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四
国
は
西
讃
の
片
田
舎
の
少
年
に
と
っ
て
、
東
京
へ
の
遊
学
は
、
現
在
の
学
生
た
ち
に
と
っ
て
の
ア
メ
リ
カ
留
学
よ
り
も
遥

か
に
大
き
な
夢
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
東
京
は
憧
れ
の
都
で
あ
り
、
世
界
へ
の
窓
で
あ
っ
た
。
正
芳
は
高
松
高
商
入
学
以

来
、
何
度
か
訪
れ
た
こ
の
都
市
の
活
力
と
可
能
性
に
魅
せ
ら
れ
て
、
親
し
い
友
人
に
「
東
京
は
生
き
甲
斐
の
あ
る
ま
ち
だ
」
と

語
っ
て
い
た
が
、
い
ま
そ
の
夢
が
満
た
さ
れ
、
東
京
の
住
人
の
一
人
と
な
っ
た
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
年
）、
正
芳
二
十
三
歳

の
春
の
こ
と
で
あ
る
。

正
芳
は
、
大
学
入
学
後
、
東
京
商
科
大
学
（
現
一
橋
大
学
）
の
所
在
す
る
国
立
に
近
い
府
下
国
分
寺
に
下
宿
し
た
。
人
の
紹

介
で
近
く
の
家
の
中
学
生
に
英
語
を
教
え
た
。
二
つ
の
奨
学
資
金
と
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
の
収
入
、
そ
し
て
、
時
に
は
、
故
郷
の

兄
か
ら
の
送
金
が
あ
っ
た
。
決
し
て
楽
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
学
生
と
し
て
の
生
活
基
盤
は
ほ
ぼ
こ
れ
で
固
ま
っ
た
。

「
一
ツ
橋
は
す
で
に
、
都
心
の
神
田
か
ら
国
立
に
、
予
科
は
石
神
井
か
ら
小
平
に
移
転
し
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
の
武
蔵
野
に

は
、
国
木
田
独
歩
の
作
品
に
み
る
よ
う
な
お
も
か
げ
が
、
な
お
色
濃
く
残
っ
て
お
り
、
武
蔵
野
と
�
商
科
大
学
�
と
の
組
み
合

わ
せ
に
は
、
や
や
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
が
あ
っ
た
。

講
義
の
半
ば
で
、
芋
掘
り
に
出
か
け
た
こ
と
も
再
三
あ
っ
た
し
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
は
、
落
葉
の
散
り
し
き
る
キ
ャ
ン
パ

ス
の
周
辺
は
、
こ
と
の
ほ
か
寂
し
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
映
画
を
み
る
に
は
新
宿
ま
で
出
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
古
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本
を
あ
さ
る
に
は
神
田
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ボ
ー
ト
を
こ
ぐ
に
は
隅
田
川
と
い
う
ふ
う
に
、
往
復
の
電
車
賃
さ
え
と
ぼ
し
い

学
生
の
ふ
と
こ
ろ
に
は
、
相
当
こ
た
え
た
も
の
で
あ
る
」。

東
京
商
科
大
学
の
濫
觴
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）、
森
有
礼
（
文
部
大
臣
）
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
商
法
講
習
所
に
あ

る
と
さ
れ
、
同
校
は
わ
が
国
の
近
代
化
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

だ
が
、
そ
の
歴
史
は
、
決
し
て
坦
々
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
十
八
年
に
文
部
省
所
管
の
国
立
校
と
な
る
ま
で
は
、

そ
の
所
管
が
次
々
と
変
化
し
、
一
度
は
経
営
難
の
た
め
廃
校
の
決
議
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
国
立
移
管
後
も
数
回
の
危

機
が
あ
り
、
一
橋
は
全
校
を
あ
げ
て
こ
れ
を
乗
り
切
っ
て
き
た
。
そ
の
危
機
の
一
つ
は
、
正
芳
の
入
学
す
る
二
年
前
に
も
生
じ

