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一

　
今
か
ら
二
十
何
年
か
前
、
第
一
次
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
戦
が
終
る
前
後
の
日
本
で
は
、
足
袋
に
黄
金
の
こ
は

ぜ
を
つ
け
た
人
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
も
こ
の
時
代
に
一
つ

の
経
済
的
な
飛
躍
を
と
げ
、
菊
池
寛
、
久
米
正
雄
と
い
う
よ
う
な
作
家
た
ち
を
通
俗
作
家
と
し
て
出
発
さ

せ
、
円
本
が
売
れ
た
。
一
つ
の
画
期
を
な
し
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
読
者
と
い
う
も
の
は
あ
の
頃
、
ど
ん

な
角
度
で
現
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
大
戦
前
後
、
先
ず
高
ま
っ
た
一
般
の
購
買
力
の
あ
ら
わ
れ
の
一
面
と
し
て
自
身
を
表
現
し
た
読
者
た
ち

は
、
あ
の
時
代
に
は
や
が
て
そ
の
よ
う
な
景
気
の
い
い
購
買
力
を
失
っ
て
も
猶
続
く
自
分
た
ち
の
社
会
成

員
と
し
て
の
力
を
別
様
に
表
現
し
て
、
日
本
の
文
学
に
新
し
い
息
ぶ
き
を
も
た
ら
す
文
学
上
の
動
き
と
か

か
わ
り
合
っ
て
い
た
と
思
う
。

　
こ
の
頃
は
、
黄
金
の
こ
は
ぜ
と
い
う
よ
う
な
単
純
素
朴
な
、
云
わ
ば
庶
民
的
成
金
の
夢
物
語
は
人
々
の

耳
に
入
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
本
が
大
変
売
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
れ
て
い
ろ
ん
な
話
を
又
聞
き
す
る
。
た

と
え
ば
、
本
屋
へ
電
話
が
か
か
っ
て
、
四
十
円
ほ
ど
本
を
見
つ
く
ろ
っ
て
届
け
て
下
さ
い
と
云
っ
た
家
が
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あ
る
と
か
、
新
宿
の
紀
伊
国
屋
か
ど
こ
か
へ
若
い
職
工
さ
ん
が
入
っ
て
来
て
、
百
円
札
出
し
て
こ
れ
だ
け

本
を
く
れ
と
云
っ
た
と
か
、
そ
ん
な
話
が
よ
く
耳
に
入
る
。

　
頻
々
と
そ
う
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
て
い
る
と
い
う
訳
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
現
実
に
は
幾
つ

か
あ
っ
た
そ
ん
な
こ
と
が
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
っ
て
変
形
し
た
話
に
な
っ
て
殖
え
た
よ
う
に
拡
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
と
も
思
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
百
円
札
を
も
っ
て
来
た
若
い
職
工
さ
ん
の
話
な
ど
は
今
日
の

時
代
を
語
っ
て
な
か
な
か
心
に
残
る
話
で
あ
る
。

　
昔
円
本
が
売
れ
た
時
代
の
一
般
の
心
理
に
立
ち
い
っ
て
ふ
れ
て
み
れ
ば
、
あ
の
頃
だ
っ
て
、
さ
て
こ
れ

で
一
通
り
箪
笥
、
長
火
鉢
も
恰
好
が
つ
い
た
か
ら
本
で
も
買
っ
て
お
く
か
、
と
い
う
気
持
で
、
そ
ん
な
ら

円
本
で
も
と
ろ
う
か
と
、
そ
し
て
買
っ
た
人
は
随
分
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
ど
ん
な
文
学
書
が
い

い
の
か
判
ら
な
い
が
、
あ
れ
な
ら
と
も
か
く
一
通
り
揃
っ
て
い
る
ら
し
い
か
ら
よ
か
ろ
う
、
そ
う
い
う
程

度
に
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
置
か
れ
て
も
い
た
の
だ
と
思
う
。

　
自
分
独
自
の
判
断
や
見
解
が
は
っ
き
り
き
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
或
は
今
日
と
同
様
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
た
ぶ
ん
同
様
な
の
だ
ろ
う
が
、
自
分
が
そ
の
よ
う
に
し
て
一
個
の
判
断
、
見
解

