
ぬ

も
の
、
好
き
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
が
だ
ん
だ
ん
は
つ
き
り
し
て
来
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
日
本
は
、
現

在
、
甚
だ
魅
力
に
乏
し
い
国
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
気
が
つ
き
、
自
分
は
日
本
を
愛
す
る
と
は
云
ひ
き
れ

ぬ
や
う
な
気
が
し
、
さ
て
、
こ
ん
な
こ
と
で
は
困
る
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
と
、
う
ろ
た
へ
る
や
う
に

な
る
。

6日本に生れた以上は



　
　
　
　
　
　
　
三

　
日
本
を
よ
り
善
く
し
た
い
と
い
ふ
欲
望
が
、
祖
国
愛
と
い
ふ
名
で
呼
ば
れ
る
な
ら
、
さ
う
呼
ん
で
も
差

支
な
い
で
は
な
い
か
。
こ
の
場
合
、
他
の
国
よ
り
善
く
し
た
い
と
希
ふ
の
は
、
人
間
の
美
し
い
弱
点
だ
。

そ
れ
も
、
結
局
、
「
何
を
善
い
と
い
ふ
か
」
の
問
題
に
な
る
が
、
例
へ
ば
、
警
察
網
が
完
備
し
、
粗
製
濫

造
品
が
世
界
の
市
場
を
脅
や
か
し
、
外
遊
客
が
ゲ
イ
シ
ヤ
と
人
力
車
に
感
心
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を

指
す
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
う
、
美
し
い
弱
点
と
は
云
へ
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
そ
の
意
味
で
、
日
本
を
善
く
す
る
と
い
ふ
、
そ
の
「
善
く
」
と
い
ふ
観
念
だ
け
は
、
飽
く
ま
で
も
、
世

界
共
通
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
な
ら
ば
、
日
本
が
い
く
ら
善
く
な
つ
て
も
、
他
の
国
々
は

少
し
も
迷
惑
は
し
な
い
、
云
ふ
と
こ
ろ
の
国
際
主
義
と
矛
盾
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
理
窟
は
ま
あ
さ
う
だ
が
、
一
つ
困
つ
た
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
国
々
も
、
さ
う
理
想
的
に
行
つ
て
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ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
日
本
と
略
々
同
じ
や
う
な
「
醜
い
弱
点
」
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

林
君
は
魯
迅
の
言
葉
を
引
い
て
ゐ
る
が
、
そ
の
気
持
は
、
日
本
人
だ
つ
て
あ
る
の
だ
。
あ
る
け
れ
ど
も
、

な
か
な
か
あ
あ
云
ひ
切
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
は
ゐ
な
か
つ
た
。

　
他
の
国
か
ら
征
服
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
、
例
へ
文
化
の
面
だ
け
で
も
、
他
国
の
優
越
的
支
配
下
に
置
か

れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
た
だ
に
民
族
的
自
尊
心
を
傷
け
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
は
、
断
じ
て
新
し
い

生
活
が
芽
を
吹
か
な
い
の
で
あ
る
。
過
つ
て
、
敵
に
正
義
の
名
を
奪
は
れ
て
も
、
戦
争
に
は
負
け
て
は
な

ら
ぬ
。
少
く
と
も
、
国
家
の
自
由
だ
け
は
存
続
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
政
治
的
に
は
い
ろ

い
ろ
の
方
便
が
あ
ら
う
と
思
ふ
が
、
愈
々
戦
争
と
な
つ
た
ら
理
窟
は
も
う
通
ら
ぬ
。
お
互
に
お
互
の
生
命

を
守
り
合
ふ
の
が
当
然
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
「
愛
国
的
行
為
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
五

　
僕
は
、
愛
国
心
と
い
ふ
も
の
の
う
ち
に
、
民
族
的
自
尊
心
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ

