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第
一
六
五

回 

大
野
　
出
氏
（
愛
知
県
立
大
准
教
授
）

　
　
　
　

み
く
じ
に
於
け
る
漢
詩
の
解
釈
と
役
割
―
漢
詩
に
込
め
ら

れ
た
運
勢
と
い
う
も
の
―	

（
28
・
１
・
13
）

　
　
　
　
　
　

現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
日
常
生
活
の
中
で
漢
詩

と
接
す
る
機
会
は
甚
だ
少
な
く
な
っ
た
。こ
の
傾
向
は
、

世
代
が
若
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
顕
著
で
あ
る
。
教
科
書

で
習
っ
た
漢
詩
以
外
は
見
た
こ
と
も
な
い
と
い
う
人
も

多
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　

と
こ
ろ
が
、
若
い
世
代
で
あ
っ
て
も
、
否
、
若
い
世

代
ほ
ど
接
す
る
機
会
を
得
て
い
る
漢
詩
が
あ
る
。
み
く

じ
に
記
さ
れ
て
い
る
五
言
四
句
の
漢
詩
で
あ
る
。勿
論
、

こ
の
漢
詩
を
味
読
し
て
い
る
人
は
稀
で
あ
り
、
大
半
の

人
は
、
み
く
じ
に
示
さ
れ
て
い
る
吉
凶
や
運
勢
に
関
す

る
判
断
の
方
に
し
か
関
心
が
無
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
吉
凶
や
運
勢
も
、
実
は
、
こ
の
五
言
四
句
の

漢
詩
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

	

（
大
野　

出
記
）

第
一
六
六

回 

加
藤
希
央
氏
（
名
古
屋
女
子
大
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　

新
美
南
吉
と
シ
ョ
パ
ン
―
友
人
、
教
え
子
か
ら
み
た
南
吉

と
音
楽
―	

（
28
・
２
・
17
）

　
　
　
　
　
　

新
美
南
吉
（
一
九
一
三
〜
一
九
四
三
）
は
、
西
洋
音

楽
を
愛
好
し
て
い
た
。
南
吉
は
東
京
外
国
語
学
校
で
の

学
生
時
代
に
本
格
的
な
西
洋
音
楽
を
聞
き
始
め
た
が
、

ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
交
響
曲
が
聴
取
の
中
心
で
あ
っ
た
こ

と
が
そ
の
日
記
か
ら
窺
わ
れ
る
。
南
吉
の
日
記
及
び
書

簡
に
最
も
多
く
登
場
す
る
作
曲
家
は
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
で

あ
る
。
し
か
し
南
吉
と
音
楽
の
関
わ
り
に
つ
い
て
語
ら

れ
た
彼
の
友
人
、
女
学
校
教
員
時
代
の
教
え
子
の
証
言

に
お
い
て
、
最
も
多
く
現
わ
れ
る
作
曲
家
は
シ
ョ
パ
ン

で
あ
っ
た
。
こ
の
相
違
は
、
南
吉
の
人
生
に
お
け
る
音

楽
の
在
り
様
の
一
面
を
示
し
て
い
る
。
日
本
の
西
洋
音

楽
受
容
で
は
、
楽
曲
に
ま
つ
わ
る
逸
話
や
作
曲
家
の
評

伝
な
ど
文
字
に
よ
る
情
報
が
、
音
楽
よ
り
も
先
に
伝
播

し
た
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
や
シ
ョ
パ
ン
に
つ
い
て
も
人
々

“
あ
い
ち
国
文
の
会
”
の
あ
ゆ
み
（
十
一
）
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は
ま
ず
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。
友
人
や
教
え
子
の
記
憶
に
お
い
て
南
吉
と
シ
ョ
パ

ン
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
南
吉
が
シ
ョ
パ
ン
を
自

ら
の
趣
味
と
し
て
他
者
に
対
し
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。「
繊
細
な
芸
術
家
」
と
い
う
シ
ョ
パ
ン
の

イ
メ
ー
ジ
は
南
吉
に
も
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
南
吉
が
本
来
持
つ
音
楽
的
嗜
好
が
現
わ
れ
て
い

