
梅
棹
忠
夫
先
生
を
偲
ぶ

安

田

喜

憲

一

日
本
人
に
勇
気
と
希
望
を
与
え
た
文
明
の
生
態
史
観

二
〇
一
〇
年
七
月
三
日
、
梅
棹
忠
夫
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
。
享

年
九
〇
歳
だ
っ
た
。

梅
棹
先
生
の
数
あ
る
学
問
の
中
で
、
私
が
も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
受
け

た
の
は
、「
文
明
の
生
態
史
観
」
だ
っ
た
。

私
は
一
九
八
〇
年
に
は
じ
め
て
の
著
書
『
環
境
考
古
学
事
始
』（
日
本
放

送
出
版
協
会
、
一
九
八
〇
年
）
を
上
梓
し
た
が
、
そ
の
環
境
考
古
学
の
基
本

思
想
と
な
っ
た
の
は
、
梅
棹
先
生
の
「
環
境
と
人
間
の
相
互
関
係
の
な
か
か

ら
人
類
文
明
史
を
み
な
お
す
」
と
い
う
生
態
史
観
だ
っ
た
。

日
本
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
で
大
き
く
自
信
を
喪
失
し
た
。
欧
米

の
も
の
は
何
で
も
正
し
い
、
横
書
き
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
も
の

は
、
縦
書
き
の
日
本
語
で
書
か
れ
た
も
の
よ
り
も
正
し
い
。
日
本
人
の
歴
史

を
解
釈
す
る
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
畑
作
牧
畜
民
の
風
土
で
育
っ
た
マ
ル
ク

ス
と
言
う
人
が
考
え
た
歴
史
観
を
適
用
す
る
こ
と
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
さ

れ
て
い
た
。

梅
棹
先
生
が
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」（『
中
央
公
論
』
一
九
五
七
年
二

月
号
）
を
発
表
し
た
の
は
、「
マ
ル
ク
ス
を
信
奉
す
る
人
で
な
け
れ
ば
人
に

あ
ら
ず
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
時
代
、
な
に
も
か
も
が
欧
米
一
辺
倒
で
日
本
人

が
完
全
に
自
信
を
喪
失
し
て
い
た
戦
後
間
も
な
い
一
九
五
七
年
の
こ
と
だ
っ

た
。文

明
の
生
態
史
観
序
説
」
を
発
表
さ
れ
た
の
は
、
ア
ー
ノ
ル
ド
・
Ｊ
・

一



ト
イ
ン
ビ
ー
と
い
う
偉
大
な
イ
ギ
リ
ス
の
文
明
研
究
家
が
来
日
さ
れ
た
翌
年

の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
五
六
年
の
ト
イ
ン
ビ
ー
の
来
日
は
梅
棹
忠
夫
先
生
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
、「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」
を
書
く
上
で
大
き
な

刺
激
に
な
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。「
ト
イ
ン
ビ
ー
と
い
う
人
が
や
っ
て

来
た
。﹇
中
略
﹈
わ
た
し
は
、
ト
イ
ン
ビ
ー
説
に
は
感
心
は
し
た
け
れ
ど
、

改
宗
は
し
な
か
っ
た
。」
と
い
う
こ
の
有
名
な
一
文
か
ら
は
じ
ま
る
『
文
明

の
生
態
史
観
』（
中
公
叢
書
、
一
九
六
七
年
）
は
、
日
本
の
比
較
文
明
学
を

創
設
す
る
契
機
に
な
っ
た
。
梅
棹
先
生
は
ト
イ
ン
ビ
ー
の
説
に
は
感
心
し
た

け
れ
ど
、「
東
洋
人
が
、
日
本
人
が
か
ん
が
え
た
ら
、
も
う
す
こ
し
ち
が
っ

た
ふ
う
に
か
ん
が
え
る
」
と
日
本
人
の
目
で
見
た
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
文
明

