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こ
ん
に
ち
、
「
勤
労
者
文
学
」
の
問
題
が
、
と
く
べ
つ
の
関
心
の
も
と
に

と
り
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
体
と
し
て
民
主
主
義
文
学
運
動
が
、

一
つ
の
新
し
い
発
展
の
段
階
に
ふ
み
だ
し
て
来
て
い
る
こ
と
を
語
る
と
思
う
。

こ
の
課
題
に
つ
い
て
、
わ
た
し
は
自
分
と
し
て
一
定
の
見
解
を
主
張
す
る
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
み
ん
な
の
手
近
に
あ
る
『
新
日
本
文
学
』
『
文
学

サ
ー
ク
ル
』
『
勤
労
者
文
学
』
な
ど
を
見
直
し
て
、
そ
こ
か
ら
ひ
き
出
さ
れ

て
来
る
具
体
的
な
論
点
を
あ
ら
ま
し
整
理
し
、
発
展
さ
せ
て
み
る
方
が
、
実

際
的
だ
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
「
勤
労
者
文
学
」
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
の
疑
問
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新
日
本
文
学
会
の
第
三
回
大
会
（
一
九
四
七
年
十
二
月
）
で
徳
永
直
か
ら

民
主
主
義
文
学
運
動
に
お
け
る
「
勤
労
者
文
学
」
の
現
状
に
つ
い
て
と
い
う

報
告
な
ら
び
に
提
案
が
あ
っ
た
。
提
案
の
主
旨
は
日
本
の
人
民
的
な
民
主
主

義
革
命
を
達
成
す
る
主
導
力
は
、
労
働
者
階
級
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
出
発

し
た
。
一
九
四
八
年
二
月
の
新
日
本
文
学
を
み
る
と
徳
永
直
は
「
勤
労
者
文

学
を
も
っ
と
前
に
お
し
出
す
こ
と
」
と
い
う
表
題
で
、
み
じ
か
い
文
章
を
か

い
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
彼
が
第
三
回
大
会
で
報
告
提
案
し
た
「
勤
労
者
文

学
を
前
面
に
お
し
出
す
こ
と
、
日
本
の
民
主
主
義
文
学
は
勤
労
者
文
学
の
前

進
な
し
に
は
つ
よ
く
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
」
そ
し
て
「
こ
れ
を
納
得

す
る
か
否
か
が
第
三
回
大
会
の
眼
目
の
一
つ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
力
説

し
た
か
っ
た
と
の
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
当
日
徳
永
直
の
報
告
お
よ
び
提
案
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が
時
間
に
せ
か
れ
て
充
分
説
明
す
る
ゆ
と
り
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

　
大
会
の
そ
の
日
、
徳
永
直
は
こ
ま
か
く
準
備
し
て
来
て
い
て
、
彼
の
「
勤

労
者
文
学
」
を
規
定
す
る
社
会
的
基
盤
の
図
表
を
示
し
た
。
わ
た
し
の
席
は

後
で
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
が
説
明
に
よ
っ
て
理
解
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
民
主
革
命
の
推
進
力
で
あ
る
労
働
者
階
級
を
主
軸
と
し
て
そ
の

同
盟
者
と
し
て
の
農
民
、
勤
め
人
、
中
小
商
工
業
者
、
近
ご
ろ
は
ア
ル
バ
イ

ト
の
必
要
か
ら
勤
労
生
活
に
と
け
こ
み
つ
つ
あ
る
学
生
、
こ
れ
ら
を
概
括
し

て
「
勤
労
者
文
学
」
の
基
盤
と
す
る
と
い
わ
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
き
い
て
い

て
、
わ
た
し
は
疑
問
に
う
た
れ
た
。
人
民
的
な
民
主
主
義
革
命
の
見
通
し
は

労
働
者
階
級
の
勝
利
と
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
社
会
主
義
へ
の
展
望
を
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主
軸
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
労
働
者
階
級
の
文
学
が
民
主
主
義
文
学
の

主
軸
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
農
民
階
級
が
土
地
革
命
に
つ
い
て
の

理
解
（
土
地
を
農
民
へ
）
の
範
囲
に
お
い
て
に
し
ろ
、
も
っ
と
も
近
い
同
盟

者
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
主
に
こ
の
二
つ
の
も
の
に
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
運
動
時
代
の
社
会
的
基
盤
の
規
定
は
、
お
か
れ
た
。
日
本
で
は
、
第

二
次
大
戦
に
よ
る
現
実
か
ら
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
帝
国
主
義
と
た
た
か
う
民
主
主

義
文
学
の
地
盤
は
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
、
こ
の
軸
に
小
市
民
に
属
す
る
中
小
商
工

業
者
、
勤
め
人
、
学
生
な
ど
複
雑
で
ひ
ろ
い
市
民
層
を
含
め
る
人
民
解
放
の

た
め
の
戦
線
が
で
き
た
わ
け
だ
っ
た
。
徳
永
直
の
報
告
を
き
い
て
い
る
う
ち

に
い
く
つ
か
の
疑
問
が
お
こ
っ
た
。

　
第
一
、
民
主
主
義
革
命
と
そ
の
文
学
の
社
会
的
基
盤
の
一
部
分
だ
け
が
な
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ぜ
任
意
に
「
勤
労
者
」
と
い
う
は
っ
き
り
し
な
い
規
定
で
カ
ッ
コ
さ
れ
、
切

り
は
な
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
押
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　
第
二
、
「
勤
労
者
文
学
」
の
規
定
の
な
か
で
労
働
者
階
級
を
主
軸
と
す
る

と
前
提
さ
れ
な
が
ら
、
労
働
者
階
級
の
見
と
お
し
に
た
っ
て
、
当
然
そ
こ
か

ら
生
れ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
の
文
学
に
ふ
れ
ら
れ
な
い
こ
と
。
中

小
商
工
業
者
も
、
学
生
も
、
ず
ら
り
と
な
ら
び
に
包
括
さ
れ
て
い
る
勤
労
者

と
い
う
概
括
の
中
で
労
働
者
が
た
だ
な
ん
と
な
し
し﹅
ん﹅
に
な
る
も
の
と
し
て

だ
け
、
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。

　
第
三
、
労
働
者
階
級
の
文
学
と
し
て
当
然
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
者
、
そ
の
出
身
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
歴

史
的
任
務
の
見
と
お
し
に
立
っ
て
い
る
前
衛
的
作
家
及
び
革
命
的
、
進
歩
的
、
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良
心
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
の
文
学
は
、
ど
う
し
て
除
外
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
が
疑
問
で
あ
っ
た
。

　
第
三
回
大
会
は
も
り
沢
山
の
大
会
で
、
こ
の
重
要
な
提
案
が
時
間
た
ら
ず

で
し
り
き
れ
と
ん
ぼ
に
な
っ
た
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
次
の
日
、
ひ
き
つ
づ
い

て
こ
の
問
題
を
討
議
す
る
こ
と
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
大
会
の
空
気
は
何
と
な

し
散
漫
だ
っ
た
。
「
勤
労
者
的
な
も
の
を
無
意
識
に
し
ろ
さ
え
ぎ
る
空
気
は
、

新
日
本
文
学
会
に
も
底
流
し
て
い
る
。
素
朴
な
も
の
、
具
体
的
な
も
の
、
日

常
的
な
も
の
つ
ま
り
勤
労
者
的
な
も
の
に
対
す
る
挑
戦
は
、
文
壇
で
す
で
に

お
こ
っ
て
い
る
」
と
徳
永
直
が
書
い
た
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
当
時
の
事

情
も
あ
っ
た
と
思
う
。

　
一
九
四
七
年
は
、
一
方
で
サ
ー
ク
ル
活
動
が
た
か
ま
り
、
「
町
工
場
」
そ
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の
他
労
働
者
に
よ
っ
て
か
か
れ
る
作
品
が
で
て
き
た
し
、
全
逓
の
文
学
コ
ン

ク
ー
ル
、
国
鉄
の
集
団
的
文
学
活
動
な
ど
新
し
い
民
主
的
文
学
の
芽
が
も
え

だ
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
半
面
で
は
、
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
ー
ば
り
の
椎
名