る
。
彼
が
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
小
品
を
聞
い
た
感
想
と
し
て

記
し
た
「
か
う
云
ふ
し
づ
か
な
も
の
」
こ
そ
、
南
吉
が

音
楽
に
対
し
真
に
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
教
養
と
し
て

理
解
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
音
楽
よ

り
も
、
シ
ョ
パ
ン
の
作
品
の
方
が
よ
り
南
吉
の
趣
味
に

沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。	
（
加
藤
希
央
記
）

第
一
六
七

回 

森
川
龍
志
氏
（
県
立
高
校
教
諭
）

文
学
に
お
け
る
「
風
景
」
と
は
何
か

　

―
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
ラ
ッ
ク
『
ア
ル
ゴ
ー
ル
の
城
に
て
』

を
め
ぐ
っ
て
―	

（
26
・
３
・
23
）

　
　
　
　
　
　

描
景
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
生
じ
る
風
景
は
イ
メ
ー
ジ
の

運
動
に
よ
る
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
現
実
の
風
景
も

わ
れ
わ
れ
の
「
見
る
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る

可
変
的
な
も
の
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
絵
葉
書
に
貼

り
付
け
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
は
絵
柄
に
す
ぎ
ず
、
風
景

の
一
面
の
切
り
取
り
か
、
も
し
く
は
真
の
風
景
が
そ
の

運
動
性
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
そ
れ
は
風
景

で
す
ら
な
い
。
文
学
テ
ク
ス
ト
の
風
景
は
そ
の
本
質
を

直
截
的
に
、
夾
雑
物
を
交
え
な
い
形
で
表
現
し
た
も
の

だ
。

　
　
　
　
　
　

グ
ラ
ッ
ク
の
世
界
が
一
見
非
現
実
的
な
道
具
立
て
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て『
ア
ル
ゴ
ー
ル
』

に
描
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
意
外
に
現
実
的
で
あ

る
。グ
ラ
ッ
ク
の
風
景
は
空
疎
な
書
き
割
り
で
は
な
い
。

彼
は
植
物
的
「
冠
毛
」
に
よ
っ
て
現
実
の
風
土
を
読
み

取
り
表
現
す
る
こ
と
で
、
風
景
に
実
在
感
を
与
え
る
か

ら
だ
。
そ
の
読
み
取
り
に
は
作
家
個
人
の
内
部
に
あ
る

grille

（
暗
号
解
読
格
子
）
が
大
き
く
作
用
す
る
。
そ

し
て
最
終
的
に
文
学
テ
ク
ス
ト
と
し
て
定
着
さ
れ
る
風

景
に
明
ら
か
な
方
向
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　

今
回
は
「
森
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
鍵
に

し
て
全
編
を
貫
く
風
土
性
を
読
み
解
こ
う
と
試
み
た
。

自
然
の
力
に
抗
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
従
い
、
限

り
な
く
拡
散
さ
せ
な
が
ら
統
べ
て
い
く
流
れ
の
表
現

は
、『
ア
ル
ゴ
ー
ル
』
の
物
語
内
容
の
も
つ
自
然
と
反

自
然
の
相
克
の
意
味
を
教
え
て
も
く
れ
よ
う
が
、
そ
れ

以
上
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
本
性
と
で
も
い
っ
た
も
の
の

形
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ど
こ
か
ら
と
も
な



− 95 −

く
立
ち
現
れ
る
流
れ
、
そ
れ
ら
が
あ
る
大
き
な
う
ね
り

と
な
り
、
緩
や
か
に
運
動
を
始
め
る
生
命
体
と
な
る
。

森
の
蛇
の
蠕
動
、
土
地
の
絡
み
つ
く
よ
う
な
ア
ラ
ベ
ス

ク
模
様
、
見
え
隠
れ
す
る
水
脈
、
血
管
、
そ
し
て
そ
れ

ら
を
透
か
し
見
せ
る
湿
潤
な
大
気
、霧
の
網
目
の
動
き
。

幾
つ
か
の
旋
律
が
奏
で
ら
れ
、
透
か
し
見
せ
る
も
の
を

た
ゆ
た
わ
せ
な
が
ら
、
徐
々
に
速
度
感
を
増
し
、
四
散

す
る
か
と
も
見
え
、
ま
た
ゆ
り
戻
さ
れ
な
が
ら
、
終
い

に
は
海
と
い
う
「
水
平
の
死
」
に
押
し
流
さ
れ
て
い
く

形
。
そ
の
見
え
る
と
も
な
い
間
接
的
な
統
治
の
姿
が
、

い
く
つ
も
の
風
景
を
介
し
て
指
し
示
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト

のsens

（
意
味
＝
方
向
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
森
川
龍
志
記
）

第
一
六
八

回 

佐
倉
明
奈
氏
（
愛
知
県
立
大
院
生
）

　
　
　
　
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
《
と
き
》
―
〈
失
う
〉
こ
と
、〈
損

な
う
〉
こ
と
―	

（
26
・
４
・
20
）

　
　
　
　
　
　

村
上
春
樹
と
い
う
作
家
は
一
九
七
九
年
に
『
風
の
歌

を
聴
け
』
で
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
て
以
来
、
多
く
の
作

品
を
生
み
出
し
て
き
た
。そ
の
作
品
を
評
す
る
際
に
は
、

し
ば
し
ば
「
軽
快
な
文
体
と
難
解
な
物
語
」
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
る
。
今
回
の
発
表
で
は
、
そ
の
よ
う
な

「
軽
快
な
文
体
」
の
な
か
で
多
用
さ
れ
る
「
な
い
」
―

「
失
う
」「
損
な
う
」
な
ど
と
い
っ
た
《
否
定
表
現
》
に

着
目
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
密
接
に
関
わ
る
《
と
き
》
の

認
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

　
　
　
　
　
　

な
か
で
も
中
心
的
に
取
り
扱
っ
た
作
品
は
、

一
九
八
五
年
に
発
表
さ
れ
た
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド

ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
で
あ
る
。
こ
の
作
品

で
は
、
奇
数
章
の
末
尾
に
お
い
て
「
そ
れ
は
一
度
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
に
せ
よ
、
決
し
て
損
な
わ
れ
て
は
い
な

い
の
だ
」
と
い
う
象
徴
的
な
セ
リ
フ
が
語
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
な「
失
わ
れ
た
」と
い
う「
過
去
」へ
の
認
識
と
、

「
損
な
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
「
現
在
」
へ
の
認
識

か
ら
見
ら
れ
る
「
な
い
」
こ
と
へ
の
差
異
は
、
こ
の
後

に
発
表
さ
れ
る『
海
辺
の
カ
フ
カ
』や『
Ｉ
Ｑ
８
４
』な
ど

の
作
品
に
も
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　

気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
自
身
か
ら

零
れ
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
「
失
っ
た
も
の
」
か
ら
目

を
背
け
て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
な
い
」
も
の

を
探
り
、
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
確
立
し

て
い
く
村
上
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
。
こ
の
よ
う
な
形

で
「
過
去
」
―
「
記
憶
」
に
拠
る
と
こ
ろ
の
人
間
存
在

を
照
ら
す
村
上
作
品
の
あ
り
方
は
非
常
に
興
味
深
く
、

こ
れ
に
つ
い
て
今
後
も
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
佐
倉
明
奈
記
）



− 96 −

第
一
六
九

回 

恒
松
　
侃
氏
（
元
愛
知
県
高
校
・
中
学
教
諭
）

　
　
　
　

風
土
記
逸
文
丹
後
国
筒
川
の
嶼
子
を
め
ぐ
っ
て

（
28
・
５
・
18
）

　
　
　
　
　
　

風
土
記
は
上
代
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、

古
事
記
・
日
本
書
紀
・
万
葉
集
と
異
な
っ
て
、
存
在
を

無
視
さ
れ
る
事
が
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
風
土
記

は
文
学
性
よ
り
も
地
誌
的
内
容
が
濃
く
、
そ
の
事
が
文

学
作
品
と
し
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
要
因
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
古
事
記
・
日
本
書
紀
・