論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
楕
円
に
見
立
て
、
東
端
に
日
本
文
明
を
、
そ
し
て
西

端
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
そ
れ
ぞ
れ
第
一
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
、「
生

態
史
的
に
見
た
ら
日
本
文
明
は
西
欧
文
明
と
同
じ
第
一
地
域
の
文
明
に
相
当

し
、
生
態
系
か
ら
文
明
系
へ
の
遷
移
が
順
序
よ
く
進
行
し
、
両
者
は
と
も
に

類
似
し
た
並
行
進
化
を
と
げ
て
い
る
。
決
し
て
日
本
文
明
は
西
欧
文
明
に
遅

れ
を
と
っ
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
敗
戦
で
自
信
を
喪
失
し
て
い
た
日
本
人
に
大
き
な
勇
気
を
与
え
、

そ
れ
に
続
く
高
度
経
済
成
長
期
を
生
み
だ
す
原
動
力
に
な
っ
た
。

二

畑
作
牧
畜
文
明
の
破
壊
性
と
暴
力
性
を
予
言

梅
棹
先
生
の
大
好
き
だ
っ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
は
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
だ
っ
た
。

そ
の
草
原
に
お
い
て
、
牧
畜
民
の
暮
ら
し
が
ど
の
よ
う
に
し
て
誕
生
し
た

か
、
先
生
は
き
わ
め
て
卓
越
し
た
結
論
を
出
さ
れ
て
い
る
。

牧
畜
は
、
バ
タ
ー
や
チ
ー
ズ
を
つ
く
る
乳
利
用
の
技
術
と
、
群
れ
を
安
定

さ
せ
る
た
め
の
去
勢
の
技
術
を
確
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
と

指
摘
し
た
の
で
あ
る
（
梅
棹
忠
夫
『
狩
猟
と
遊
牧
の
世
界
』
講
談
社
学
術
文

庫
、
一
九
七
六
年
）。

し
か
し
「
文
明
の
生
態
史
観
」
で
は
、
こ
の
モ
ン
ゴ
ル
は
第
二
地
域
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
は
「
悪
魔
と
暴
力
の
巣
で
も
あ
る
」
と
も
指
摘
さ
れ

た
。こ

よ
な
く
愛
さ
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
風
土
を
、
な
ぜ
梅
棹
先
生
は
「
悪
魔
と

暴
力
の
巣
」
と
呼
ん
だ
の
か
。
私
に
は
謎
だ
っ
た
。
か
つ
て
私
は
、
そ
の
こ

と
を
厳
し
く
問
い
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
安
田
喜
憲
『
文
明
の
環
境
史

観
』
中
公
叢
書
、
二
〇
〇
四
年
）。

自
分
が
愛
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
を
「
悪
魔
と
暴
力
の
巣
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う

か
。
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
私
は
理
解
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
第
二
地
域
に
は
破
壊
と
暴
力
を
繰
り
返
し
た
帝
国
が
出
現
し

二
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た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
梅
棹
先
生
が
こ
の
第
二
地
域
を

「
悪
魔
と
暴
力
の
巣
」
と
指
摘
し
た
こ
と
に
は
、
も
っ
と
奥
深
い
意
味
が
あ

っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
私
の
環
境
考
古
学
の
研
究
が
進
展
す
る
な
か
で
、
わ

か
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
家
畜
を
飼
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
、
世
界
中
の
森
を
食
い
つ
ぶ

し
、
生
態
系
の
破
壊
を
推
し
進
め
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
か
ら
で

あ
る
（
安
田
喜
憲
『
山
は
市
場
原
理
主
義
と
闘
っ
て
い
る
』
東
洋
経
済
新
報

社
、
二
〇
〇
九
年
）。

ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
、
そ
れ
に
ウ
シ
や
ウ
マ
を
飼
い
、
ミ
ル
ク
を
飲
ん
で
バ
タ