麟
三
の
作
品
が
流
行
し
は
じ
め
、
ま
た
新
日
本
文
学
会
と
同
時
に
活
動
を
は

じ
め
た
『
近
代
文
学
』
の
グ
ル
ー
プ
が
、
つ
か
み
か
か
る
相
手
を
と
り
ち
が

え
た
よ
う
な
熱
中
ぶ
り
で
近
代
的
な
「
自
我
」
の
確
立
の
た
め
に
と
、
過
去

の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
に
対
し
小
林
多
喜
二
の
仕
事
に
対
し
主
観
的
で

局
部
的
な
論
争
を
は
じ
め
た
。
人
民
的
民
主
主
義
と
い
う
新
し
い
歴
史
の
課

題
や
そ
の
文
学
運
動
が
は
じ
め
ら
れ
た
こ
と
に
懐
疑
や
反
撥
を
感
じ
て
い
る

人
々
が
、
こ
の
現
象
を
面
白
が
っ
て
グ
ル
リ
か
ら
は
や
し
た
て
た
か
ら
、

『
近
代
文
学
』
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
る
人
た
ち
の
議
論
は
、
必
要
以
上
に
無
責
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任
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
賑
わ
っ
た
。
こ
の
『
近
代
文
学
』
グ
ル
ー
プ

の
発
言
に
対
し
て
、
新
日
本
文
学
会
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
必
要
な
討
論
を
行

っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
が
そ
の
討
論
ぶ
り
は
、
必
し
も
上
々
の
や
り
か

た
で
は
な
か
っ
た
。
新
し
い
文
学
を
の
ぞ
み
、
そ
れ
を
生
も
う
と
す
る
多
く

の
人
々
に
、
民
主
主
義
文
学
運
動
と
い
う
も
の
全
体
の
、
新
し
い
可
能
性
を

知
ら
せ
、
そ
の
大
展
望
の
上
で
す
ね
て
み
た
り
、
じ
ぶ
く
っ
て
み
た
り
し
て

も
は
じ
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
て
ゆ
く
努
力
が
及
ば
な
か
っ
た
。

『
近
代
文
学
』
の
あ
る
人
々
の
小
市
民
的
な
弱
点
に
対
し
て
新
日
本
文
学
会

内
の
小
市
民
的
弱
さ
、
局
部
性
、
多
弁
が
強
く
現
れ
た
。
一
時
的
に
せ
よ
こ

の
状
態
が
民
主
主
義
文
学
運
動
を
総
体
的
に
前
進
さ
せ
る
こ
と
を
お
く
ら
し

た
。
狂
わ
せ
た
。
「
無
意
識
に
も
せ
よ
、
素
朴
で
生
活
的
な
勤
労
者
的
な
も

10その柵は必要か



の
」
へ
の
注
目
を
乱
し
た
。
こ
の
一
種
の
混
乱
が
、
第
三
回
大
会
で
、
運
動

と
し
て
の
統
一
的
活
動
の
必
要
に
つ
い
て
自
己
批
判
を
生
み
、
一
方
、
小
説

部
会
の
報
告
に
あ
ら
わ
れ
た
よ
う
な
、
民
主
主
義
文
学
運
動
と
作
品
に
つ
い

て
の
評
価
の
基
準
の
喪
失
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
民
主
主
義
文
学
運
動
と
し

て
客
観
的
な
評
価
の
基
準
が
失
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
「
勤
労
者
文
学
」

の
規
定
に
つ
い
て
も
ま
じ
め
な
研
究
を
よ
び
さ
ま
さ
な
か
っ
た
理
由
で
あ
る
。

　
す
く
な
く
と
も
わ
た
し
の
ふ
れ
た
範
囲
で
は
、
「
勤
労
者
文
学
」
の
規
定

に
つ
い
て
、
ふ
み
こ
ん
だ
討
議
が
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
『
勤
労
者
文
学
』
が

創
刊
さ
れ
た
。
民
主
主
義
文
学
の
理
論
に
た
ず
さ
わ
る
人
ま
で
既
成
の
熟
語

の
よ
う
に
「
勤
労
者
文
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

い
う
事
情
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
『
勤
労
者
文
学
』
は
、
こ
の
二
年
の
間
、
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民
主
主
義
文
学
の
新
し
い
土
地
を
ひ
ら
き
、
新
し
い
作
家
を
み
ち
び
き
だ
し
、

価
値
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
努
力
を
つ
づ
け
て
来
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
現
状
に
つ
い
て

『
文
学
サ
ー
ク
ル
』
第
九
号
に
、
『
勤
労
者
文
学
』
の
発
展
を
め
ざ
し
て
行

わ
れ
た
徳
永
直
と
小
田
切
秀
雄
の
討
論
の
要
約
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
用
と
し
て
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
主
張
の
整
理
の
し
か

た
に
、
整
理
し
た
人
の
は﹅
か﹅
り﹅
の
か
た
む
き
が
解
答
へ
の
暗
示
と
な
っ
て
ち

ら
つ
い
て
い
る
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
用
と
し
て
適
当
だ
と
感
じ
ら
れ
な
い
。
が
、

大
体
こ
の
討
論
は
小
田
切
が
「
革
命
性
ぬ
き
の
勤
労
者
文
学
」
と
批
判
し
た

12その柵は必要か



の
を
反
駁
し
て
徳
永
が
労
働
者
階
級
の
文
学
の
革
命
性
と
い
う
も
の
が
具
体

的
に
、
こ
ん
に
ち
ま
で
ど
ん
な
経
路
を
た
ど
っ
て
来
た
か
を
主
張
し
て
い
る

討
論
で
あ
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
用
に
整
理
さ
れ
て
い
る
徳
永
の
議
論
を
、

同
じ
号
に
の
っ
て
い
る
座
談
会
記
事
「
勤
労
者
の
文
学
を
ど
う
前
進
さ
せ
る

か
」
第
二
回
の
な
か
で
の
徳
永
自
身
の
話
、
岩
上
、
坂
井
な
ど
の
話
と
て
ら

し
あ
わ
せ
て
よ
ん
で
み
る
と
、
き
わ
め
て
示
唆
に
と
ん
だ
こ
ん
に
ち
の
諸
問

題
が
発
見
さ
れ
る
。
創
作
の
実
際
に
ふ
れ
て
の
話
だ
け
に
問
題
は
い
き
い
き

と
し
て
い
る
。

　
座
談
会
の
こ
の
部
分
で
は
、
第
一
に
徳
永
か
ら
「
も
っ
と
深
く
つ
っ
こ
め
」

と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
悪
い
影
響
を
う
け
て
、

あ
さ
く
ま
と
め
て
い
る
。
小
説
を
勉
強
す
る
と
、
小
説
ば
か
り
よ
む
よ
う
な
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勉
強
の
仕
方
そ
の
も
の
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
わ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
国
鉄
詩
人
の
鈴
木
茂
正
が
、
こ
の
小
説
の
浅
い
深
い
に

つ
い
て
興
味
あ
る
発
言
を
し
て
い
る
。
浅
い
と
い
わ
れ
る
の
は
「
例
え
ば
船

山
馨
と
い
う
人
た
ち
が
書
い
て
い
る
も
の
で
す
よ
、
ど
う
い
う
風
に
生
き
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
何
か
別
の
世
界
、
非
常
に
観
念
の
あ
そ

び
み
た
い
な
も
の
を
書
い
て
ゆ
く
」
「
し
か
し
勤
労
者
が
小
説
を
書
く
場
合

に
は
、
ど
う
い
う
風
に
生
き
て
い
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
と
も
か

く
出
発
し
て
い
る
。
む
し
ろ
専﹅
門﹅
家﹅
の
方
に
そ
う
い
う
ゆ
き
方
に
た
い
す
る

批
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
そ
れ
に
対
し
て
徳
永
直
は
、
鈴
木
茂

正
の
そ
の
言
葉
を
き
い
た
ら
「
船
山
は
怒
る
よ
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
船
山

は
船
山
流
で
世
の
中
に
は
宿
命
し
か
な
い
と
い
っ
た
ふ
う
な
考
え
方
が
真
実

14その柵は必要か



と
思
い
追
求
し
て
い
る
よ
。
真
実
を
追
求
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
彼
も
そ

の
つ
も
り
で
い
る
わ
け
だ
。
た
だ
追
求
の
し
方
の
方
法
が
違
う
わ
け
だ
。
そ

れ
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
観
念
が
ね
。
」

　
徳
永
の
こ
の
答
は
、
何
だ
か
変
な
気
が
す
る
。
鈴
木
茂
正
も
徳
永
直
も
ひ

と
く
ち
に
専﹅
門﹅
家﹅
と
云
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
専
門
家
の
中
に
も