万
葉
集
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
現
代
に
残
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
風
土
記
は
全
国
五
十
五
国
収
録
中
、
現

存
し
て
い
る
も
の
は
常
陸
国
風
土
記
・
出
雲
国
風
土

記
・
播
磨
国
風
土
記
・
豊
後
国
風
土
記
・
肥
前
国
風
土

記
の
五
風
土
記
だ
け
、
他
の
国
の
風
土
記
は
全
て
散
逸

し
て
し
ま
っ
て
い
る
事
も
、
そ
の
存
在
を
無
視
さ
れ
る

理
由
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い
る

風
土
記
が
、
部
分
的
に
後
代
の
書
物
等
に
収
録
・
引
用

さ
れ
、
今
日
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
逸
文
風
土
記

で
、
そ
の
数
量
は
二
一
〇
編
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
丹

後
国
風
土
記
に
お
い
て
は
、
天
の
橋は
し
だ
て立
・
久
志
浜
、
比

治
の
真
奈
井
・
奈
良
の
社や
し
ろ

、
筒
川
の
嶼し
ま

子こ

（
水
江
の
浦

の
嶼
子
）
の
三
編
が
残
さ
れ
、
こ
の
筒
川
の
嶼
子
は
、

後
の
浦
島
太
郎
伝
説
の
原
形
に
な
っ
て
い
る
。
浦
島
太

郎
伝
説
は
、
風
土
記
に
は
筒
川
の
嶼
子
以
外
は
収
録
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
類
似
伝
説
・
関
連
伝
説
は
全
国

各
地
に
存
在
し
、
ま
た
文
学
作
品
と
し
て
も
万
葉
集
巻

第
九
に
詠
ま
れ
、
室
町
時
代
御
伽
草
子
に
編
ま
れ
て
い

る
。
御
伽
草
子
に
は
竜
宮
城
が
初
め
て
登
場
し
、
そ
の

竜
宮
城
の
情
景
は
、
平
安
時
代
の
寝
殿
造
を
模
し
て
い

る
。
浦
島
伝
説
の
文
末
の
殆
ど
は
、
浦
島
子
を
明
神
化

し
、
天
上
界
へ
上
ら
れ
て
女
と
再
会
さ
せ
た
り
し
て
い

る
が
、
唯
一
万
葉
集
の
一
七
四
〇
番
歌
だ
け
は
、
浦
島

子
を
老
衰
死
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
文
献
等
に
収
録
さ
れ

て
い
る
浦
島
子
伝
説
の
発
祥
地
を
丹
後
国
筒
川
に
当
て

て
い
る
の
に
対
し
て
、
万
葉
集
一
七
四
〇
番
歌
は
住
吉

を
伝
承
地
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
住
吉
が
大
阪
市
住
吉

区
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
。
浦
島
子
は
天
上
界
で

三
百
年
も
長
生
き
を
し
玉
手
箱
を
開
け
さ
え
し
な
け
れ

ば
も
っ
と
長
生
き
出
来
た
の
に
と
、
不
老
不
死
・
長
寿

を
望
む
人
間
の
理
想
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
不

老
不
死
・
長
寿
が
果
た
し
て
人
間
本
来
の
幸
せ
に
つ
な

が
る
の
か
、
そ
の
問
題
点
を
投
げ
掛
け
て
い
る
の
も
、

浦
島
子
伝
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。	

（
恒
松　

侃
記
）
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第
一
七
〇

回 

加
藤
定
彦
氏
（
立
教
大
名
誉
教
授
）

　
　
　
　

日
記
が
語
る
維
新
期
の
俳
諸
宗
匠
―
―
永
島
拾
山
の
後
半

生
―
―	

（
28
・
６
・
15
）

　
　
　
　
　
　