ー
や
チ
ー
ズ
を
つ
く
り
肉
を
食
べ
る
牧
畜
が
、
麦
を
栽
培
し
て
パ
ン
を
食
べ

る
農
耕
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
時
、
人
類
は
き
わ
め
て
生
産
性
の
高
い
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
獲
得
で
き
た
。
そ
れ
を
畑
作
牧
畜
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
呼

ぶ
。そ

し
て
文
明
も
こ
の
生
産
性
の
高
い
畑
作
牧
畜
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
か
ら

生
ま
れ
た
の
だ
と
長
ら
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
、
エ
ジ

プ
ト
文
明
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
、
黄
河
文
明
と
い
う
四
大
文
明
と
呼
ば
れ
る
も

の
は
、
い
ず
れ
も
畑
作
牧
畜
民
が
つ
く
っ
た
文
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
牧
畜
と
畑
作
が
結
合
し
た
畑
作
牧
畜
文
明
は
ひ
と
つ
の

闇
を
持
っ
て
い
た
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
始
ま
り
、
地
中
海
、
そ
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
拡
大
し
た
畑
作
牧
畜
文
明
は
、
世
界
中
の
森
と

い
う
森
を
破
壊
し
尽
く
し
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
タ
ン
パ
ク
源
の
家
畜
が
森
を
食
い
荒
ら
し
た
の
で
あ
る
。
森
の

破
壊
は
、
森
の
中
に
暮
ら
す
幾
千
、
幾
万
と
い
う
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の

命
を
奪
う
こ
と
で
あ
り
、
水
の
循
環
系
を
破
壊
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
タ
ン
パ
ク
源
の
家
畜
で
あ
る
ヒ
ツ
ジ
は
緑
の
草
原
を
貪
り
食
う
。
メ

ー
メ
ー
と
い
う
か
わ
い
い
鳴
き
声
と
は
う
ら
は
ら
に
、
ま
る
で
人
の
生
き
血

を
吸
う
シ
ラ
ミ
の
よ
う
に
、
昼
と
な
く
夜
と
な
く
絶
え
ず
大
地
を
貪
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
畑
作
牧
畜
文
明
下
に
お
い
て
、
貧
し
い
人
間
は
悲
惨
だ
っ

た
。
貧
し
い
人
間
は
奴
隷
と
し
て
家
畜
の
よ
う
に
酷
使
さ
れ
た
。
つ
ま
り
奴

隷
制
度
も
ま
た
、
人
間
を
家
畜
の
よ
う
に
酷
使
す
る
、
こ
の
畑
作
牧
畜
文
明

の
中
で
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。
宦
官
も
、
去
勢
の
技
術
を
身
に
つ
け
た
畑
作

牧
畜
民
の
文
明
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
稲
作
漁
撈
民
の
文
明
か
ら
は
奴
隷
や

宦
官
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
（
安
田
喜
憲
『
日
本
よ
森
の
環
境
国
家
た
れ
』
中

公
叢
書
、
二
〇
〇
二
年
）。

こ
の
よ
う
な
畑
作
牧
畜
文
明
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
、

一
八
世
紀
に
な
る
と
化
石
燃
料
に
手
を
つ
け
、
現
地
の
人
々
を
家
畜
以
下
の

扱
い
で
酷
使
す
る
と
い
う
植
民
地
支
配
と
、
地
球
環
境
の
破
壊
と
を
加
速
度

的
に
推
し
進
め
た
。

さ
ら
に
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
延
長
に
発
展
し
た
ア
メ
リ
カ
文
明
が
生

梅棹忠夫先生を偲ぶ

三



み
出
し
た
の
が
、
現
代
の
地
球
を
覆
う
市
場
原
理
主
義
で
あ
り
、
金
融
資
本

主
義
で
あ
る
。

こ
の
市
場
原
理
主
義
と
金
融
資
本
主
義
が
、
現
在
の
地
球
環
境
の
破
壊
を

強
烈
に
暴
力
的
に
推
し
進
め
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
破
壊
性
と
暴
力
性