民
主
的
作
家
と
し
て
の
専
門
家
、
過
去
の
文
学
の
枠
内
で
の
専
門
家
、
ま
た

商
業
主
義
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
に
発
生
し
て
い
る
作
家
と
し
て
の
専

門
家
の
間
に
は
、
は
っ
き
り
区
別
が
あ
る
。
そ
の
区
別
は
本
質
的
な
も
の
で

あ
る
。
ひ
と
く
ち
に
専
門
作
家
と
い
っ
て
も
、
船
山
馨
と
志
賀
直
哉
、
ま
た

こ
の
二
人
と
徳
永
直
と
が
同
じ
本
質
に
立
つ
作
家
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
わ

た
し
た
ち
は
そ
う
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

15



　
民
主
主
義
文
学
は
、
小
市
民
の
生
活
感
情
や
現
実
の
う
け
と
り
か
た
に
た

っ
て
か
く
作
家
も
疎
外
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
な
り
の
世
界

の
う
ち
に
暴
力
的
な
支
配
や
、
戦
争
や
、
一
般
人
間
性
を
こ
ろ
す
力
へ
の
抗

議
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
時
に
、
民
主
的
な
方
向
へ
の
つ
な
が
り
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
苦
悩
の
身
ぶ
り
、
宿
命
の
観
念
に
は
ま
り
こ
み
き
れ
な
い

も
が
き
の
手
が
、
解
放
に
た
た
か
う
人
々
の
手
と
、
む
す
ば
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
。
そ
の
人
そ
の
人
が
、
主
観
的
な
枠
の
な
か
で
、
そ
の
人
と
し
て
は
本

気
に
追
求
し
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
評
価
は
な
い
。
こ
こ
の
と

こ
ろ
を
、
わ
た
し
た
ち
と
し
て
、
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第

三
回
大
会
以
来
今
日
で
も
、
ま
だ
民
主
主
義
文
学
運
動
の
中
に
は
、
多
様
で
、

具
体
的
で
、
し
か
も
歴
史
の
課
題
と
の
角
度
を
明
瞭
に
し
た
批
評
の
態
度
が

16その柵は必要か



確
立
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
徳
永
、

小
田
切
の
論
争
そ
の
他
を
、
個
人
的
に
対
立
し
た
見
解
の
応
酬
に
陥
ら
せ
勝

で
あ
る
ば
か
り
か
「
勤
労
者
文
学
」
の
規
定
そ
の
も
の
の
あ
い
ま
い
さ
を
客

観
的
に
見
極
め
て
、
民
主
主
義
文
学
運
動
全
体
を
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
評
価
の

よ
り
ど
こ
ろ
さ
え
も
見
失
わ
せ
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
現
実
か
ら
か
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
は
価
値
の
あ
る
本
質
だ
が
、
ま
だ

「
労﹅
働﹅
者﹅
と﹅
し﹅
て﹅
大﹅
事﹅
な﹅
事﹅
柄﹅
が﹅
あ﹅
ま﹅
り﹅
書﹅
か﹅
れ﹅
て﹅
い﹅
な﹅
い﹅
」
。
現
在
労
働

者
は
「
こ
の
二
年
間
に
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
闘
争
を
や
っ
て
い
る
」
。
そ
の
労﹅

働﹅
者﹅
の
「
い
き
ご
み
、
み
と
お
し
と
い
う
も
の
が
で
て
い
な
い
。
」
「
現
実

に
と
っ
く
ん
で
解
決
が
つ
か
な
い
で
も
い
い
。
と
に
か
く
現
実
の
大
問
題
を

つ
か
み
出
し
て
く
る
と
い
う
記
録
文
学
運
動
と
い
う
も
の
は
、
意
識
的
に
サ

17



ー
ク
ル
に
い
ま
お
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
、
岩
上
順
一
は
い
っ
て

い
る
。
徳
永
直
も
こ
の
点
に
ふ
れ
て
自
分
が
い
い
出
し
た
「
日
常
性
」
か
ら

書
く
と
い
う
こ
と
を
、
ス
ト
ラ
イ
キ
や
組
合
運
動
を
ぬ
き
に
理
解
さ
れ
て
い

る
不
満
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
例
え
ば
恋
愛
を
か
く
。
デ
モ
の
帰
り

に
彼
女
と
お
茶
を
の
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
だ
。
す
る
と
デ
モ
は
書

か
な
い
で
、
喫
茶
店
の
こ
と
ば
か
り
書
く
、
そ
う
い
う
日
常
性
の
浅
薄
さ
、

日
常
性
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
解
釈
へ
書
く
方
も
、
批
評
す
る
方
も
、
ひ
き
ず
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
な
い
」
と
力
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
ス
ト
ラ
イ
キ

を
と
り
あ
げ
た
作
品
が
勤
労
者
文
学
に
ひ
と
つ
も
で
て
こ
な
い
、
こ
れ
は
勤

労
者
文
学
に
と
っ
て
一
番
打
撃
で
す
よ
」
と
。
編
輯
者
は
、
こ
こ
に
「
ス
ト

ラ
イ
キ
を
か
け
」
と
い
う
見
出
し
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

18その柵は必要か



　
こ
の
前
後
の
く
だ
り
は
、
民
主
主
義
文
学
の
発
展
の
た
め
に
本
質
的
な
問

題
を
む
き
出
し
て
い
る
と
思
う
。
徳
永
直
の
「
『
日
常
性
』
の
な
か
か
ら
書

く
」
と
い
う
論
が
、
小
田
切
へ
の
反
駁
と
し
て
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
常

に
労﹅
働﹅
者﹅
と
し
て
当
面
す
る
現
実
の
中
に
革
命
的
モ
メ
ン
ト
を
見
出
し
て
ゆ

く
態
度
を
も
ふ
く
め
た
も
の
だ
と
い
う
理
解
が
、
こ
ん
に
ち
ま
で
徹
底
的
に

ゆ
き
わ
た
っ
て
い
た
ら
『
勤
労
者
文
学
』
に
対
す
る
徳
永
自
身
の
こ
の
不
満

も
お
こ
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
徳
永
自
身
、
船
山
に
つ
い
て
の

鈴
木
茂
正
の
感
じ
か
た
を
肯
定
し
た
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

　
な
ぜ
、
い
ま
の
と
こ
ろ
労
働
者
は
、
そ
う
い
う
作
品
が
書
け
な
い
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
東
京
重
機
の
吉
田
文
雄
は
、
意
味
ふ
か
い
説
明
を
与
え

て
い
る
。
吉
田
文
雄
の
話
は
、
こ
ん
に
ち
自
覚
し
た
組
織
労
働
者
が
、
も
う

19



「
太
陽
の
な
い
街
」
や
「
党
生
活
者
」
の
真
似
を
し
て
も
、
そ
れ
で
は
生
き

た
小
説
が
書
け
な
い
新
段
階
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
ん
に

ち
の
社
会
的
現
実
は
複
雑
で
、
労
働
者
の
闘
争
の
方
法
も
多
種
多
様
で
あ
る
。

そ
れ
を
つ
っ
こ
ん
で
ゆ
け
ば
、
「
も
う
日
本
の
金
融
資
本
の
実
体
を
文
学
の

上
に
か
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
す
。
」
「
社
会
を
描
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
そ
れ
を
書
か
な
い
で
「
本
当
の
ス
ト
ラ
イ
キ
の
情
勢
は
か
け

な
い
。
そ
う
い
う
風
に
な
っ
て
く
る
か
ら
な
か
な
か
書
け
な
い
。
」
「
実
際

経
験
し
て
分
っ
て
い
て
も
、
感
情
と
か
意
識
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
ま
で
発

達
し
て
い
な
い
た
め
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
が﹅
ん﹅
み﹅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
。

　
最
近
二
、
三
年
の
あ
い
だ
に
、
五
〇
〇
万
人
の
労
働
者
が
組
織
さ
れ
て
画

20その柵は必要か



期
的
な
闘
争
が
経
験
さ
れ
た
。
積
極
的
に
そ
れ
ら
の
経
験
を
し
た
人
の
中
か

ら
、
こ
ん
に
ち
こ
の
言
葉
が
実
感
を
も
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
者

の
文
学
が
た
だ
政
治
・
経
済
闘
争
の
反
映
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
自
覚
さ
れ

て
き
て
い
る
と
い
う
大
き
な
内
容
的
前
進
を
語
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
一
人