上
之
郷
（
蒲
郡
市
神
ノ
郷
町
〉
出
身
の
俳
人
、
永
島

拾
山
は
少
年
期
か
ら
兄
梔
岡
と
と
も
に
卓
池
に
入
門
、

茶
岡
と
号
し
て
俳
諧
を
嗜
ん
だ
。
卓
池
の
没
後
、
上
京

し
て
花
之
本
梅
室
に
師
事
し
、
俳
諸
修
行
の
漂
泊
に
十

年
ほ
ど
を
送
り
、
三
十
才
余
に
し
て
京
に
自
鱗
舎
と
呼

ぶ
草
庵
を
営
み
、
宗
匠
生
活
に
入
る
。

　
　
　
　
　
　

禁
門
の
変
で
類
焼
し
た
た
め
、
日
記
は
明
治
元
年
、

五
十
一
才
の
と
き
か
ら
晩
年
中
風
を
再
発
し
た
明
治

十
五
年
ま
で
の
も
の
に
限
ら
れ
る
が
、
維
新
の
社
会
変

革
と
混
乱
、
そ
の
中
で
展
開
さ
れ
た
遊
歴
と
撰
集
出
版

活
動
の
実
際
を
教
え
て
く
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

ま
た
、
遊
歴
中
、
妻
が
病
死
し
た
と
き
の
記
事
や
、

留
守
居
す
る
後
妻
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
手
紙
は
、
夫

婦
愛
の
面
か
ら
俳
譜
宗
匠
を
考
え
る
上
で
貴
重
で
あ
ろ

う
。
晩
年
、
中
風
を
発
症
し
郷
里
に
帰
る
決
意
を
し
、

そ
れ
を
温
か
く
迎
え
入
れ
る
こ
と
を
保
証
し
た
甥
の
証

文
が
遺
存
す
る
。
収
入
印
紙
ま
で
貼
っ
て
あ
る
の
は
大

仰
だ
が
、
そ
の
真
情
が
伝
わ
り
、
感
動
を
禁
じ
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　

一
旦
、
快
復
す
る
と
、
拾
山
は
、
甥
の
厚
意
に
甘
え

る
こ
と
な
く
遊
歴
と
撰
集
活
動
を
再
開
し
、
撰
集
一
冊

を
刊
行
す
る
も
の
の
、
中
風
を
再
発
、
翌
年
病
没
す
る
。

享
年
六
十
七
で
あ
っ
た
。	

（
加
藤
定
彦
記
）

第
一
七
一

回 

川
畑
博
昭
氏
（
愛
知
県
立
大
准
教
授
）

学
外
研
究
で
考
え
た
ス
ペ
イ
ン
の
闇
と
光
―
内
戦
・
独
裁

か
ら
日
本
国
憲
法
九
条
ま
で	

（
28
・
７
・
13
）

　
　
　
　
　
　

海
外
で
は
、
そ
の
地
に
足
を
つ
け
て
生
活
す
る
こ
と

じ
た
い
が
研
究
で
あ
る
。
私
が
半
年
の
滞
在
で
目
に

し
た
の
は
、
闇
を
光
に
変
え
て
生
き
る
ス
ペ
イ
ン
の

人
々
だ
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
内

外
か
ら
照
ら
し
出
し
て
み
た
か
っ
た
。
近
代
ス
ペ
イ
ン

の
歴
史
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
侵
略
に
対
抗
し
て
で
き
た

一
八
一
二
年
の
カ
デ
ィ
ス
憲
法
に
始
ま
り
、
共
和
制
へ

の
求
心
力
を
常
駐
さ
せ
つ
つ
立
憲
君
主
制
の
安
定
化
に

呻
吟
す
る
憲
法
史
そ
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

過
小
に
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
一
九
三
一
年
の
共
和

制
憲
法
が
、
同
時
に
「
躓
き
の
石
」
―
―
一
九
三
六
年

の
内
戦
と
そ
の
後
約
四
〇
年
続
く
フ
ラ
ン
コ
独
裁
政
権

―
―
と
も
な
っ
た
。
独
裁
後
に
得
た
一
九
七
八
年
の
現

行
憲
法
下
で
、
す
で
に
充
分
に
切
り
裂
か
れ
て
い
た

人
々
は
国
民
的
和
解
と
平
和
を
模
索
し
て
き
た
。
そ
の

は
る
か
南
方
の
ア
フ
リ
カ
近
く
の
ス
ペ
イ
ン
領
グ
ラ

ン
・
カ
ナ
リ
ア
島
に
は
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
碑
が
あ
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る
。
平
和
を
願
っ
た
こ
の
島
の
人
び
と
に
は
、
一
五
世