を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
対
す
る
当
人
た
ち
の
自
覚
の
あ
り
よ
う
、
感
情
の
在
り
よ
う
は
、
何
処
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か
今
日
の
人
々
の
心
と
は
ち
が
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
た
。

　
自
分
に
は
よ
く
解
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
或
る
自
然
な
文
化
の
価
値
へ
の
敬
意
を
ふ
く
ま
れ
て
の
謙

遜
が
あ
っ
た
。
本
と
云
っ
た
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
。
そ
の
い
ろ
い
ろ
の
一
つ
一
つ
が
鑑
別
さ
れ
な
い
か

ら
、
全
集
や
円
本
を
と
る
。
そ
の
気
持
は
そ
の
も
の
と
し
て
在
る
ま
ま
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

だ
か
ら
、
そ
の
自
然
な
自
分
に
は
分
ら
な
い
と
い
う
自
覚
が
、
次
の
段
階
で
は
判
る
と
思
え
た
も
の
に
率

直
に
と
り
つ
か
せ
る
動
機
と
な
っ
て
、
直
接
間
接
に
日
本
の
文
化
や
文
学
の
新
し
い
潮
に
か
か
わ
り
あ
っ

て
ゆ
く
力
の
発
露
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
百
円
札
を
も
っ
て
、
こ
れ
だ
け
本
を
下
さ
い
、
と
い
う
職
工
さ
ん
の
話
は
、
そ
の
頃
に
は
な
か
っ
た
よ

う
な
現
代
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。
金
銭
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
側
か
ら
云
え
ば
、
い
か
に
も
値
う
ち
の

小
さ
い
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
し
、
他
面
に
は
、
逆
に
き
ょ
う
日
こ

の
札
一
枚
あ
れ
ば
と
も
か
く
何
で
も
買
え
る
、
そ
の
何
で
も
の
一
つ
と
し
て
本
も
買
え
る
と
い
う
気
持
も
、

む
き
出
し
に
出
て
い
る
。
本
も
買
え
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
本
を
買
っ
て
い
い
の
か
自
分
に
は
判
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
心
の
中
で
立
ち
止
っ
て
い
る
姿
は
な
い
。
判
ら
な
い
こ
と
の
上
に
居
直
っ
て
い

る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
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判
る
こ
と
と
判
っ
て
い
な
い
こ
と
と
の
間
に
、
ど
れ
程
の
意
味
が
あ
る
か
、
そ
ん
な
感
覚
さ
え
失
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
の
は
、
今
日
の
読
者
の
ど
う
い
う
特
質
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
女
学
生
な
ど
の
間
で
は
、
昨
今
、
ご
ひ
い
き
の
作
家
の
名
は
さ
ん
を
つ
け
て
よ
ん
で
、
格
別
そ
う
で
な

い
の
は
呼
び
す
て
に
す
る
と
い
う
風
も
生
じ
て
い
る
話
を
き
い
た
。

　
作
家
を
公
人
と
し
て
見
て
、
姓
名
だ
け
を
よ
ん
で
来
た
読
者
の
習
慣
と
そ
れ
と
は
感
情
に
お
い
て
決
し

て
一
つ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
デ
パ
ー
ト
の
書
籍
売
場
な
ど
で
、
反
物
を
相
談
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
よ
く
出
ま
す
、
と
云
わ
れ
る
本

を
買
っ
て
ゆ
く
奥
さ
ん
風
の
ひ
と
も
多
い
そ
う
だ
。
そ
れ
ら
の
女
学
生
に
し
ろ
奥
さ
ん
に
し
ろ
、
い
ず
れ

も
本
は
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ず
っ
と
ど
っ
さ
り
買
っ
て
、
そ
し
て
読
ん
で
は
い
る
の
で
あ

る
。
今
日
の
読
者
に
は
こ
う
い
う
層
も
極
め
て
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う
種
類
の
読
者
の
層
と
文
学
が
す
き
で
ず
っ
と
い
ろ
い
ろ
の
文
学
書
も