れ
は
何
れ
も
、
そ
の
現
は
れ
方
に
よ
つ
て
弱
点
と
も
な
り
、
強
味
と
も
な
る
こ
と
、
他
の
総
て
の
性
情
的

特
質
と
同
様
で
あ
る
。
殊
に
、
愛
国
心
と
い
ふ
言
葉
は
、
今
日
に
於
い
て
は
、
母
性
愛
な
ど
と
い
ふ
言
葉

8日本に生れた以上は



と
同
じ
く
、
月
並
で
、
空
元
気
で
、
卑
俗
な
響
き
を
伴
ひ
易
く
、
従
つ
て
、
無
教
養
な
権
力
階
級
並
に
、

こ
れ
に
迎
合
せ
ん
と
す
る
大
衆
の
便
利
な
標
語
と
し
て
役
立
ち
得
る
語
感
に
満
ち
て
ゐ
る
。
森
山
君
が

「
最
初
こ
の
問
題
で
は
気
が
進
ま
な
か
つ
た
」
理
由
も
こ
こ
に
あ
り
、
僕
も
亦
、
嘗
て
、
「
国
を
憂
ふ
る
」

と
い
ふ
言
葉
ほ
ど
気
恥
か
し
い
言
葉
は
な
い
、
と
云
つ
た
所
以
で
あ
る
が
、
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
は
、
周
囲

を
見
渡
し
て
、
似
而
非
愛
国
者
と
、
無
意
識
的
「
非
国
民
」
と
の
数
が
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
に
慄
然
と
し
、

未
だ
嘗
て
、
い
つ
の
時
代
、
ど
こ
の
国
に
も
、
か
く
の
如
き
現
象
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
事
実
を
、

わ
れ
わ
れ
以
外
の
も
の
が
誰
も
指
摘
し
な
い
こ
と
を
歯
痒
く
、
遺
憾
に
思
ふ
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
日
本
を
愛
す
る
人
々
を
愛
国
者
と
呼
ぶ
に
な
ん
の
妨
げ
が
あ
ら
う
。
た
だ
、
愛
国
者
た
る
以
上
、
そ
の

名
に
値
す
る
「
愛
国
的
行
動
」
を
為
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
考
へ
方
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
？
　
自

ら
「
愛
国
者
」
と
名
乗
る
こ
と
す
ら
、
真
の
愛
国
者
の
資
格
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
僕
は
自
分
が
真
の
愛
国
者
で
は
な
い
と
、
人
か
ら
評
さ
れ
る
こ
と
を
怖
れ
は
し
な
い
。
し
か
し
日
本
を

愛
す
る
が
故
に
、
日
本
の
現
状
が
堪
へ
難
き
ま
で
に
憂
鬱
で
あ
る
こ
と
を
、
訴
へ
る
権
利
と
義
務
が
あ
る
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と
信
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
憂
鬱
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
と
い
へ
ば
、
日
本
人
が
お
互
に
軽
蔑
し
合
つ
て
ゐ

る
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
人
が
お
互
に
信
じ
合
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
人
が
て
ん

で
ん
ば
ら
ば
ら
に
、
勝
手
な
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
人
が
、
日
本
は
ど
う
な
つ

て
も
自
分
さ
へ
な
ん
と
か
な
れ
ば
と
思
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
だ
と
思
ふ
。
日
本
人
は
、
日
本
人

で
あ
る
前
に
、
ま
づ
人
間
と
し
て
、
共
通
の
理
想
を
有
た
な
す
ぎ
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
な
ん
と
か
し
て
日

本
人
全
体
に
気
づ
か
せ
る
方
法
は
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
七

　
僕
は
、
日
本
国
民
と
し
て
、
日
本
の
ど
こ
が
好
き
か
？
　
と
問
は
れ
れ
ば
、
ち
よ
つ
と
困
る
こ
と
を
告

白
す
る
。
は
つ
き
り
云
へ
な
い
と
い
ふ
よ
り
も
、
そ
ん
な
に
好
き
な
と
こ
ろ
は
な
い
や
う
な
気
が
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
贅
沢
を
云
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
。
例
へ
ば
、
日
本
の

現
代
文
化
に
し
て
も
、
不
消
化
の
ま
ま
、
歪
ん
だ
ま
ま
、
無
選
択
の
ま
ま
で
あ
る
状
態
は
い
や
だ
が
、
あ

る
べ
き
も
の
は
、
ち
や
ん
と
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
伸
び
育
た
せ
る
努
力
と
計
画
が
不
足
し