紀
の
大
航
海
時
代
の
帝
国
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
侵
略
・
支

配
と
、
民
主
化
後
の
ス
ペ
イ
ン
の
北
大
西
洋
条
約
機
構

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
加
盟
に
と
も
な
う
島
の
基
地
化
の
歴
史

が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
こ
れ
も
自
然
現
象
で

は
な
い
。
私
が
身
を
置
く
学
界
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
が
参

照
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
国
は
、「
戦

争
を
憎
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
人
間
の
能
力
で
あ
っ

た
」（
内
橋
克
人
）
と
い
う
学
問
の
原
点
に
、
私
を
何

度
も
引
き
戻
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。	（
川
畑
博
昭
記
）

第
一
七
二

回 

下
川
玲
子
氏
（
愛
知
学
院
大
教
授
）

朱
子
学
の
現
代
的
意
義
―
「
性
」
と
「
太
極
」
概
念
の
分

析
を
通
じ
て
―	
（
28
・
９
・
７
）

　
　
　
　
　
　

朱
子
の
哲
学
は
、
彼
の
死
後
、
中
国
の
み
な
ら
ず
朝

鮮
半
島
な
ど
で
科
挙
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
な
ど
社
会
の

基
盤
を
形
成
す
る
思
想
と
な
り
、日
本
に
も
広
が
っ
て
、

東
ア
ジ
ア
の
普
遍
思
想
的
な
役
割
を
七
〇
〇
年
間
担
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
西

洋
的
な
近
代
国
家
を
め
ざ
す
た
め
に
、
近
代
化
の
足
か

せ
に
な
る
も
の
と
し
て
朱
子
学
を
切
り
捨
て
て
き
た
。

朱
子
の
思
想
は
、
果
た
し
て
、
そ
の
よ
う
に
価
値
な
き

も
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　

こ
の
発
表
で
は
、
権
利
・
自
由
・
民
主
主
義
と
い
う

西
洋
近
代
思
想
が
も
た
ら
し
た
恩
恵
を
認
め
た
上
で
、

前
近
代
に
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
を
担
っ
て
き
た
朱
子
学
思

想
の
意
義
を
、
権
利
の
思
想
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
検
証
し
た
。（
１
）
で
は
、
西
洋
近
代
の
権
利
の
思

想
を
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
基
づ
き
な
が
ら
概
観
し

た
。（
２
）
で
は
、
比
較
の
た
め
に
人
間
の
本
性
を
絶

対
的
に
善
な
る
も
の
と
規
定
す
る
朱
子
学
の
尊
厳
論
を

分
析
し
た
。（
３
）
に
お
い
て
『
中
庸
』
や
『
太
極
図

説
解
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
朱
子
の
性
や
太
極
の
議
論
を

検
討
し
て
、
朱
子
学
の
尊
厳
論
の
構
造
を
さ
ら
に
明
確

に
し
た
。

　
　
　
　
　
　

朱
子
学
的
な
尊
厳
論
と
西
洋
の
権
利
の
思
想
と
の
間

に
は
親
和
性
が
あ
り
、
私
た
ち
の
伝
統
の
中
に
、
現
代

社
会
の
基
礎
を
な
す
権
利
の
思
想
と
類
似
す
る
思
惟
が

あ
り
、
そ
の
点
に
朱
子
学
の
現
代
的
意
義
を
認
め
て
ゆ

く
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
た
。	

（
下
川
玲
子
記
）

第
一
七
三

回 

長
屋
隆
幸
氏
（
名
城
大
非
常
勤
講
師
）

大
坂
夏
の
陣
に
お
け
る
乱
妨
・
人
取
り
に
つ
い
て
の
再
検

討	

（
28
・
10
・
19
）

　
　
　
　
　
　