た
。
若
槻
礼
次
郎
民
政
党
内
閣
の
緊
縮
政
策
に
よ
っ
て
伝
統
の
あ
る
予
科
と
専
門
部
が
廃
止
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
学

生
は
こ
れ
に
強
く
抵
抗
し
、
最
後
の
手
段
と
し
て
籠
城
戦
術
に
訴
え
、
こ
れ
を
弾
圧
す
る
警
官
と
の
間
に
乱
闘
が
行
わ
れ
て
負

傷
者
多
数
を
出
し
た
が
、
先
輩
な
ど
の
工
作
に
よ
り
政
府
が
方
針
を
撤
回
し
た
。

さ
ら
に
、
昭
和
八
年
の
一
月
、
正
芳
が
入
学
す
る
直
前
に
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
泰
斗
、
大
塚
金
之
助
教
授
が
第
五
次
共

産
党
事
件
連
座
の
嫌
疑
に
よ
り
、
警
視
庁
特
高
課
員
に
逮
捕
さ
れ
た
。
シ
ン
パ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
学
生
も
検
挙
さ
れ
て
退
学
処

分
を
受
け
、
唯
物
論
研
究
会
の
少
壮
教
授
の
中
か
ら
も
検
束
さ
れ
る
も
の
が
出
る
と
い
う
有
様
だ
っ
た
。

当
時
の
友
人
の
言
に
よ
れ
ば
、「
昭
和
八
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
て
は
、
激
動
と
混
乱
の
時
期
で
、
学
生
は
勉
強
を
一
生
懸
命

や
る
グ
ル
ー
プ
と
、
も
っ
ぱ
ら
遊
ぶ
グ
ル
ー
プ
の
二
つ
に
分
か
れ
た
」。
正
芳
は
、
お
そ
ら
く
前
者
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
必
修
科
目
の
ほ
か
、
私
は
杉
村
広
蔵
先
生
の
経
済
哲
学
、
山
内
得
立
先
生
の
哲
学
史
、
三
浦
新
七
先
生
の
文
明
史
、
牧
野

英
一
先
生
の
法
律
思
想
史
な
ど
、
手
当
り
次
第
に
、
欲
張
っ
て
受
講
す
る
こ
と
に
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
が
難
解

で
あ
っ
た
が
、
受
講
し
た
お
か
げ
で
、
思
想
史
、
と
り
わ
け
経
済
の
思
想
史
に
若
干
の
興
味
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」。

大
平
は
後
年
（
昭
和
三
十
八
年
）、
杉
村
教
授
へ
の
追
想
文
を
草
し
た
が
、
そ
の
中
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「（
杉
村
先
生
の
）
資
本
主
義
と
社
会
主
義
に
対
す
る
見
方
、
貨
幣
に
対
す
る
考
え
方
、
生
産
と
貯
蓄
と
投
資
の
機
能
と
そ
の
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限
界
、
経
済
性
の
理
念
の
指
向
す
る
も
の
、
ひ
い
て
は
そ
の
前
提
に
う
か
ぶ
文
化
価
値
と
い
う
も
の
等
々
の
精
神
と
構
造
へ
の

理
解
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
開
眼
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
更
に
は
歴
史
に
対
す
る
考
え
方
、
人
生
の

モ
チ
ー
ブ
に
対
す
る
反
省
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
恵
ま
れ
た
こ
と
も
、
大
き
な
悦
び
で
あ
り
ま
し
た
。
尚
先
生
は
大
学
は
方
法

論
を
生
命
と
し
、
従
っ
て
大
学
生
は
そ
の
方
法
論
を
体
得
し
な
け
れ
ば
大
学
に
学
ん
だ
ね
う
ち

．
．
．

が
な
い
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ

と
を
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
私
の
大
学
に
お
け
る
デ
ン
ケ
ン
の
修
業
に
、
大
き
い
刺
戟
と
な
り
又
導
き
の
星
と
な

り
ま
し
た
」。

こ
う
し
て
大
平
は
、
晩
年
ま
で
、
杉
村
教
授
の
著
書
を
身
辺
か
ら
離
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
正
芳
の
心
を
動
か
し
た
講
義
が
あ
っ
た
。