て
ゐ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
罪
で
あ
る
。
（
実
は
政
治
家
の
罪
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
が
）

10日本に生れた以上は



　
僕
は
文
学
者
と
し
て
、
別
に
「
愛
国
文
学
」
を
作
り
、
又
は
提
唱
し
よ
う
と
は
思
は
ぬ
。
国
民
大
衆
の

愛
国
心
は
、
所
謂
「
愛
国
主
義
者
」
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
エ
シ
ヨ
ン
に
よ
つ
て
、
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

官
憲
や
教
育
当
事
者
の
日
本
精
神
鼓
吹
に
よ
つ
て
、
高
め
得
る
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
現
に
そ
れ
は
憂

ふ
べ
き
逆
効
果
を
生
み
つ
つ
あ
る
こ
と
に
、
彼
等
は
気
づ
か
ぬ
の
で
あ
ら
う
か
？
　
フ
ア
ツ
シ
ヨ
の
名
を

以
て
呼
ば
れ
る
愛
国
主
義
が
、
い
か
に
心
あ
る
民
衆
の
希
望
を
、
祖
国
日
本
よ
り
引
離
し
つ
つ
あ
る
か
を

見
れ
ば
わ
か
る
。
（
六
字
削
除
）
徐
々
に
感
激
を
失
ひ
つ
つ
あ
る
国
民
を
誰
が
作
つ
た
か
？

　
　
　
　
　
　
　
八

　
日
本
で
は
、
か
う
い
ふ
常
識
的
な
問
題
を
思
想
家
は
軽
蔑
す
る
風
が
あ
り
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
わ
い

わ
い
云
ふ
の
は
、
み
な
思
想
的
に
は
訓
練
の
な
い
人
間
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
、
常
識

が
常
識
と
な
ら
ず
、
民
衆
は
、
常
識
下
の
思
想
に
追
随
し
、
今
日
に
於
い
て
す
ら
、
殆
ど
健
全
な
る
社
会

感
覚
と
い
ふ
も
の
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
上
、
政
治
家
や
官
吏
や
教
育
家
や
歴
史
家
や
に
、
常
識

の
問
題
を
委
し
て
お
い
て
い
い
か
ど
う
か
？

　
日
本
精
神
と
か
、
東
洋
の
平
和
と
か
、
国
語
国
字
の
問
題
と
か
、
故
ら
社
会
的
関
心
を
示
す
つ
も
り
で

11



な
く
て
も
、
文
学
そ
れ
自
身
の
た
め
に
で
も
、
先
づ
常
識
の
上
に
立
つ
大
意
見
を
優
れ
た
文
学
者
は
発
表

し
て
貰
ひ
た
い
と
僕
は
思
ふ
。
そ
の
意
味
で
、
読
売
紙
上
に
見
る
長
谷
川
、
三
木
両
氏
の
一
日
一
題
は
、

頗
る
「
愛
国
的
」
な
文
章
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
九

　
僕
の
愛
国
心
は
語
る
　
　

　
　
徳
田
秋
声
は
、
極
め
て
民
族
的
な
こ
と
に
よ
つ
て
、
世
界
的
に
一
流
作
家
で
あ
る
。

　　
　
日
本
の
文
学
者
は
勲
章
を
欲
し
が
ら
ぬ
。
欲
し
く
な
い
や
う
な
顔
を
す
る
も
の
さ
へ
例
外
で
あ
る
。

　
　
日
本
人
は
肉
体
的
な
美
し
さ
に
於
い
て
、
西
洋
人
に
劣
る
と
い
ふ
迷
信
に
、
わ
れ
わ
れ
は
陥
つ
て
ゐ

　
る
。
こ
れ
は
迷
信
で
あ
つ
て
欲
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
で
僕
が
見
る
最
も
美
し
い
男
女
は
、
西
洋
の

　
最
も
美
し
い
と
い
は
れ
る
男
女
よ
り
も
優
つ
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
劣
つ
て
ゐ
な
い
。
た
だ
、
平
均
点
が

　
い
か
に
も
低
い
の
は
残
念
だ
。
し
か
も
、
そ
の
低
さ
は
、
人
権
蹂
躙
の
歴
史
が
齎
し
た
も
の
だ
と
、
僕

　
は
ふ
と
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
人
に
、
い
か
な
る
人
間
が
美
し
い
か
を
教
へ
よ
。
そ
れ
が
徹
底
し