慶
長
二
十
（
一
六
一
五
）
年
五
月
七
日
、
徳
川
家
康

率
い
る
軍
勢
と
豊
臣
秀
頼
率
い
る
軍
勢
が
、
大
坂
天
王
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寺
・
岡
山
で
激
突
す
る
も
、
豊
臣
方
が
敗
退
し
大
坂
城

へ
撤
退
、
そ
れ
を
徳
川
方
が
追
撃
し
た
。
そ
の
後
、
程

な
く
大
坂
城
は
落
城
す
る
。
落
城
に
伴
い
、
城
内
や
大

坂
町
内
に
い
た
人
々
は
、
徳
川
方
の
手
か
ら
逃
れ
る
た

め
大
坂
か
ら
逃
げ
出
す
。
徳
川
方
は
、
こ
れ
を
追
跡
し

殺
害
な
い
し
捕
縛
す
る
た
め
、落
武
者
狩
り
を
行
っ
た
。

ま
た
、
徳
川
・
豊
臣
両
軍
の
兵
の
中
に
は
乱
妨
・
人
取

り
、
す
な
わ
ち
金
品
や
人
身
の
掠
奪
に
励
む
者
も
少
な

く
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

も
っ
と
も
、
五
月
七
日
段
階
の
落
武
者
狩
り
に
つ
い

て
は
、実
態
が
良
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。徳
川
方
は
、南
・

北
・
西
側
に
軍
勢
を
配
置
し
厳
重
な
包
囲
網
を
敷
い
て

い
た
。
し
か
し
、
こ
の
厳
重
な
包
囲
網
を
か
い
く
ぐ
っ

た
者
も
少
な
く
な
い
。
長
宗
我
部
盛
親
な
ど
大
将
級
の

武
将
や
、
豊
臣
秀
頼
の
子
女
を
含
む
多
く
の
人
数
が
脱

出
に
成
功
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
運
よ
く
包
囲
網
を
か

い
く
ぐ
る
こ
と
に
成
功
し
た
例
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以

外
に
彼
ら
の
脱
出
の
助
け
に
な
っ
た
要
因
が
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　

ま
た
、
乱
妨
取
り
に
つ
い
て
も
実
態
に
つ
い
て
不
分

明
な
点
が
多
い
。
先
行
研
究
で
は
乱
妨
・
人
取
り
像
に

つ
い
て
、阿
波
藩
蜂
須
賀
家
が
残
し
た
「
大
坂
濫
妨
人
・

落
人
改
帳
」
の
検
討
か
ら
、
奴
隷
狩
説
と
、
一
時
保
護

説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
再
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
幕
府
が
乱
妨
取
り
・
刈
田
・
放
火

な
ど
の
乱
妨
狼
藉
行
為
に
対
し
、
い
か
な
る
方
針
を

持
っ
て
い
た
か
、
大
坂
冬
の
陣
か
ら
夏
の
陣
ま
で
の
ス

パ
ン
で
考
え
る
視
点
も
十
分
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
①
大
坂
冬
の
陣
か
ら
夏
の
陣

に
い
た
る
ま
で
の
幕
府
の
落
武
者
狩
り
、
乱
妨
・
人
取

り
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
確
認
し
、
②
そ
の
上
で
大
坂

の
陣
に
お
け
る
落
ち
武
者
狩
り
、
乱
妨
・
人
取
り
の
実

態
を
検
討
し
た
。

　
　
　
　
　
　

そ
の
結
果
、
大
坂
冬
の
陣
段
階
で
大
坂
郭
内
以
外
で

の
乱
妨
・
狼
藉
行
為
を
幕
府
が
禁
止
し
て
い
た
こ
と
、

そ
の
一
方
で
大
坂
郭
内
に
い
る
者
は
幕
府
の
保
護
対
象

に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
　
　
　

ま
た
、
五
月
七
日
の
落
ち
武
者
狩
り
で
は
、
落
ち
武

者
狩
り
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
を
良
し
と
し
な
い
者
た

ち
が
一
定
数
い
た
こ
と
、
ま
た
徳
川
方
に
豊
臣
方
の
知

人
を
積
極
的
に
助
け
よ
う
と
す
る
者
が
お
り
、
そ
れ
ら

が
包
囲
網
か
ら
の
脱
出
を
可
能
に
し
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。