「
中
山
伊
知
郎
助
教
授
も
、
杉
村
先
生
と
並
ん
で
学
生
の
間
に
人
気
が
あ
っ
た
。
恩
師
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
流
れ
を
汲
む
新

進
の
学
究
で
、
わ
れ
わ
れ
は
先
生
か
ら
経
済
原
理
の
講
義
を
き
く
こ
と
が
で
き
た
。
や
が
て
そ
の
内
容
は
、
�
常
に
変
動
す
る
経

済
現
象
を
観
察
す
る
時
、
最
も
特
質
的
な
こ
と
は
そ
の
相
互
の
依
存
関
係
で
あ
り
、
経
済
理
論
の
基
本
部
分
は
、
均
衡
理
論
の

あ
ら
ゆ
る
形
態
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
学
と
は
均
衡
理
論
で
貫
か
れ
た
一
体
系
で
あ
る
�
と
い
う
立
場
を
と
ら
れ
、

そ
れ
が
純
粋
経
済
学
と
し
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
」。

正
芳
は
、
大
学
二
年
に
進
学
す
る
と
、
上
田
辰
之
助
教
授
の
本
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
参
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

「
上
田
先
生
は
、
経
済
学
者
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
社
会
学
者
で
あ
り
、
社
会
学
者
で
あ
る
前
に
実
の
と
こ
ろ
言
語
学
者

で
あ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
生
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
研
究
そ
の
他
の
お
仕
事
も
、
そ
の
言
語
学
的
な
素
養
を
抜
き

に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
た
い
て
い
吉
祥
寺
の
先
生
の
お
宅
で
行
わ
れ
た
。
R
・
H
・
ト

ー
ニ
ー
の
『
獲
得
社
会
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
彼
の
経
済
思
想
を
と
い
う
よ
り
は
、
ト
ー
ニ
ー
の
英
文
自
体
の
言
語
社
会
学

的
な
解
明
を
教
わ
っ
た
。
…
…
私
は
先
生
か
ら
、
き
び
し
い
し
ご
き
を
通
し
て
言
葉
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
」。

大
平
正
芳
が
の
ち
に
、
政
治
家
と
し
て
は
珍
し
く
豊
富
な
語
彙
を
駆
使
し
、
独
自
の
説
得
性
と
リ
ズ
ム
を
持
つ
文
章
を
書
い
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た
こ
と
は
、
人
々
の
等
し
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
能
力
は
、
上
田
ゼ
ミ
で
大
い
に
磨
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
芳
は
、
杉
村
教
授
か
ら
は
歴
史
と
哲
学
の
方
法
論
を
学
び
、
中
山
助
教
授
か
ら
は
経
済
学
の
基
本
を

学
び
、
そ
し
て
、
上
田
教
授
か
ら
は
こ
れ
ら
の
思
想
構
築
の
根
幹
と
な
る
言
語
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
大
平

正
芳
と
い
う
人
物
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

商
法
講
習
所
時
代
か
ら
算
え
れ
ば
、
今
日
ま
で
百
十
年
余
、
一
橋
大
学
は
、
キ
ャ
プ
テ
ン
・
オ
ブ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
の
旗

印
の
も
と
に
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
人
材
を
実
業
界
に
送
り
だ
し
た
が
、
政
界
、
官
界
、
学
界
、
教
育
界
等
に
進
ん
で
功
績
を
あ

げ
た
人
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
定
員
の
少
な
い
単
科
大
学
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
明
治
以
来
被
っ
て
き
た
度
重
な

る
圧
迫
も
あ
っ
て
か
、同
窓
の
結
び
つ
き
は
堅
く
、
同
期
生
で
な
く
て
も
助
け
合
う
の
が
こ
の
大
学
の
よ
き
伝
統
と
な
っ
て
い
る
。

大
平
は
、「
私
は
そ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
に
仲
間
入
り
を
許
さ
れ
た
ば
か
り
に
、
ど
れ
だ
け
助
か
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
」
と
書
い
て