の
労
働
者
が
階
級
社
会
の
中
で
民
主
的
労
働
者
と
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
人
間

変
革
の
過
程
が
、
ど
ん
な
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
時
間
を
必
要
と

す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
証
拠
で
あ
る
。
こ
ん
に
ち
、
吉
田
が
語
る
よ
う

な
ギ
ャ
ッ
プ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
経
験
さ
れ
た
闘
争
の
過
程
そ
の
も
の
の

う
ち
か
ら
、
労
働
者
と
し
て
階
級
的
な
人
間
成
長
の
実
感
が
育
て
ら
れ
る
よ

う
な
政
治
的
・
文
化
的
モ
メ
ン
ト
が
ひ
き
だ
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
　
　
経
済

主
義
的
な
傾
き
が
よ
り
つ
よ
く
支
配
し
て
い
た
こ
と
。
な
ら
び
に
民
主
主
義

21



文
学
運
動
が
、
日
本
の
民
主
化
の
現
実
に
つ
き
こ
ん
で
、
そ
の
創
作
活
動
と

批
評
活
動
の
能
力
を
統
一
し
て
働
か
し
、
民
主
革
命
の
多
様
な
課
題
と
、
生

活
、
文
学
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
明
示
し
て
ゆ
く
任
務
に
つ
い
て
、
十
分

積
極
的
で
あ
る
と
は
云
え
な
か
っ
た
こ
と
を
原
因
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
事
情
は
、
ち
が
っ
た
形
で
「
専
門
作
家
が
、
積
極
的
に
そ
う
い
う
も

の
を
要
求
し
て
い
な
が
ら
、
書
い
て
い
な
い
か
ら
僕
ら
は
何
を
書
い
て
い
い

か
分
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
坂
井
徳
三
が
専

門
作
家
の
「
見
本
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
「
や
は
り
民
主
的
な
専
門
作

家
た
ち
の
作
品
の
影
響
力
が
ま
だ
ま
だ
少
い
」
と
補
充
し
て
い
る
点
に
も
う

か
が
わ
れ
る
。
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だ
い
た
い
、
文
学
に
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
を
見
な
ら
っ
た
り
、
模
倣
し

た
り
す
る
意
味
で
の
「
見
本
」
と
い
う
も
の
は
無
い
の
が
本
質
で
あ
る
。
ど

ん
な
立
派
な
古
典
的
作
品
に
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
わ
た
し
た
ち
が
学
び
と
っ
て

来
る
の
は
、
ま
ず
そ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
世
界
が
作
品
の
具
体
的
な
感

銘
に
よ
っ
て
当
時
の
歴
史
的
・
階
級
的
な
社
会
の
発
展
の
中
で
、
ど
ん
な
位

置
と
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
作
家
は
そ
の
作
品
の

テ
ー
マ
に
、
階
級
的
な
社
会
人
・
作
家
と
し
て
ど
ん
な
角
度
か
ら
関
心
を
ひ

か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
作
家
が
そ
の
作
品
を
描
く
に
あ
た
っ
て
の
創

作
の
方
法
、
文
学
的
な
美
お
よ
び
善
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
性
質
、
そ
れ
ら

を
作
品
の
生
き
て
い
る
感
銘
そ
の
も
の
に
お
い
て
分
析
、
綜
合
し
て
、
よ
り

新
し
い
よ
り
多
面
な
創
造
の
養
い
と
し
て
ゆ
く
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
こ
そ
、

23



一
つ
の
文
学
の
勉
強
が
あ
る
。
古
典
の
再
認
識
に
あ
た
っ
て
、
ま
た
現
代
の

文
学
作
品
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
民
主
主
義
文
学
と
し
て
の
評
価
の
客
観
的

基
準
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
ま
ま
真
似
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
か
ら
云
え
ば
、
ゴ
ー
リ
キ
イ
の
ど
ん
な
す
ぐ
れ
た
作
品
に
し
ろ

「
見
本
」
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
作
品
の
世
界
に
描
か
れ
て
い
る
社

会
的
・
階
級
的
現
実
の
本
質
を
理
解
し
、
作
品
に
お
い
て
そ
の
本
質
の
細
部

を
感
覚
に
う
け
と
れ
る
も
の
と
し
て
実
在
さ
せ
て
い
る
描
写
の
方
法
や
そ
の

特
質
を
理
解
し
て
、
自
分
の
描
こ
う
と
し
て
い
る
作
品
へ
の
参
考
と
し
て
ゆ

く
意
味
で
は
、
こ
ん
に
ち
、
現
れ
て
い
る
数
人
の
民
主
主
義
作
家
の
作
品
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
学
ぶ
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
勤
労
者
文
学
作
品
集
』
二
冊
は
、
商
業
雑
誌
の
「
新
人
号
」
二
冊
と
同
じ
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歴
史
的
意
義
し
か
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
泡
沫
の
記
録
」
「
妻
よ
ね
む
れ
」

「
播
州
平
野
」
そ
の
他
は
、
民
主
的
文
学
以
外
の
ど
こ
に
、
生
れ
得
る
作
品

だ
ろ
う
。
文
学
作
品
が
そ
う
い
う
風
に
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る
も
の
と
し

て
生
き
か
た
を
し
め
し
、
考
え
か
た
を
し
め
し
、
現
実
を
示
す
も
の
で
な
い

の
な
ら
、
文
学
が
「
人
生
の
教
師
」
た
り
得
る
わ
け
は
な
く
な
る
。
文
学
作

品
は
、
一
生
小
説
を
書
く
こ
と
の
な
い
お
ど
ろ
く
べ
き
数
の
人
々
に
よ
っ
て

よ
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
人
々
は
、
小
説
の
「
見
本
」
を
さ
が
し
て
は
い
な
い
。

鈴
木
茂
正
が
云
っ
て
い
る
と
お
り
「
ど
う
い
う
風
に
生
き
て
ゆ
く
か
」
と
い

う
こ
と
を
、
自
分
に
は
っ
き
り
さ
せ
た
い
、
わ
か
り
た
い
。
そ
れ
を
知
っ
て

自
分
の
人
生
に
評
価
を
発
見
し
た
く
て
、
読
む
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
民
主
的
な
文
学
の
な
か
で
も
前
進
す
る
歴
史
の
第
一
列
に
立
つ
労
働
者
階

25



級
の
文
学
が
「
ど
う
い
う
風
に
生
き
て
ゆ
く
か
」
に
出
発
し
て
、
し
か
も
そ

の
全
階
級
の
課
題
の
遂
行
の
う
ち
に
、
そ
の
人
個
々
の
複
雑
な
成
長
発
展
の

解
決
も
ふ
く
め
て
い
る
場
合
、
民
主
的
文
学
の
ひ
な
型
と
し
て
「
見
本
」
の

あ
ら
わ
れ
る
の
を
待
つ
観
念
は
、
あ
る
危
険
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

も
う
日
本
の
民
主
化
の
第
一
歩
は
、
勤
労
者
階
級
が
半
封
建
的
な
軍
国
主
義

的
な
支
配
階
級
の
思
想
体
系
　
　
文
化
の
影
響
か
ら
、
自
分
の
階
級
の
生
活

感
情
、
理
性
の
全
部
を
解
放
し
、
新
し
い
形
で
あ
ら
わ
れ
て
来
て
い
る
フ
ァ

シ
ズ
ム
と
た
た
か
う
方
向
に
お
い
て
ふ
み
だ
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
必
要

な
の
は
、
現
実
か
ら
鋭
く
具
体
的
に
何
を
学
ん
で
ゆ
く
か
と
い
う
、
そ
の
学

ぶ
方
法
、
発
見
し
、
う
ち
た
て
て
ゆ
く
積
極
的
な
方
法
が
労
働
階
級
の
実
力

と
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
座
談
会
を
み
て
も
こ
ん
に
ち
自
覚

26その柵は必要か



し
た
労
働
者
に
と
っ
て
民
主
的
文
学
の
創
造
の
問
題
は
、
題
材
主
義
か
ら
成

長
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
善
玉
悪
玉
か
ら
ぬ
け
出
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

作
品
の
う
ち
に
目
前
の
現
象
を
描
く
ば
か
り
で
な
く
そ
の
背
後
の
奥
ふ
か
い

社
会
的
本
質
ま
で
を
描
こ
う
と
欲
し
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
、
階
級
的
人
間