読
ん
で
来
た
と
い
う
よ
う
な
一
部
の
読
者
と
が
、
い
つ
の
間
に
や
ら
購
買
力
と
し
て
ひ
き
出
さ
れ
る
社
会
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現
象
の
な
か
で
混
淆
し
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
判
断
や
好
み
を
ぼ
ん
や
り
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
読
者
層
は
さ
す
が
に
今
日
自
分
た
ち
の
判
断
が
曇
ら
さ
れ
ぼ
ん
や
り
さ
せ
ら
れ
て
来
て
い
る

こ
と
は
感
じ
て
、
書
評
に
た
よ
っ
た
り
、
出
版
書
肆
し
ょ
し
の
信
用
と
目
さ
れ
る
も
の
に
た
よ
っ
た
り
、
著
書
の

定
評
的
評
判
に
た
よ
っ
た
り
し
て
本
を
読
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ
に
し
ろ
、
根
本
に
於
て
、
何
と
な
く
自
分
の

鑑
別
に
た
よ
り
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
て
常
識
、
通
念
に
従
っ
て
い
る
こ
と
で
は
、
や
は
り
つ
よ
く
時
代

の
空
気
に
ま
と
い
つ
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
十
日
ば
か
り
前
、
こ
の
文
芸
欄
で
尾
崎
士
郎
氏
が
「
三
十
代
の
作
家
た
ち
」
の
今
日
の
在
り
よ
う
に
つ

い
て
面
白
い
観
察
を
書
い
て
い
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
読
者
の
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
三
十

代
の
作
家
の
流
行
性
と
の
連
関
で
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
相
対
性
原
理
」
が
科
学
か
ら
お
よ
そ
遠
い

恋
愛
の
秘
術
か
何
か
を
明
か
に
し
た
本
だ
と
誤
認
し
た
読
者
た
ち
が
、
そ
の
誤
認
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
し

ど
し
買
っ
て
恐
ろ
し
い
流
行
の
現
象
を
つ
く
り
あ
げ
た
事
実
を
回
顧
し
、
作
家
と
し
て
三
十
代
の
流
行
作

家
が
本
質
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
自
身
の
流
行
に
ひ
か
れ
て
今
日
文
学
か
ら
さ
ま
よ
い
出
て
行
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。

　
尾
崎
氏
は
作
家
の
側
か
ら
読
者
と
い
う
も
の
の
云
わ
ば
無
判
断
の
猛
威
の
よ
う
な
も
の
を
も
見
て
い
ら
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れ
た
と
思
う
が
、
今
日
の
読
者
の
心
理
の
諸
々
相
に
入
っ
て
眺
め
る
と
、
読
者
と
作
家
と
の
い
き
さ
つ
は
、

作
家
た
ち
が
現
実
に
作
用
し
て
ゆ
く
態
度
の
面
か
ら
も
引
き
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
面
に
随
分
ど

っ
さ
り
問
題
が
あ
る
と
思
え
る
。

　
や
は
り
今
日
の
読
者
の
性
格
の
一
つ
の
特
徴
を
語
る
例
と
し
て
、
こ
の
間
こ
ん
な
経
験
を
し
た
。
数
日

後
に
は
専
攻
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
の
た
め
に
渡
仏
し
よ
う
と
し
て
い
る
或
る
若
い
女
の
ひ
と
に

あ
っ
た
ら
、
そ
の
友
達
に
大
変
私
の
書
く
も
の
を
好
い
て
皆
よ
ん
で
い
る
と
い
う
ひ
と
が
あ
る
と
い
う
話

に
な
っ
た
。
そ
う
云
わ
れ
て
嬉
し
く
な
い
も
の
は
な
い
と
思
う
。
す
る
と
、
そ
れ
に
つ
づ
け
て
「
そ
の
ひ

と
は
、
偶
然
あ
な
た
と
同
じ
お
名
前
な
ん
で
す
の
。
だ
も
ん
で
す
か
ら
、
よ
く
ひ
と
に
、
こ
な
い
だ
の
、

実
は
私
が
ち
ょ
い
と
い
た
ず
ら
し
て
み
た
の
よ
、
な
ん
て
云
っ
て
よ
ろ
こ
ん
で
お
り
ま
す
わ
。
ホ
ホ
ホ
ホ

ホ
」
と
何
の
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
な
く
紅
の
色
艶
や
か
な
唇
を
う
ち
ひ
ら
い
て
微
笑
ま
れ
て
私
は
言
葉
を
つ