は
、
家
畜
を
飼
う
牧
畜
に
由
来
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。

梅
棹
先
生
は
そ
の
牧
畜
民
の
破
壊
性
と
暴
力
性
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い

た
が
ゆ
え
に
、
こ
よ
な
く
愛
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
を
「
悪

魔
と
暴
力
の
巣
」
だ
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
梅
棹
先
生
は
、
牧
畜
民
の

文
明
の
破
壊
性
と
暴
力
性
を
予
見
し
て
い
た
の
だ
。

三

梅
棹
学
の
原
点
に
は
山
が
あ
る

梅
棹
先
生
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
原
点
は
山
に
あ
る
。

『
梅
棹
忠
夫
著
作
集

全
二
二
巻
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
九

一
九
九

四
年
）
を
は
じ
め
膨
大
な
著
作
を
残
さ
れ
た
梅
棹
先
生
の
最
新
の
ア
イ
デ
ィ

ア
や
関
心
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
と
き
に
生
ま
れ
た
。
他
人

が
本
の
中
で
言
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
、
フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
て
自
分
の
目

で
確
か
め
、
自
分
で
考
え
た
こ
と
こ
そ
が
本
物
だ
と
い
う
考
え
を
貫
い
た
。

京
都
一
中
、
三
高
そ
し
て
京
都
大
学
と
一
貫
し
て
山
岳
部
で
活
動
し
、
そ

こ
で
培
っ
た
人
脈
や
ノ
ウ
ハ
ウ
が
、
梅
棹
先
生
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ
イ
エ
ン

ス
の
根
幹
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今いま
西にし
錦きん
司じ
氏
、
西にし
堀ぼり
栄えい
三さぶ
郎ろう
氏
、
川かわ
喜き
田た
二じ
郎ろう
氏
、
中なか
尾お
佐さ
助すけ
氏
、
四し
手で

井い
綱つな
英ひで
氏
、
吉き
良ら
竜たつ
夫お
氏
、
藤ふじ
田た
和かず
夫お
氏
、
河かわ
合い
雅まさ
雄を
氏
と
い
っ
た
、
後
に

京
都
学
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
交
流
に
支
え
ら
れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
・
サ
イ
エ

ン
ス
の
大
き
な
潮
流
は
、
山
で
の
探
検
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
の
だ
。

さ
ら
に
、
梅
棹
先
生
は
新
聞
社
や
テ
レ
ビ
局
、
出
版
社
と
い
っ
た
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
人
々
と
の
交
流
も
大
切
に
し
た
。

現
在
で
は
よ
う
や
く
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
に
出
る
こ
と
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

世
界
で
も
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界

で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
交
流
を
低
く
み
る
風
潮
が
あ
っ
た
。

し
か
し
梅
棹
先
生
は
そ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
交
流
の
中
で
、
象
牙
の

塔
に
こ
も
っ
て
い
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
を
庶
民
に
も
開
放
し
た
の
だ
。

梅
棹
先
生
は
情
報
文
明
の
時
代
に
な
る
こ
と
を
早
く
か
ら
予
言
し
て
い
た

が
、
時
代
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
（
梅
棹
忠
夫
『
情
報
の
文
明
学
』

中
公
叢
書
、
一
九
八
八
年
）。

梅
棹
先
生
の
訃
報
と
関
連
す
る
記
事
は
新
聞
各
社
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら

れ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
く
か
つ
何
回
に
も
わ
た
っ
て
追
悼
文
が
掲
載
さ
れ

た
人
を
私
は
か
つ
て
み
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
、
梅
棹
先
生
の
残
し
た
業

績
の
巨
大
さ
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
深
い
関
わ
り
を
物
語
っ
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
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梅
棹
先
生
は
国
立
民
族
学
博
物
館
を
一
九
七
四
年
に
創
設
す
る
が
、
そ
の