12日本に生れた以上は



　
な
い
と
、
芝
居
も
映
画
も
よ
く
な
ら
ぬ
。
（
こ
れ
は
少
々
脱
線
か
？
）

　　
　
日
本
の
自
然
は
眺
め
る
や
う
に
で
き
て
ゐ
る
。
西
洋
の
自
然
は
そ
の
な
か
で
遊
ぶ
や
う
に
で
き
て
ゐ

　
る
。
ど
つ
ち
が
美
し
い
か
わ
か
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
ど
つ
ち
が
、
よ
り
「
自
然
」
で
あ
る
か
、
こ
れ
は
考

　
へ
も
の
で
あ
る
。

　　
　
支
那
と
は
日
清
戦
争
後
当
然
大
使
を
交
換
す
べ
き
で
あ
る
と
は
、
十
数
年
前
か
ら
考
へ
て
ゐ
た
。
支

　
那
人
を
も
つ
と
尊
敬
す
べ
し
。
少
く
と
も
彼
等
に
対
し
優
越
感
を
示
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
ま
つ
た
く
国

　
辱
で
あ
る
。

　　
　
西
洋
崇
拝
と
、
西
洋
の
あ
る
部
分
に
羨
望
を
感
じ
る
こ
と
と
は
、
別
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
。
現

　
代
日
本
が
住
み
難
い
と
思
ふ
こ
と
と
、
日
本
以
外
の
国
に
住
み
た
い
と
思
ふ
の
と
は
別
も
の
で
あ
る
。

　
な
ん
で
も
ひ
と
つ
に
片
づ
け
て
し
ま
は
な
い
こ
と
。

　　
　
仏
蘭
西
人
が
仏
蘭
西
を
、
英
吉
利
人
が
英
吉
利
を
愛
す
る
愛
し
方
の
な
か
に
は
、
日
本
人
に
は
な
い

13



　
も
の
が
あ
る
。
自
惚
れ
で
な
く
、
ま
つ
た
く
、
惚
れ
込
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
伝
統
が
生
き
た
力

　
に
な
つ
て
ゐ
る
強
味
で
あ
る
。
が
、
そ
の
た
め
に
、
当
代
の
復
古
主
義
を
歓
迎
す
る
気
は
毫
も
な
い
。

　
そ
ん
な
運
動
は
、
ど
こ
の
国
で
も
度
々
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
自
身
な
ん
の
役
に
も
立
つ
て
を
ら
ぬ
。
要

　
す
る
に
、
文
芸
復
興

ル
ネ
ツ
サ
ン
ス
が
早
く
来
た
お
蔭
で
あ
る
。
日
本
に
は
、
や
つ
と
、
今
年
来
た
。

　　
　
最
も
心
を
寒
く
す
る
も
の
は
、
不
真
面
目
な
大
学
生
の
氾
濫
で
あ
る
。
不
真
面
目
は
勉
強
を
せ
ぬ
と

　
か
、
カ
フ
エ
エ
に
入
り
び
た
る
と
か
い
ふ
こ
と
ば
か
り
で
な
い
。
な
に
は
と
も
あ
れ
、
秩
序
の
何
も
の

　
で
あ
る
か
を
弁
へ
ぬ
こ
と
だ
。
学
生
生
活
で
そ
の
訓
練
を
怠
る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
本
国
民
の
野
蛮
性
が

　
上
下
を
風
靡
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
に
よ
つ
て
秩
序
を
生
み
出
す
能
力
は
、
大
学
に
於
い
て
の
み
養
は

　
れ
る
こ
と
を
一
日
も
早
く
彼
等
に
知
ら
し
め
た
い
。

　　
　
官
尊
民
卑
の
思
想
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
人
が
云
ひ
出
し
た
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
社
会
的
弊
風
で
あ

　
つ
て
、
そ
れ
を
弊
風
と
気
づ
き
、
批
難
攻
撃
す
る
も
の
の
う
ち
に
、
な
ほ
、
官
尊
民
卑
的
気
質
を
反
映

　
し
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
。
「
官
」
の
な
す
と
こ
ろ
、
悉
く
こ
れ
に
反
対
す
る
と