ぐ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
現
代
の
教
養
を
体
に
い
っ
ぱ
い
に
し
た
そ
の
若
い
ひ
と
は
、
勿
論
自
分
が
一
種
の
コ
ン
プ
リ
メ
ン
ト
と

し
て
云
っ
た
言
葉
で
そ
ん
な
に
強
烈
な
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
る
作
家
が
今
日
に
在
ろ
う
と
は
思
い
も
し
て
い
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
は
ぎ
で
も
拵
え
る
よ
う
に
、
一
寸
い
た
ず
ら
し
て
と
表
現
す
る
娘
さ
ん
へ
よ
り

も
、
私
と
し
て
は
デ
カ
ル
ト
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
近
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
研
究
す
る
と
云
っ
て
い
る
そ
の
語

り
て
の
、
今
日
現
実
の
も
の
と
し
て
い
る
文
学
へ
の
感
覚
か
ら
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
た
。

　
今
日
の
日
本
で
は 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

知
的
な
読
者
で
さ
え
、
作
品
と
作
家
の
生
き
か
た
と
い
う
も
の
の
間
に
あ
る

必
然
に
つ
い
て
全
く
感
覚
を
喪
う
し
なっ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
こ
の
二
三
年
ら
い
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
が
激
変
し
て
い
る
が
、
特
に
昨
今
は
物
価
の
乱
調
子
な
気
ぜ

わ
し
な
い
上
り
下
り
や
様
々
の
必
需
品
の
不
揃
い
不
安
定
な
状
態
も
、
切
実
に
生
活
感
情
の
う
ち
に
そ
の

か
げ
を
う
つ
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
乾
物
屋
が
店
の
玉
子
の
値
段
が
き
に
四
十
と
だ
け
書
き
据
え
て
、

あ
と
の
何
銭
と
い
う
と
こ
ろ
に
紙
を
は
り
つ
け
次
の
変
化
に
そ
な
え
て
い
る
刻
々
の
心
理
は
、
市
民
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
亙
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
来
年
中
等
学
校
へ
入
る
子
供
た
ち
は
ど
ん
な
試
験
を
う
け

る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
昨
今
の
皆
の
感
情
も
、
予
測
の
つ
か
な
さ
と
不
安
定
の
感
と

そ
の
現
象
に
対
す
る
一
市
民
と
し
て
の
無
力
感
と
に
於
て
、
明
ら
か
な
時
代
の
感
情
の
色
調
を
帯
び
て
い
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る
。

　
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
強
い
旋
回
の
裡
に
動
き
つ
つ
あ
る
の
が
こ
の
日
々
な
の
だ
が
、
一
般
は
果
し
て
そ
の

よ
う
に
自
分
た
ち
を
旋
回
さ
せ
て
い
る
現
実
の
理
由
や
方
向
や
意
味
を
客
観
的
な
ひ
ろ
が
り
の
中
で
ど
こ

ま
で
掴
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
名
称
や
説
明
は
、
そ
れ
と

し
て
現
実
の
実
際
の
解
明
と
等
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
生
活
感
情
と
し
て
は
何
と
な
し
直
感
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
そ
の
現
実
の
二
重
焼
つ
け
の
よ
う
な
映
像
に
対
し
て
、
ど
ん
な
態
度
か
と
云
え
ば
極
め
て
心

理
的
な
麻
痺
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

　
生
活
感
情
の
不
安
定
さ
を
つ
き
つ
め
ず
、
お
ど
ろ
き
を
失
い
、
そ
の
日
暮
し
に
な
っ
て
、
そ
の
不
安
定

さ
か
ら
現
象
と
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
興
行
物
や
飲
食
店
の
満
員
、
往
来
の
夥
し
い
人
出
と
な
っ
て
動
い
て
い