研
究
所
を
創
設
す
る
た
め
の
実
務
能
力
も
ま
た
、
登
山
の
エ
ク
ス
ペ
デ
ィ
シ

ョ
ン
（
遠
征
）
か
ら
体
得
し
た
。
登
山
は
、
費
用
の
調
達
か
ら
始
ま
り
、
ル

ー
ト
の
選
定
や
天
候
に
あ
わ
せ
た
臨
機
応
変
な
対
応
な
ど
、
リ
ー
ダ
ー
の
適

確
な
判
断
力
と
実
務
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
が
梅
棹
学
を
つ
く

っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
山
が
梅
棹
先
生
と
い
う
天

才
を
通
し
て
、
日
本
を
守
り
地
球
を
守
る
文
明
学
を
つ
く
ら
せ
た
の
だ
（
梅

棹
忠
夫
『
研
究
経
営
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）。

山
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
梅
棹
先
生
。
山
を
崇
拝
し
た
の
は
稲
作
漁
撈
民
で

あ
る
。
畑
作
牧
畜
民
は
山
に
ヒ
ツ
ジ
や
ヤ
ギ
を
放
牧
し
て
、
山
を
丸
裸
に
し

て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
稲
作
漁
撈
民
は
山
を
神
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
死

ん
だ
ら
帰
る
と
こ
ろ
と
信
じ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
稲
作
に
は
水
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
の
水
を
生
み
だ
す
の
は
山
で
あ
る
。
だ
か
ら
稲
作
漁
撈
民

は
、
山
の
木
々
を
大
切
に
し
、
森
の
中
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
守
っ

て
、
と
も
に
暮
ら
す
道
を
選
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

山
を
崇
拝
す
る
心
は
、
遠
く
縄
文
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
日
本
人
の

心
の
原
点
に
は
山
が
あ
る
。
そ
の
山
の
力
が
梅
棹
学
の
原
点
だ
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
梅
棹
学
は
、
山
を
丸
裸
に
す
る
欧
米
の
畑
作
牧
畜

民
の
学
問
で
は
な
く
、
山
を
崇
拝
す
る
稲
作
漁
撈
民
の
、
日
本
人
の
学
問
で

あ
る
と
言
え
る
の
だ
。

四

権
威
主
義
の
排
除

梅
棹
先
生
は
、
若
い
人
に
自
宅
を
開
放
し
「
金
曜
サ
ロ
ン
」
を
開
催
し
た

り
、「
近
衛
ロ
ン
ド
」
と
称
す
る
研
究
会
で
若
い
研
究
者
の
育
成
に
あ
た
ら

れ
た
。
そ
の
な
か
か
ら
、
民
族
学
や
文
化
人
類
学
の
優
秀
な
研
究
者
が
輩
出

し
た
。
そ
う
し
た
若
い
研
究
者
の
研
究
の
拠
点
と
し
て
、
一
九
七
四
年
に
国

立
民
族
学
博
物
館
を
創
設
し
た
。

京
都
や
大
阪
の
上
方
の
学
問
は
、
天
才
的
な
個
人
が
特
に
際
立
ち
、
そ
の

人
を
中
心
と
し
て
研
究
所
が
で
き
る
と
い
う
場
合
が
多
い
。
梅
棹
先
生
の
国

立
民
族
学
博
物
館
、
今
、
私
の
所
属
し
て
い
る
梅うめ
原はら
猛たけし
先
生
が
創
設
し
た

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
が
東
京
と
異
な
る

と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。

上
方
で
は
東
京
よ
り
も
、「
梅
棹
忠
夫
先
生
の
研
究
所
」、「
梅
原
猛
先
生

の
研
究
所
」
と
い
う
よ
う
に
、
個
人
が
前
面
に
出
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ

は
、
上
方
の
学
問
が
特
定
の
篤とく
志し
家か
の
旦
那
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
と
い