の
実
感
に
よ
っ
て
描
こ
う
と
の
ぞ
ま
れ
て
来
て
い
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
、

座
談
会
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
階
級
人
と
し
て
未
成
熟
で
あ
る
と
い
う

自
覚
が
ギ
ャ
ッ
プ
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
段
階
に
ま
で
育
っ
て

来
て
い
る
民
主
的
文
学
の
潮
さ
き
を
「
見
本
」
を
ま
つ
気
分
に
固
定
さ
せ
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
我
か
ら
人
民
の
民
主
的

可
能
性
を
窒
息
さ
せ
る
こ
と
に
ひ
と
し
い
。
ま
た
同
じ
こ
と
の
別
の
あ
ら
わ

れ
と
し
て
、
あ
る
作
品
の
民
主
的
文
学
と
し
て
の
本
質
を
理
解
し
得
な
い
働
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く
人
が
、
題
材
か
ら
だ
け
み
て
、
そ
の
世
界
は
私
た
ち
の
世
界
で
な
い
、
と

否
定
す
る
こ
と
ま
で
し
か
で
き
な
い
場
合
、
批
評
家
が
そ
の
ま
ま
そ
の
意
見

に
追
随
し
て
、
だ
か
ら
働
く
も
の
の
文
学
は
働
く
も
の
の
手
で
、
と
外
か
ら

激
励
す
る
だ
け
で
も
、
労
働
者
階
級
の
文
学
が
育
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
「
ど
う
い
う
風
に
生
き
て
ゆ
く
か
」
と
い
う
実
生
活
の
課
題
を
文
学
に

も
う
つ
し
て
、
「
ど
う
い
う
文
学
か
」
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
、
ぎ
ん
み
し
、

学
ん
で
自
分
か
ら
も
作
っ
て
ゆ
く
民
主
的
文
学
の
自
主
的
発
展
の
能
力
が
つ

よ
く
、
み
ず
み
ず
し
く
つ﹅
ち﹅
か﹅
わ﹅
れ﹅
て﹅
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
吉
川
英
治
は
、
な
ぜ
「
太
閤
記
」
「
三
国
志
」
「
親
鸞
」
「
宮
本
武
蔵
」

と
い
う
よ
う
な
題
材
ば
か
り
を
選
ぶ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
封
建
時
代
の
昔
か

ら
、
「
百
姓
、
町
人
」
の
間
に
き
き
つ
た
え
ら
れ
、
語
り
つ
た
え
ら
れ
て
い
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る
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
太
閤
記
」
は
古
く
日
本
に
つ
た
わ
っ
て
い
る
。

芝
居
も
あ
る
。
猿
面
冠
者
の
立
身
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
立
身
を
す
る
こ
と

の
な
い
封
建
治
下
の
人
民
に
、
人
間
的
あ
こ
が
れ
を
よ
び
さ
ま
す
よ
す
が
で

あ
っ
た
。
自
分
の
生
涯
に
は
な
い
、
境
遇
か
ら
の
脱
出
の
物
語
だ
っ
た
。
太

閤
記
と
云
う
名
を
き
い
た
だ
け
で
、
日
本
の
庶
民
の
伝
承
の
う
ち
に
め
を
さ

ま
す
予
備
感
情
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
戦
時
中
は
小
才
の
き
く
部
隊
長
の
よ
う

な
藤
吉
郎
が
清
洲
築
城
に
活
躍
し
て
も
、
よ
む
人
は
、
逆
に
、
や
っ
ぱ
り
秀

吉
ほ
ど
の
人
物
は
、
と
、
自
分
た
ち
が
非
人
間
に
扱
わ
れ
て
い
る
現
状
に
屈

す
る
方
便
に
役
立
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
吉
川
英
治
は
、
青
苔
の
つ
い
た
封

建
の
溝
を
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
ん
に
ち
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
文
学
、
グ
ロ
テ

ス
ク
な
文
学
、
自
虐
的
な
文
学
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
こ
の
が
た
ぴ
し
し
た
資
本
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主
義
社
会
生
活
の
矛
盾
そ
の
も
の
の
中
に
自
分
を
ら﹅
く﹅
に
流
し
て
ゆ
く
溝
を

も
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
新
し
い
人
間
生
活
の
た
め
に
暗
渠
を
つ
く

り
、
灌
漑
用
水
を
掘
り
、
排
水
路
を
つ
け
て
、
自
身
の
歴
史
を
み
の
ら
し
て

ゆ
こ
う
と
す
る
事
業
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
事
業
で
あ
る
。
一
揆
、
暴
動
な

ど
と
い
う
悲
劇
的
な
正
義
の
爆
発
の
道
を
と
お
ら
ず
に
、
人
民
の
全
線
が
抑

圧
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
事
業
は
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
新
し
い
。
こ
の

広
汎
な
人
間
的
め
ざ
め
を
土
台
と
し
て
、
新
し
い
民
主
的
作
品
が
大
衆
の
生

活
に
浸
透
す
る
必
然
を
も
ち
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
現
実
か
ら
民
主
的

文
学
運
動
に
お
け
る
批
評
は
、
全
く
新
鮮
な
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
民
主
主

義
文
学
運
動
の
批
評
活
動
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
評
の
仕
事
の
よ
う
に
一
つ
一

つ
き
り
は
な
さ
れ
た
作
品
の
枠
内
で
の
研
究
、
ま
た
は
せ
い
ぜ
い
あ
る
一
人
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の
作
家
の
限
界
内
に
と
ど
ま
っ
た
系
統
的
研
究
か
ら
、
ひ
ろ
く
大
き
く
人
民

の
民
主
革
命
の
現
実
の
中
に
解
放
さ
れ
た
。
批
評
活
動
と
創
作
活
動
と
は
、

と
も
に
、
刻
々
前
進
す
る
人
民
の
歴
史
に
よ
っ
て
生
れ
つ
つ
、
ま
た
そ
の
歴

史
の
よ
り
の
ぞ
ま
し
い
変
革
の
た
め
に
作
用
し
て
ゆ
く
有
機
的
な
人
民
階
級

の
能
力
の
一
表
現
と
な
っ
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
現
在
の
状
態
で
は
、
サ
ー
ク
ル
の
活
動
も
、
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
重
ね
て

来
て
い
る
。
職
場
の
サ
ー
ク
ル
が
、
小
説
を
書
く
人
中
心
に
な
り
が
ち
で
、

そ
の
ほ
か
の
サ
ー
ク
ル
員
の
吸
収
を
は
ば
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ

れ
て
、
新
日
本
文
学
会
は
、
文
学
の
愛
好
者
の
意
味
を
見
直
す
よ
う
に
提
案

し
て
い
る
。
文
連
の
第
二
回
「
文
化
会
議
」
の
サ
ー
ク
ル
に
関
す
る
懇
談
会

記
事
に
云
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
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く
面
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
。
サ
ー
ク
ル
の
文
学
愛
好
家
た
ち
を
、
そ
の

範
囲
で
高
め
て
ゆ
く
こ
と
は
も
と
よ
り
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
文
学
の
面

で
は
愛
好
家
と
云
わ
れ
る
人
の
間
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
風
な
文﹅
学﹅
趣﹅
味﹅
が
か
な
り

浸
透
し
て
い
る
と
き
、
民
主
主
義
の
方
向
に
お
け
る
批
評
の
よ
り
ど
こ
ろ
が

は
っ
き
り
つ
か
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
愛
好
家
た
ち
が
文
学
愛
好
そ
の
も

の
か
ら
変
革
さ
れ
た
階
級
的
人
生
に
入
っ
て
ゆ
く
可
能
が
、
ど
う
い
う
風
に

予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
文
学
サ
ー
ク
ル
が
組
合
の
教
・
宣
部
の
活
動
と
歩
調

を
そ
ろ
え
て
い
な
い
と
い
う
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
現
象
の
一
半
の
理
由
は
、
こ

れ
ま
で
サ
ー
ク
ル
に
集
る
人
々
の
文
学
的
欲
求
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
伝

統
的
な
文﹅
学﹅
の
形
態
に
は
め
て
、
考
え
て
い
た
古
さ
、
せ
ま
さ
も
あ
る
と
思

え
る
。
小
説
、
さ
も
な
け
れ
ば
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
。
こ
れ
ま
で
は
、
そ
う
い
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う
大
き
い
文﹅
学﹅
的﹅
区
わ
け
で
話
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
ほ
か
に
サ
ー
ク
ル
の