る
。
本
が
ど
ん
ど
ん
売
れ
次
か
ら
次
と
読
ま
れ
て
ゆ
く
こ
と
の
う
ち
に
や
は
り
こ
の
心
理
が
あ
る
。
現
実

の
動
き
を
何
か
の
意
味
で
支
配
す
る
生
活
の
感
情
か
ら
本
が
よ
ま
れ
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
現
実
の
力
に

背
中
を
ド
ン
ド
ン
押
さ
れ
て
止
ま
る
こ
と
の
出
来
な
い
足
を
前
進
さ
せ
な
が
ら
、
視
線
は
次
々
飾
窓
を
も

見
て
い
る
、
あ
の
雑
踏
の
中
の
神
経
が
今
日
の
読
者
の
神
経
と
な
っ
て
い
る
と
思
え
る
。

　
読
者
一
般
を
そ
の
よ
う
な
眼
く
ば
り
に
漂
い
流
し
て
い
る
現
実
に
向
っ
て
、
作
家
は
、
で
は
ど
ん
な
自
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己
の
文
学
の
足
が
か
り
を
今
日
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
刻
々
の
現
実
を
そ
の
発
展
の
過
程
に
於
て

本
質
的
に
と
ら
え
、
作
家
と
し
て
の
自
己
と
作
品
と
の
世
界
を
支
配
し
て
、
そ
の
創
作
の
血
肉
と
し
て
の

意
味
で
読
者
の
生
活
に
も
か
か
わ
り
あ
っ
て
ゆ
く
作
家
の
作
家
た
る
所
以
の
態
度
と
い
う
も
の
は
、
今
日

作
家
自
身
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
二
三
年
の
昼
夜
を
わ
か
た
ぬ
波
濤
の
間
で
作
家
自
身
既
に
そ
の
よ
う
な
本
質
で
の
作
家
ら
し
さ
を

失
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
飾
り
な
い
き
ょ
う
の
姿
の
一
面
で
は
な
か
ろ
う
か
。
作
家
も
読
者
も
肩
を
並

べ
て
ぶ
つ
か
り
あ
い
な
が
ら
現
実
に
追
い
ま
く
ら
れ
て
い
る
と
も
思
え
る
。
方
向
の
な
さ
、
意
欲
の
は
っ

き
り
し
な
さ
、
昨
今
は
み
な
御
同
然
お
互
様
と
云
わ
ば
近
所
づ
き
あ
い
の
朝
夕
の
挨
拶
の
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　
読
者
の
生
活
が
生
き
て
い
る
現
実
の
一
部
と
し
て
作
家
の
作
品
の
方
法
や
内
容
と
密
接
に
か
か
わ
り
あ

っ
て
ゆ
く
自
然
な
在
り
よ
う
は
、
考
え
て
み
れ
ば
、
も
う
何
年
か
前
か
ら
薄
弱
な
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
四
年
ほ
ど
前
に
、
民
衆
の
た
め
の
文
学
と
い
う
こ
と
が
一
部
で
旺
に
云
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
を
唱
え
る
人
々
は
、
読
者
を
目
的
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
読
者
そ
の
も
の
の
生
活
現
実

を
作
家
の
現
実
に
う
ち
こ
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
感
じ
る
と
い
う
よ
り
、
寧
ろ
、
そ
れ
を
唱
え
る
人
々
の
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現
実
と
い
う
も
の
へ
の
主
観
的
な
態
度
を
、
読
者
に
向
っ
て
示
そ
う
と
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
民
衆
の
た
め
の
文
学
と
い
う
声
と
同
時
に
、
或
は
同
義
語
的
に
、
民
衆
読
者
は
、
文
学
に
お

け
る
批
判
の
精
神
な
ど
を
必
要
と
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
特
に
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
、
実
に
意

味
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
の
現
実
は
手
に
あ
ま
る
、
と
い
う
一
部
の
人
々
の
自
己
放
棄
の
告
白