　
　
　
　
　
　

乱
妨
・
人
取
り
に
つ
い
て
は
、
許
可
さ
れ
た
の
は
大

坂
郭
内
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
阿

波
藩
蜂
須
賀
家
が
残
し
た
「
大
坂
濫
妨
人
・
落
人
改
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帳
」
を
再
検
討
し
、
同
帳
を
作
成
し
た
蜂
須
質
家
は
戦

闘
に
参
加
し
て
お
ら
ず
、
五
月
八
日
に
大
坂
入
り
し
た

こ
と
、
同
帳
に
自
発
的
に
蜂
須
賀
家
を
頼
っ
た
者
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
蜂
須
賀
家
が
乱
妨
・
人
取
り

の
正
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
自
発
的
に
提
出
し
た
も

の
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。さ
ら
に
、

捕
ら
え
ら
れ
た
人
々
は
阿
波
に
連
れ
て
い
か
れ
て
い
る

の
で
、
阿
波
藩
が
行
っ
た
の
は
保
護
で
は
な
く
奴
隷
狩

り
で
あ
っ
た
こ
と
、
男
性
が
少
な
く
女
性
・
子
供
が
多

い
の
は
、
蜂
須
質
家
の
大
坂
入
が
落
城
翌
日
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
か
ら
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
弱
者
が

取
り
残
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。

（
長
屋
隆
幸
記
）

第
一
七
四

回 

伊
藤
一
重
氏
（
元
豊
田
高
専
教
授
）

平
家
物
語
の
複
数
接
尾
語	

（
28
・
11
・
16
）

　
　
　
　
　
　

複
数
接
尾
語
の「
タ
チ
」は
身
分
の
高
い
人
物（
神
仏
）

に
用
い
ら
れ
、
会
話
文
で
は
目
下
の
者
に
付
く
こ
と
も

あ
る
。
前
代
で
は
敬
語
と
の
呼
応
は
明
確
で
な
い
と
さ

れ
る
が
、「
平
家
」
で
は
、ほ
ぼ
明
確
に
呼
応
し
、「
ド
モ
」

と
の
待
遇
差
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。「
ド
モ
」
は
身

分
の
低
い
者
に
用
い
ら
れ
る
が
、
社
会
的
に
低
く
評
価

さ
れ
る
場
合
は
、地
の
文
で
も
、身
分
の
高
い
者
に
「
ド

モ
」
が
下
接
す
る
。
会
話
文
で
、
他
称
と
し
て
、
身
内

の
者
、
ま
た
「
卑
し
め
」
の
気
持
ち
を
添
え
る
も
の
に

対
し
て
は
、身
分
の
高
い
者
に
も
用
い
ら
れ
る
（
謙
譲
・

卑
し
め
・
親
し
み
の
用
法
）。
前
代
に
比
し
、「
卑
し
め
」

の
用
法
が
現
れ
、「
謙
譲
」
の
用
法
も
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。「
ラ
」
は
「
ド
モ
」
と
同
様
に
、
身

分
の
低
い
者
に
付
く
が
、
人
物
以
外
の
普
通
名
詞
に
下

接
し
な
い
こ
と
、
人
名
、
代
名
詞
に
多
く
接
続
す
る
点

で
「
ド
モ
」
と
異
な
る
。
会
話
文
で
、「
卑
し
め
・
謙
譲
」

の
用
法
も
見
ら
れ
た
。「
バ
ラ
」
は
、
身
分
の
低
い
者
、

卑
罵
の
対
象
と
し
て
の
人
物
に
下
接
し
、
会
話
文
で
は

親
愛
の
情
を
示
す
も
の
も
あ
る
が
、
前
代
に
比
し
、
卑

罵
の
語
へ
の
接
続
の
偏
り
が
見
ら
れ
、
卑
し
め
の
語
感

は
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ

に
中
世
的
用
法
を
示
す
も
の
と
考
え
る
。（

伊
藤
一
重
記
）