人
々
の
文
筆
的
な
表
現
は
職
場
の
壁
新
聞
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、

労
農
通
信
と
い
う
方
向
で
、
ど
う
生
き
て
ゆ
く
か
と
い
う
そ
の
問
題
に
た
っ

て
ひ
ら
か
れ
て
ゆ
く
可
能
も
あ
る
。

　
現
在
い
ろ
い
ろ
な
成
員
を
も
っ
て
い
る
サ
ー
ク
ル
の
、
ど
こ
か
で
流
通
の

と
ど
こ
お
っ
て
い
る
空
気
の
ま
ま
、
岩
上
順
一
が
座
談
会
で
力
を
こ
め
て
云

っ
て
い
る
よ
う
に
労
働
者
と
し
て
「
一
番
大
事
な
も
の
、
闘
争
な
ら
闘
争
の

一
番
進
ん
で
ゆ
く
道
」
を
記
録
と
し
て
か
く
よ
う
に
「
意
識
的
に
」
サ
ー
ク

ル
を
刺
戟
し
た
と
し
て
も
、
果
し
て
意
図
さ
れ
る
成
果
が
も
て
る
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
文
学
サ
ー
ク
ル
は
多
種
多
様
の
成
員
を
ふ
く
み
な
が

ら
全
体
と
し
て
文
学
を
通
じ
て
民
主
的
な
人
間
成
長
、
勤
労
者
階
級
間
の
諸
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関
係
に
つ
い
て
の
自
覚
、
つ
ま
り
感
情
や
意
識
を
民
主
的
労
働
者
と
し
て
統

一
的
に
高
め
て
ゆ
く
場
所
の
一
つ
と
し
て
、
十
分
の
活
溌
さ
に
ま
で
働
き
か

た
を
会
得
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
最
も
お
く
れ
た
労
働
者
の
間
に
も
『
活

字
に
の
せ
た
い
』
と
い
う
本
格
的
情
熱
　
　
掠
奪
と
圧
制
の
上
に
築
か
れ
た

現
代
の
社
会
秩
序
全
体
と
の
た
た
か
い
の
こ
う
い
う
萌
芽
的
な
形
態
へ
の
情

熱
が
発
表
し
て
い
る
」
と
い
う
レ
ー
ニ
ン
の
人
間
ら
し
い
洞
察
に
立
っ
て
具

体
的
モ
メ
ン
ト
を
さ
が
し
て
ゆ
く
と
、
サ
ー
ク
ル
の
端
緒
的
な
文
学
的
活
動

の
可
能
性
は
豊
富
で
、
一
方
に
は
小
説
や
詩
を
か
く
人
、
そ
の
ほ
か
は
愛
好

者
た
ち
と
わ
け
た
だ
け
で
は
、
あ
ま
り
多
く
の
潜
精
力
が
眠
ら
さ
れ
る
こ
と

が
わ
か
っ
て
来
る
。

　
徳
永
直
は
専
門
家
の
立
ち
お
く
れ
の
克
服
に
ふ
れ
て
、
「
専
門
家
と
現
在
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職
場
に
あ
る
も
の
と
が
、
手
を
握
っ
て
共
同
的
に
や
ら
な
け
れ
ば
」
前
進
的

な
文
学
は
発
展
し
な
い
と
云
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
組
合
の
文
化
的
成

果
の
例
か
ら
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
産
別
会
議
情
報
宣
伝
部
が
編
輯
し
、
出
版
し
た
『
官
憲
の
暴
行
』
と
い
う

戦
後
労
働
運
動
弾
圧
の
記
録
が
あ
る
。
現
場
の
労
働
者
に
よ
っ
て
か
か
れ
た

ら
し
い
こ
の
記
録
が
、
も
っ
と
各
現
場
組
合
の
文
学
的
能
力
を
生
か
し
て
い

た
ら
、
ど
ん
な
に
浸
透
的
で
永
続
す
る
読
後
感
を
一
般
の
読
者
に
印
象
づ
け

る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
と
、
残
念
に
思
っ
た
。
強
い
組
合
か
ら
新
し
い

作
家
が
よ
り
多
く
で
る
傾
向
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
事
実
と
考
え
あ
わ
せ

て
。
ま
た
、
徳
永
直
が
、
愛
光
堂
の
事
件
に
は
、
現
場
へ
も
接
触
を
も
っ
て

い
た
よ
う
な
話
を
き
い
た
こ
と
を
思
い
お
こ
し
て
。
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民
主
的
な
作
家
が
サ
ー
ク
ル
に
接
触
す
る
と
き
は
そ
の
作
家
と
し
て
一
つ

の
作
品
を
つ
く
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
サ
ー
ク
ル
の
人
々
そ
の
も
の
の
成

長
の
た
め
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
小
説
を
か
く
人
々
を
育
て
て
ゆ
く
ば
か

り
で
な
く
、
そ
れ
以
前
の
民
主
的
人
生
の
た
め
に
。
あ
る
種
の
サ
ー
ク
ル
指

導
者
が
、
新
日
本
文
学
会
の
評
論
家
、
作
家
を
よ
ん
で
、
話
す
こ
と
だ
け
は

話
さ
せ
て
お
い
て
、
そ
れ
っ
き
り
、
あ
と
を
発
展
的
に
生
か
さ
な
い
で
、
と

き
に
は
嘲
弄
的
な
批
評
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
風
な
こ
と
が
実
在
す

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
民
主
的
文
学
を
そ
だ
て
る
大
局
か
ら
考
え
な
お
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
文
化
団
体
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

を
「
人
質
に
と
ら
れ
る
」
と
い
う
形
容
で
か
か
れ
て
い
る
の
を
お
ど
ろ
い
て

よ
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
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そ
れ
に
つ
け
て
、
一
九
四
六
年
の
は
じ
め
の
新
日
本
文
学
会
創
立
大
会
の

日
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
の
日
、
サ
ー
ク
ル
活
動
に
つ
い
て
の
提
案
者
は
、

わ
た
し
だ
っ
た
。
ま
ず
過
去
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
時
代
、
サ
ー
ク
ル

活
動
が
、
当
時
の
社
会
状
勢
か
ら
経
済
・
政
治
闘
争
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
り
、

そ
れ
ら
の
組
織
の
準
備
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
文
化
・
文
学
サ
ー

ク
ル
の
独
自
性
は
消
滅
す
る
欠
陥
を
し
め
し
た
こ
と
を
率
直
に
批
判
し
た
。

そ
し
て
、
サ
ー
ク
ル
の
独
自
性
を
強
調
し
つ
つ
、
「
サ
ー
ク
ル
の
で
き
た
地

域
や
職
場
の
日
常
生
活
と
の
現
実
的
な
つ
な
が
り
で
、
お
の
ず
か
ら
組
合
の

闘
争
や
政
治
闘
争
と
の
連
関
を
生
じ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
文
化
・
文
学
サ

ー
ク
ル
だ
か
ら
と
い
う
た
て
ま
え
か
ら
拒
否
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
が

」
、
文
学
サ
ー
ク
ル
は
、
そ
の
独
自
性
を
守
っ
て
指
導
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
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あ
ろ
う
と
提
案
し
た
。

　
こ
の
提
案
に
対
し
て
、
幾
人
か
の
人
が
手
を
あ
げ
た
。
討
論
の
中
心
は
、

文
学
サ
ー
ク
ル
が
経
済
・
政
治
闘
争
と
無
縁
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
点
と
新

日
本
文
学
会
の
指
導
の
も
と
に
お
か
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
む
け

ら
れ
た
。
も
し
経
済
・
政
治
闘
争
と
無
関
係
で
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を

肯
定
す
る
な
ら
ば
、
結
局
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
時
代
の
サ
ー
ク
ル
に
戻

っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
が
、
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
だ
さ

れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
質
問
者
は
、
発
言
に
当
っ
て
現
に
自
分
が
労
働
者

の
中
に
あ
っ
て
文
学
指
導
を
し
て
い
る
経
験
か
ら
お
し
て
、
と
前
置
き
し
て

い
た
。
提
案
を
う
け
も
っ
た
わ
た
し
は
、
サ
ー
ク
ル
と
職
場
、
組
合
な
ど
と

の
連
繋
は
機
械
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
、
政
党
や
組
合
の
活
動
が
自
由
に
な