が
、
読
者
の
文
化
の
水
準
に
仮か
托こ
つ
け
て
逆
の
側
か
ら
表
現
さ
れ
た
点
が
、
今
日
の
読
者
の
あ
り
よ
う
に

も
つ
な
が
る
意
義
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
た
と
え
ば
、
石
川
達
三
氏
の
よ
う
な
作
家
が
、
初
め
は
「
蒼
氓
」
を
か
い
て
文
学
的
出
発
を
し
な
が
ら
、

そ
の
後
は
「
蒼
氓
」
の
う
ち
に
も
内
包
さ
れ
て
い
た
一
種
の
腕
の
面
を
発
達
さ
せ
て
、
「
結
婚
の
生
態
」

に
今
日
到
達
し
て
い
る
姿
は
な
か
な
か
面
白
い
と
思
う
。
こ
の
野
望
に
充
ち
た
一
人
の
作
家
は
、
作
品
を

こ
な
し
て
ゆ
く
腕
に
た
よ
っ
て
、
例
え
ば
「
生
き
て
い
る
兵
隊
」
な
ど
で
は
、
当
時
文
壇
や
一
般
に
課
題

と
さ
れ
て
い
た
知
性
の
問
題
、
科
学
性
の
問
題
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
な
ど
を
、
ち
ゃ
ん
と
携
帯
し

て
現
地
へ
出
か
け
て
行
っ
て
、
そ
こ
で
の
見
聞
と
携
帯
し
て
行
っ
た
思
想
と
を
一
つ
の
小
説
の
中
に
溶
接
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し
て
示
そ
う
と
し
た
。

　
こ
の
作
品
は
他
の
理
由
か
ら
物
議
を
ひ
き
お
こ
し
た
が
、
作
品
の
実
際
と
し
て
注
目
を
ひ
く
と
す
れ
ば

恐
ら
く
そ
の
溶
接
技
術
の
点
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
の
思
想
と
見
聞
の
現
実
性
と
が
、
機
械

的
に
絡
み
合
わ
さ
れ
た
こ
の
作
品
で
の
試
み
の
後
、
作
者
は
生
活
の
思
想
、
文
学
の
思
想
と
し
て
思
想
を

血
肉
化
す
努
力
は
す
て
た
よ
う
に
見
え
る
。

　
判
断
と
生
き
る
方
向
と
を
文
学
的
に
求
め
て
ゆ
か
ず
、
浮
世
の
荒
波
へ
の
市
民
的
対
応
の
同
一
平
面
に

お
い
て
、
そ
の
意
味
で
「
結
婚
の
生
態
」
は
、
今
日
の
現
実
で
は
作
家
が
、
文
学
を
て
だ
て
と
し
て
ど
ん

な
に
常
識
的
日
常
性
を
堅
め
て
ゆ
く
か
と
い
う
興
味
あ
る
一
典
型
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
小
父
貴
に
で
も
そ
れ
を
云
わ
れ
た
ら
と
も
か
く
一
応
は
ふ
く
れ
る
に
ち
が
い
な
い
娘
さ
ん
た
ち
が
、
そ

れ
と
同
じ
本
質
の
こ
と
を
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
言
葉
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
引
用
し
た
ら
し
く

文
学
の
よ
う
に
話
さ
れ
れ
ば
、
何
か
ち
が
っ
た
瞬
き
よ
う
を
し
て
き
く
と
い
う
心
は
、
読
者
の
何
と
い
う

可
憐
さ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ど
こ
か
で
お
の
ず
か
ら
そ
の
本
質

が
旧
来
の
も
の
の
肯
定
に
立
っ
て
い
る
の
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ア
石
川
さ
ん
と
、
婦
人

雑
誌
の
口
絵
に
か
た
ま
っ
て
覗
き
こ
み
な
が
ら
、
作
者
の
生
き
か
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
、
文
学
的
に
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高
め
ら
れ
た
心
が
発
動
す
る
と
い
う
よ
う
な
き
っ
か
け
は
刺
戟
さ
れ
る
よ
す
が
も
な
い
。
読
者
の
水
準
に