　
い
ふ
の
は
、
も
つ
と
文
化
の
一
般
水
準
が
高
ま
つ
た
時
に
こ
そ
、
意
義
の
あ
る
（
或
は
威
勢
の
好
い
）

14日本に生れた以上は



　
こ
と
で
あ
る
。
現
在
日
本
の
や
う
に
、
芸
術
も
科
学
も
、
更
に
文
学
で
さ
へ
も
、
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
恩

　
恵
に
よ
つ
て
近
代
的
洗
礼
を
受
け
た
事
実
を
目
の
前
に
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
否
定
に
急
な
る
は
甚

　
だ
偏
狭
で
、
幼
稚
な
考
へ
方
で
あ
る
。
現
代
日
本
の
選
ば
れ
た
人
々
は
、
も
う
暫
く
辛
抱
し
て
「
官
」

　
を
利
用
し
、
誘
導
し
、
為
す
べ
き
を
為
さ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
に
対
す
る
恐
怖
は
、
期

　
待
の
大
き
過
ぎ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
で
、
こ
れ
こ
そ
官
尊
民
卑
の
思
想
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
は

　
あ
る
時
代
の
役
割
を
果
せ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
ア
カ
デ
ミ
ス
ム
の
樹
立
以
前
に
、
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
の

　
発
展
を
望
む
が
如
き
は
、
文
化
の
推
移
の
法
則
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
官
」
は
「
民
」
の
た
め

　
に
、
「
民
」
に
よ
つ
て
存
在
す
る
と
い
ふ
確
乎
た
る
事
実
を
、
官
吏
は
つ
ひ
忘
れ
た
が
る
も
の
で
あ
り
、

　
こ
の
職
業
的
関
節
不
随
の
症
状
を
、
さ
う
絶
望
的
に
考
へ
な
く
て
も
い
い
。
な
に
を
や
り
出
す
か
わ
か

　
ら
ん
の
は
誠
に
困
つ
た
も
の
だ
が
、
な
ん
に
も
さ
せ
ず
に
や
る
か
や
る
か
と
待
つ
て
ゐ
る
よ
り
、
ま
あ

　
な
ん
で
も
註
文
を
つ
け
て
や
ら
せ
て
み
た
方
が
い
い
の
で
あ
る
。
き
つ
と
悪
い
こ
と
を
す
る
だ
ら
う
と

　
い
ふ
猜
疑
心
が
、
こ
れ
も
無
理
と
は
云
は
ぬ
が
ち
つ
と
強
す
ぎ
て
、
ど
う
せ
さ
う
思
は
れ
て
ゐ
る
な
ら

　
と
、
不
貞
な
夫
の
や
う
な
考
へ
を
起
さ
せ
な
い
で
も
な
い
。
官
民
互
に
相
信
じ
合
は
な
い
こ
と
（
或
は

　
信
じ
合
へ
な
い
こ
と
）
は
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
日
本
国
民
に
と
つ
て
、
現
代
の
憂
鬱
の
一
つ
で
あ

　
る
。
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こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
ゐ
る
と
き
り
が
な
い
か
ら
も
う
や
め
る
。

　
武
田
君
に
は
至
極
平
凡
な
、
大
へ
ん
長
つ
た
ら
し
い
も
の
を
読
ま
せ
る
こ
と
に
な
つ
て
相
済
ま
ぬ
が
、

ど
う
か
許
し
て
下
さ
い
。
殊
に
最
後
の
一
項
は
君
の
顔
が
目
の
前
に
浮
ん
で
ゐ
る
の
で
、
つ
ひ
こ
ん
な
に

く
ど
く
書
い
た
ら
し
い
。
君
の
「
愛
国
心
」
が
何
を
語
る
か
、
僕
は
、
そ
れ
を
聴
く
前
に
、
も
う
わ
か
つ

て
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
。
が
し
か
し
、
そ
の
言
ひ
方
が
ど
ん
な
で
あ
る
か
、
大
い
に
楽
し
み
で
あ
る
。

（
一
九
三
六
・
八
）
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