38その柵は必要か



っ
た
こ
ん
に
ち
で
は
、
そ
こ
に
労
働
者
の
も
っ
て
い
る
文
学
能
力
が
そ
の
も

の
と
し
て
役
立
て
ら
れ
る
可
能
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
答
え
た
。
こ
ん
に

ち
新
日
本
文
学
会
で
活
動
し
て
い
る
当
日
の
発
言
者
は
、
四
年
昔
を
か
え
り

み
て
歴
史
の
足
ど
り
の
速
さ
に
お
ど
ろ
か
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
展
開
の
み
と
お
し

　
第
四
回
新
日
本
文
学
会
の
大
会
は
、
第
三
回
に
く
ら
べ
る
と
、
す
べ
て
の

点
で
よ
り
全
運
動
の
見
地
か
ら
報
告
討
論
さ
れ
た
ら
し
く
思
え
る
。
（
わ
た

し
は
病
気
で
欠
席
し
、
最
後
の
日
の
数
時
間
出
席
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
）

し
か
し
、
「
勤
労
者
文
学
」
の
こ
と
は
、
前
大
会
で
の
提
案
者
徳
永
直
の
報
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告
に
一
任
さ
れ
て
い
る
。
「
民
主
主
義
文
学
運
動
に
つ
い
て
の
報
告
」
（
岩

上
順
一
）
の
、
最
後
の
部
分
「
日
本
民
主
主
義
運
動
の
深
ま
り
や
は
げ
し
さ

を
強
力
に
反
映
す
る
創
造
や
批
評
の
活
動
に
つ
き
す
す
む
」
必
要
、
「
全
人

民
の
民
主
化
運
動
の
な
か
に
成
長
し
は
じ
め
て
い
る
」
「
市
民
層
知
識
層
の

活
動
も
け
っ
し
て
見
の
が
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
部
分
と
、
そ
の
た

め
に
は
「
勤
労
者
文
学
」
に
つ
い
て
新
し
く
大
き
い
見
か
た
が
緊
急
に
必
要

で
は
な
い
か
と
い
う
点
と
が
、
か
み
合
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
勤
労
者
文
学
対

策
の
強
化
、
作
品
指
導
キ
カ
ン
の
設
置
、
講
座
、
学
校
、
入
門
書
の
発
行
、

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
き
ょ
う
の
段
階
で
は
、
ど
う
し
て
も

「
勤
労
者
文
学
」
と
い
う
規
定
そ
の
も
の
が
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
民
主
主
義

文
学
運
動
全
体
と
し
て
発
展
し
に
く
い
と
い
う
基
本
点
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
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い
な
か
っ
た
。

　
こ
の
大
会
で
の
「
勤
労
者
文
学
の
前
進
」
と
い
う
徳
永
直
の
報
告
は
作
家

ら
し
く
こ
ま
か
い
気
く
ば
り
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
。
か
ん
で
ふ
く
め
る
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
少
く
と
も
わ
た
し
は
、
報
告
者
を
あ

の
よ
う
に
細
心
に
努
力
さ
せ
て
い
る
そ
の
こ
と
が
「
勤
労
者
文
学
」
の
柵
が

せ
ま
く
る
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
感
銘
を
う
け

た
。
視
点
を
前
方
に
つ
け
つ
つ
、
爪
先
は
細
心
に
足
も
と
を
ふ
み
わ
け
よ
う

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
何
と
な
し
無
理
を
感
じ
る
。
こ
の
微
妙
な
無
理

は
、
報
告
の
冒
頭
の
「
勤
労
者
文
学
を
民
主
主
義
文
学
の
う
ち
の
一
派
と
み

る
傾
向
」
云
々
を
ふ
く
む
大
ま
か
な
一
章
の
う
ち
に
も
感
じ
と
れ
る
し
「
足

ぶ
み
状
態
と
第
二
段
階
」
の
、
か
み
わ
け
て
云
わ
れ
て
い
る
勤
労
者
の
「
意
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識
的
努
力
・
観
念
的
た
か
ま
り
」
に
つ
い
て
の
部
分
な
ど
に
も
、
云
わ
れ
る

べ
く
し
て
云
わ
れ
ず
に
あ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
「
勤
労
者
文
学
」
の
規

定
は
そ
の
自
然
発
生
期
を
明
ら
か
に
通
過
し
た
。
報
告
の
中
で
は
「
意
識
的

努
力
・
観
念
の
た
か
ま
り
」
文
学
以
外
の
多
様
な
勉
強
の
必
要
と
い
う
こ
と

が
、
ど
れ
も
こ
ん
に
ち
の
労
働
者
と
階
級
の
問
題
と
し
て
の
具
体
的
な
方
向

を
示
さ
ず
に
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
座
談
会
で
の
話
を
み
て
も
、
意
識
的

な
労
働
者
が
自
身
に
必
要
と
感
じ
て
い
る
の
は
、
労
働
者
階
級
と
し
て
の
意

識
の
た
か
ま
り
で
あ
り
、
理
論
と
生
活
上
の
実
践
が
統
一
さ
れ
た
階
級
者
と

し
て
の
感
情
の
成
長
で
あ
る
。
観
念
と
し
て
よ
り
強
く
高
く
と
欲
求
さ
れ
て

い
る
の
も
、
そ
れ
は
決
し
て
無
差
別
な
「
哲
学
」
「
観
念
」
で
は
な
く
て
現

実
に
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
が
お
も
て
を
つ
き
合
わ
し
て
い
る
民
主
主
義
革
命
に
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つ
い
て
の
見
と
お
し
あ
る
観
念
、
「
ど
う
生
き
て
ゆ
く
か
」
に
つ
い
て
の
判

断
、
行
動
に
プ
ラ
ス
を
加
え
る
も
の
と
し
て
の
観
念
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

よ
し
ん
ば
働
く
人
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
哲
学
や
観
念
、
自
意
識
に
魅
力
を
感

じ
て
い
る
場
合
に
し
ろ
、
そ
の
本
質
は
や
っ
ぱ
り
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
ひ
と

の
知
っ
て
い
る
こ
と
は
何
で
も
知
り
た
い
と
希
う
、
労
働
者
階
級
の
要
求
と

し
て
、
そ
の
方
向
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
誰

に
も
わ
か
っ
て
い
る
。
労
働
者
階
級
に
と
っ
て
、
多
様
な
勉
強
が
必
要
な
の

は
、
文
学
が
文
化
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
か
ら
ほ
か
の
部
門
の
勉
強
も

必
要
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
民
主
主
義
文
学
は
、
過
去
の
半
封
建

的
文
学
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
本
質
と
は
こ
と
な
っ
た
、
よ
り
ひ
ろ
い
前
進

的
な
社
会
的
土
台
に
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
必
然
に
、
社
会
科
学
、
政
治
、
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経
済
に
ふ
れ
て
来
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
日
本
の
民
主
主
義
革
命
そ
の
も

の
が
、
労
働
者
階
級
を
中
軸
と
し
て
、
農
民
及
び
市
民
層
、
民
族
資
本
家
ま

で
を
ふ
く
む
共
同
を
必
要
と
し
て
い
る
現
実
は
、
民
主
的
文
学
に
多
様
性
を

も
た
ら
す
と
同
時
に
、
互
の
階
級
間
の
生
き
た
諸
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
を
、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
し
て
い
る
。
人
民
が
権
力
に
よ
っ
て
統
一
的

な
民
主
と
平
和
の
た
め
の
戦
線
を
寸
断
さ
れ
な
い
た
め
に
。
人
民
別
、
専
門

別
、
職
域
別
、
都
会
対
地
方
と
セ
ク
ト
的
な
感
情
を
利
用
さ
れ
て
孤
立
さ
せ

ら
れ
る
危
険
を
克
服
す
る
た
め
に
。

「
労
働
者
階
級
の
意
識
は
、
た
と
え
そ
れ
が
如﹅
何﹅
な﹅
る﹅
階
級
に
関
係
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
と
も
、
恣
意
と
圧
制
、
暴
力
と
濫
用
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
い﹅

つ﹅
い﹅
か﹅
な﹅
る﹅
場﹅
合﹅
に
も
黙
過
し
な
い
よ
う
に
な
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ

44その柵は必要か



ば
、
真
に
政
治
的
な
意
識
で
は
な
い
」
（
レ
ー
ニ
ン
・
何
を
為
す
べ
き
か
）

と
い
う
こ
と
は
、
民
主
主
義
と
そ
の
文
学
達
成
の
基
本
と
な
る
意
識
で
あ
り

感
情
で
あ
る
と
思
う
。
民
主
主
義
の
精
神
と
行
動
は
単
に
「
労
働
者
の
方
へ

行
け
」
と
云
っ
て
満
足
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
階
級
の
な
か
へ
は