か
こ
つ
け
て
、
作
家
・
評
論
家
た
ち
が
自
己
放
棄
を
告
白
し
た
時
か
ら
、
そ
の
人
々
に
と
っ
て
文
学
の
作

品
は
制
作
か
ら
次
第
に
実
務
（
ビ
ジ
ネ
ス
）
に
変
質
し
て
来
た
の
だ
と
思
う
。

　
島
木
、
阿
部
と
い
う
作
家
た
ち
の
読
ま
れ
か
た
も
、
初
め
の
頃
は
何
か
を
人
生
的
な
欲
求
と
し
て
求
め

て
い
る
読
者
の
心
理
を
と
ら
え
て
、
し
か
も
現
実
の
答
え
と
し
て
は
背
中
合
せ
の
本
質
を
も
つ
作
品
が
与

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
現
実
へ
の
作
者
た
ち
の
向
き
か
た
は
、
そ
の
作
品
の
世
界
の
拡
大
や
成

育
を
可
能
に
せ
ず
、
常
識
が
Ａ
と
云
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
人
ら
し
い
云
い
ま
わ
し
と
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア

と
で
Ａ
と
い
う
、
そ
こ
に
読
者
か
ら
の
特
徴
の
鑑
別
が
お
か
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

　
同
じ
真
面
目
さ
と
云
っ
て
も
、
習
俗
の
真
面
目
さ
と
文
学
の
真
面
目
さ
と
は
必
ず
し
も
常
に
一
つ
で
な

い
こ
と
は
誰
し
も
知
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
作
品
の
今
日
の
所
謂
真
面
目
さ
は
、
真
の
文
学
の
真
面
目
に

立
つ
よ
り
、
Ａ
子
の
真
面
目
だ
わ
と
い
う
と
こ
ろ
、
Ｂ
氏
の
少
く
と
も
真
面
目
だ
よ
と
い
う
と
こ
ろ
に
安

住
し
て
い
る
形
が
つ
よ
い
。
作
家
の
現
実
へ
の
精
神
の
角
度
が
、
Ａ
子
Ｂ
氏
な
み
の
と
こ
ろ
に
在
っ
て
、

文
学
性
と
い
う
も
の
の
目
や
す
は
そ
れ
を
小
説
の
形
に
か
き
得
る
と
い
う
一
つ
の
技
術
上
の
専
門
的
分
化

の
範
囲
に
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
今
日
の
読
者
の
気
持
に
、
作
家
と
し
て
の
苦
悩
が
な
い
か
の
如
く
で
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あ
る
。

　
か
え
す
が
え
す
も
、
今
日
の
読
者
の
在
り
よ
う
と
い
う
も
の
は
、
作
家
が
め
い
め
い
の
心
の
中
で
現
実

の
一
部
と
し
て
読
者
と
自
己
と
の
生
活
の
い
き
さ
つ
を
ど
う
見
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
切
り
は
な
し
て

云
え
る
事
柄
で
は
な
い
と
思
う
。
読
者
の
要
求
に
追
随
す
る
と
い
う
表
現
に
し
ろ
、
作
家
と
し
て
は
わ
が

身
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
は
、
自
分
の
内
の
何
か
に
追
随
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
全
く
等
し
い
。

　
百
円
札
を
出
し
て
、
こ
れ
だ
け
本
を
下
さ
い
と
云
っ
た
と
い
う
若
い
職
工
さ
ん
の
俤
お
も
か
げも
、
人
生
的
な
又

文
化
の
情
景
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
こ
に
何
と
い
た
ま
し
い
若
き
可
能
性
の
浪
費
と
頽
廃
が
閃
め
い
て
い
る

こ
と
だ
ろ
う
。
作
家
が
現
実
に
居
直
る
こ
と
と
常
識
に
居
坐
る
こ
と
と
の
差
は
必
ず
読
者
の
在
り
よ
う
を

作
家
に
と
っ
て
内
在
的
に
変
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
照
り
か
え
し
て
ゆ
く
も
の
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
五
月
〕
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