う
伝
統
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
な
に
よ
り
も
上
方
の
地
理
的
条
件
が
そ
れ
を
必

要
不
可
欠
の
も
の
に
し
て
い
る
。

関
西
に
い
る
学
者
は
、
東
京
に
い
る
研
究
者
の
何
十
倍
も
の
努
力
を
し
な

い
と
、
な
か
な
か
政
治
家
や
官
僚
に
認
め
て
も
ら
え
な
い
。
自
分
の
理
想
と

す
る
研
究
所
を
創
設
す
る
に
は
、
個
人
が
一
際
輝
い
て
、
ま
た
そ
う
し
た
光

五
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り
輝
く
人
で
な
け
れ
ば
研
究
所
は
創
設
で
き
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
西

で
研
究
所
を
つ
く
っ
た
人
の
学
問
は
本
物
で
あ
り
超
一
流
で
あ
る
。

梅
棹
忠
夫
先
生
や
梅
原
猛
先
生
は
、
一
〇
〇
〇
年
に
一
人
出
る
か
ど
う
か

の
偉
大
な
天
才
的
学
者
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

学
は
人
な
り
」
と
い
う
、
よ
き
京
都
学
派
の
伝
統
は
今
後
も
継
続
し
て

い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

梅
棹
先
生
は
権
威
と
い
う
も
の
を
嫌
っ
た
。
学
者
の
傲
慢
を
い
ま
し
め
、

自
分
へ
の
批
判
に
対
し
て
も
謙
虚
だ
っ
た
。

梅
棹
先
生
の
創
設
し
た
国
立
民
族
学
博
物
館
は
「
が
ら
く
た
の
博
物
館
」

だ
と
自
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
梅
棹
先
生
が
こ
の
博
物
館
に
求

め
て
い
た
の
は
、
庶
民
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
た
よ
う
な
、
生
活
用
具
を
展

示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
権
力
を
手
に
し
、
文
明
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
王
侯
貴

族
た
ち
の
集
め
た
金
銀
財
宝
を
展
示
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
権
力
者
の
陰
で
、
地
道
に
暮
ら
し
た
人
々
の
生
活
の
遺
産
の
中
に
、

文
明
の
輝
き
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
氏
や
ト
イ
ン
ビ
ー
氏
は
未
開
の
地
の
中
に
文
明
を

発
見
し
た
が
、
梅
棹
先
生
は
王
侯
貴
族
で
は
な
く
、
日
常
の
庶
民
の
暮
ら
し

の
中
に
文
明
の
光
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
権
威
あ

る
も
の
を
求
め
な
か
っ
た
梅
棹
先
生
の
人
と
し
て
の
生
き
様
が
あ
っ
て
こ
そ

で
あ
る
。

西
洋
の
レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
氏
や
ト
イ
ン
ビ
ー
氏
に
匹
敵
す
る
の
は
、

東
洋
で
は
梅
棹
忠
夫
先
生
や
梅
原
猛
先
生
だ
と
私
は
思
う
。

五

高
齢
化
社
会
を
生
き
る
模
範

梅
棹
先
生
は
六
五
歳
の
時
に
、
中
国
の
西
安
あ
た
り
で
ひ
ろ
っ
た
ウ
イ
ル

ス
が
も
と
で
、
失
明
さ
れ
る
。
そ
れ
は
研
究
者
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

カ
ー
と
し
て
致
命
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
梅
棹
先
生
の
遺
言
の
ひ
と
つ
は