い
っ
て
ゆ
き
、
階
級
間
の
あ
ら
ゆ
る
相
互
的
な
関
係
の
な
か
か
ら
、
民
主
革

命
の
モ
メ
ン
ト
を
と
ら
え
る
能
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
民
主
主

義
文
学
運
動
に
つ
い
て
の
理
解
も
全
く
同
様
だ
と
思
う
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
時
代
か
ら
の
発
展
と
し
て
、
文
学
運
動
全
体
と

し
て
の
性
格
と
そ
の
中
の
主
導
的
要
因
と
し
て
の
労
働
者
階
級
の
文
学
が
、

は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
る
時
が
来
て
い
る
。

　
こ
う
考
え
て
来
る
と
、
も
う
い
つ
の
間
に
か
こ
れ
ま
で
の
形
で
の
「
勤
労
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者
文
学
」
の
柵
は
ふ
み
こ
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
で
も
、
そ
れ
で
い
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
現
在
見
え
て
い
る
い
ろ
い
ろ
の
問
題
の
性
質
と
大
会
報
告
の
印
象
か
ら
、

わ
た
し
は
、
飾
り
け
な
く
ま
た
他
意
の
な
い
提
案
と
し
て
、
「
勤
労
者
文
学
」

と
い
う
柵
を
発
展
的
に
ど
け
て
、
は
っ
き
り
し
た
歴
史
的
使
命
を
も
つ
労
働

者
階
級
の
文
学
を
押
し
出
し
て
欲
し
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義

文
学
全
体
と
し
て
の
関
係
を
も
正
し
く
位
置
づ
け
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
を
ど
け
て
、
今
、
働
い
て
い
る

人
々
、
中
小
商
工
業
者
、
学
生
な
ど
と
い
う
社
会
階
層
の
姿
、
即
「
勤
労
者
」

と
す
る
柵
は
現
象
的
で
あ
っ
た
し
、
あ
い
ま
い
で
も
あ
る
。

　
新
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
、
ど
ん
な
形
で
平
和
へ
の
た
た
か
い
が
は
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じ
ま
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
も
こ
の
要
求
は
自
然
で
あ
る
。
革
命

的
小
市
民
の
立
場
の
作
家
か
ら
、
も
っ
と
ひ
ろ
が
っ
て
、
進
歩
的
、
良
心
的

作
家
ま
で
が
、
生
活
の
剥
奪
と
戦
争
へ
の
反
対
の
た
め
に
立
っ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
狭
く
な
っ
た
「
勤
労
者
文
学
」
の
柵
は
ど
け
ら
れ
て
、
よ

り
つ
よ
く
は
っ
き
り
と
労
働
者
階
級
の
文
学
の
主
導
的
な
性
格
が
押
し
出
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
の
び
の
び
と
人
民
各

層
の
文
学
的
発
言
の
可
能
が
為
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
中
国
の
人
民
の
勝
利
。
国
内
の
民
主
勢
力
の
増
大
。
そ
れ
に
対
し
て
第
三

次
吉
田
内
閣
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
戦
争
へ
の
危
険
を
む
き
だ
し
た
政
策
。
こ
れ

ら
の
三
つ
の
要
素
が
か
ら
み
あ
っ
て
、
民
主
的
文
化
運
動
の
一
部
に
、
あ﹅
お﹅

り﹅
が
生
じ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
、
こ
の
点
を
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見
き
わ
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
「
文
学
サ
ー
ク
ル
の
現
状
に
対
し
て
」

と
い
う
投
書
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
労
働
者
、
小
市
民
勤
労
者
、

農
民
、
革
命
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
し
て
の
学
生
ま
で
を
、
「
勤
労
者

文
学
」
に
こ
め
て
考
え
て
い
て
も
、
生
活
の
動
き
は
き
び
し
い
か
ら
、
で
こ

ぼ
こ
は
ひ
ど
く
な
る
。
労
働
者
の
文
学
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
文
学
と

し
て
前
衛
の
文
学
ま
で
を
ふ
く
む
が
、
「
勤
労
者
」
を
そ
の
線
へ
一
括
す
る

こ
と
は
無
理
だ
し
、
小
市
民
作
家
を
、
も
と
同
伴
者
作
家
と
見
た
よ
う
に

「
吸﹅
収﹅
し﹅
、
手
を
つ
な
ぐ
」
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
も
ち
も
の
（
文
学
的
伝
統
を
ふ
く
ん
で
）
を
生
か
し
て
、
そ
の
上

で
の
前
進
を
、
共
通
の
重
点
を
と
お
し
て
見
て
ゆ
く
と
い
う
複
雑
さ
を
お
そ

れ
な
い
方
法
が
と
ら
れ
な
い
と
、
そ
れ
は
ゆ
た
か
に
縦
横
む
じ
ん
に
育
た
な
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い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
や
せ
て
い
る
民
主
文
学
が
、
ぐ
っ
と
の
び
る
モ
メ
ン
ト

は
、
こ
こ
に
あ
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
回
文
化
会
議
で
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
職
場
の
文
化
活
動
サ
ー

ク
ル
な
ど
は
す
で
に
い
ろ
い
ろ
困
難
に
面
し
、
と
く
に
、
組
合
が
反
民
主
的

勢
力
に
占
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
サ
ー
ク
ル
の
動
き
は
、
微
妙
で
あ
る
、
と

い
う
よ
う
な
課
題
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
際
、
一
年
前
ど
お
り
の
「
勤
労
者

文
学
」
の
考
え
か
た
の
ま
ま
先
へ
つ
づ
け
る
と
、
そ
の
あ
る
部
分
が
思
い
も

か
け
な
い
左
へ
ゆ
き
す
ぎ
て
、
う
ま
い
こ
と
民
主
戦
線
分
裂
の
挑
発
に
の
せ

ら
れ
ま
い
も
の
で
も
な
い
。
サ
ー
ク
ル
が
昔
の
悲
劇
を
く
り
か
え
し
た
り
、

文
化
団
体
の
独
自
な
活
動
が
組
合
の
宣
・
教
に
解
消
さ
れ
、
「
文
学
は
政
治

に
従
属
す
る
、
」
と
い
う
言
葉
の
、
し
ご
く
粗
雑
な
理
解
が
、
民
主
主
義
文
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学
運
動
を
こ
ん
ら
ん
さ
せ
な
い
も
の
で
も
な
い
。
『
文
化
革
命
』
第
二
号
を

よ
ん
だ
ひ
と
は
、
こ
の
注
目
が
、
根
拠
を
も
た
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
運
動
そ
の
も
の
も
発

展
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
つ
か
む
べ
き
だ
と
思
う
。
『
大
衆
ク
ラ
ブ
』
で
菊
田

一
夫
と
徳
永
直
の
間
に
往
復
さ
れ
た
手
紙
を
よ
ん
だ
。
そ
し
て
徳
永
直
が
、

民
主
的
運
動
に
お
け
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
労
働
者
と
の
連
帯
性
に
つ

い
て
前
進
的
に
、
客
観
的
に
語
っ
て
い
る
の
を
よ
ん
だ
。
そ
の
こ
と
か
ら
も

「
勤
労
者
文
学
」
が
さ
ら
に
複
雑
で
ま
た
統
一
的
な
民
主
主
義
文
学
運
動
の

う
ち
に
つ
よ
く
展
開
す
る
可
能
が
感
じ
ら
れ
る
。
は
っ
き
り
労
働
者
の
文
学

と
し
て
、
ふ
っ
き
る
部
分
を
ふ
っ
き
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
動
そ
の

も
の
に
具
体
的
で
ひ
ろ
く
つ
よ
い
動
き
を
も
た
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
ゆ
た
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か
な
可
能
を
提
示
し
、
こ
せ
つ
か
な
い
で
実
力
の
た
め
ら
れ
る
気
分
を
つ
く

り
出
し
た
ら
、
ど
ん
な
に
う
れ
し
い
だ
ろ
う
。
文
学
を
愛
す
る
も
の
は
、
人

民
の
正
義
に
光
と
美
と
を
求
め
て
い
る
の
だ
。
　
　
〔
一
九
四
九
年
六
月
〕
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