「
中
国
に
深
入
り
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
を

失
明
に
追
い
や
っ
た
原
因
が
、
中
国
で
ひ
ろ
っ
た
ウ
イ
ル
ス
に
あ
る
と
い
う

の
は
い
か
に
も
皮
肉
で
あ
る
。

し
か
し
梅
棹
先
生
は
そ
れ
に
も
屈
す
る
こ
と
な
く
、
研
究
を
続
け
た
。
お

弟
子
さ
ん
た
ち
が
八
八
歳
の
米
寿
の
記
念
に
編
集
さ
れ
た
梅
棹
先
生
の
著
作

目
録
（『
梅
棹
忠
夫
著
作
目
録
（
一
九
三
四
｜
二
〇
〇
八
）』
国
立
民
族
学
博

物
館
、
二
〇
〇
九
年
）
を
見
る
と
、
六
〇
歳
ま
で
に
書
か
れ
た
業
績
よ
り

も
、
そ
の
後
の
二
八
年
間
に
書
か
れ
た
業
績
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。

高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
日
本
に
と
っ
て
、
梅
棹
先
生
の
生
き
方
は
私
た
ち

に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
模
範
と
な
る
だ
ろ
う
。

一
九
九
七
年
、
梅
棹
先
生
は
目
が
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
久
し
ぶ
り
に
モ

ン
ゴ
ル
を
旅
し
て
い
る
。
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草
原
の
景
色
は
み
え
な
く
て
も
、
か
ぐ
わ
し
い
草
の
か
お
り
を
胸
い
っ

ぱ
い
に
吸
い
込
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（
梅
棹
忠
夫
『
行
為
と
妄
想

わ

た
し
の
履
歴
書
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
）。

目
が
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
の
梅
棹
先
生
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
ご
家
族

や
民
族
学
博
物
館
の
研
究
室
の
秘
書
の
方
の
ご
尽
力
は
、
並
大
抵
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
思
う
。

梅
棹
先
生
は
「
自
分
は
本
当
は
人
間
嫌
い
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
。

ど
こ
か
の
お
寺
に
こ
も
っ
て
読
書
三
昧
の
日
々
を
送
り
た
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

梅
棹
先
生
の
魂
は
今
頃
、
か
ぐ
わ
し
い
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
を
、
ヒ
ン
ヅ
ー

ク
シ
の
山
肌
を
千
の
風
に
な
っ
て
吹
き
わ
た
っ
て
い
る
と
思
う
。
時
に
は
ラ

マ
教
の
寺
院
に
こ
も
っ
て
、
読
書
三
昧
の
日
々
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

美
し
い
地
球
を
守
り
、
人
類
の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
に
安
田
く
ん
頑
張

れ
」
と
エ
ー
ル
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

六

時
代
は
再
び
梅
棹
先
生
を
超
え
る
天
才
を
必
要
と

し
て
い
る

梅
棹
忠
夫
先
生
と
い
う
天
才
的
巨
人
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の

危
機
を
救
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
危
機
の
時
代
に
、
世
界
は
ト
イ
ン
ビ
ー
氏
と
い
う
偉

大
な
文
明
論
者
を
西
洋
の
世
界
に
生
み
だ
し
た
。
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦

の
危
機
の
時
代
に
、
世
界
は
梅
棹
先
生
と
い
う
文
明
論
者
を
東
洋
か
ら
生
み

だ
し
た
。

梅
棹
先
生
は
、
か
つ
て
日
本
人
に
自
信
と
誇
り
を
取
り
戻
さ
せ
、
生
き
る

力
と
勇
気
、
そ
し
て
希
望
を
与
え
て
く
れ
た
。

市
場
原
理
主
義
や
金
融
資
本
主
義
が
蔓
延
し
、
中
国
や
ロ
シ
ア
が
台
頭

し
、
日
本
人
が
自
信
を
喪
失
し
て
暗
い
未
来
し
か
見
え
な
い
現
代
、
こ
の
二

一
世
紀
の
日
本
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
梅
棹
先
生
を
超
え
る
よ

う
な
天
才
の
出
現
が
待
ち
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

（
本
稿
は
「
梅
棹
忠
夫
先
生
を
偲
ぶ
」
と
題
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
「
視
点
論

点
」
で
二
〇
一
〇
年
七
月
一
五
日
放
映
の
原
稿
と
し
て
作
成
し
た
も
の
に
追
加
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。）
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