い
る
が
、
事
実
、
後
年
政
界
に
出
る
彼
は
、
一
橋
フ
ァ
ミ
リ
ー
か
ら
少
な
か
ら
ざ
る
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
重
要
な
一
人
が
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
年
）
卒
業
の
加
藤
藤
太
郎
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
加
藤
は
香
川
県
立
三

豊
中
学
校
の
第
二
回
卒
業
生
で
、
正
芳
に
と
っ
て
は
中
学
の
先
輩
に
も
当
た
る
。

加
藤
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
（
一
橋
大
学
の
前
身
）
卒
業
後
、
王
子
製
紙
に
入
社
し
た
。
終
戦
時
に
は
副
社
長
で
あ
っ
た

が
、
G
H
Q
の
追
放
に
遭
い
、
王
子
を
退
い
た
。
追
放
が
解
除
さ
れ
る
や
、
廃
墟
と
な
っ
て
い
た
王
子
製
紙
神
崎
工
場
を
再
建

し
、
神
崎
製
紙
を
創
立
し
て
、
そ
の
初
代
社
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

太
平
は
、
学
生
時
代
か
ら
、
日
比
谷
の
三
信
ビ
ル
に
あ
っ
た
王
子
製
紙
に
加
藤
を
訪
ね
、
学
生
県
人
会
に
寄
付
を
依
頼
す
る

な
ど
い
く
た
び
も
接
触
し
て
敬
慕
の
念
を
強
め
、
ま
た
加
藤
も
正
芳
の
人
柄
を
愛
し
、
二
人
は
さ
な
が
ら
親
子
の
よ
う
な
関
係

に
入
っ
て
行
く
。
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大
学
へ
入
学
し
て
以
後
も
、
正
芳
は
キ
リ
ス
ト
教
と
縁
を
絶
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
聖
書
へ
の
関
心
を
深
め
た
。

大
阪
時
代
か
ら
、
当
時
、
無
教
会
派
の
主
要
人
物
で
あ
っ
た
矢
内
原
忠
雄
（
の
ち
東
京
大
学
総
長
）
の
著
作
に
は
特
に
傾
倒
し

て
お
り
、
自
由
ケ
丘
の
矢
内
原
邸
を
訪
ね
て
「
聖
書
研
究
会
」
に
参
加
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
賀
川
豊
彦

の
門
を
た
た
い
て
聖
書
の
講
義
を
聴
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
時
、
一
橋
Y
M
C
A
で
一
緒
だ
っ
た
友
人
の
一
人
は
、
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

「
知
り
あ
っ
て
ま
も
な
く
、
大
平
君
を
賀
川
豊
彦
先
生
に
紹
介
し
た
。
賀
川
先
生
の
教
会
は
当
時
京
王
線
の
松
沢
に
あ
っ
た

が
、
そ
の
日
は
府
中
の
幼
稚
園
で
講
話
が
あ
っ
た
。
話
は
�
山
上
の
垂
訓
�
だ
っ
た
。
講
話
が
終
わ
っ
て
か
ら
大
平
君
を
紹
介

し
、
二
人
で
賀
川
先
生
を
駅
ま
で
見
送
っ
た
。
先
生
は
改
札
を
出
て
ホ
ー
ム
に
達
す
る
と
、
暗
闇
の
中
で
�
大
平
く
ー
ん
�
と

彼
の
名
を
呼
ん
だ
。
そ
し
て
�
お
雑
煮
を
食
わ
す
か
ら
正
月
に
き
た
ま
え
�
と
、
大
き
な
声
で
彼
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
私
の

名
で
な
く
初
め
て
会
っ
た
彼
の
名
が
呼
ば
れ
た
こ
と
に
ジ
ェ
ラ
シ
ー
を
感
じ
た
の
か
、
先
生
の
声
が
奇
妙
に
は
っ
き
り
耳
に
残

っ
て
い
る
」。

ま
た
、
正
芳
は
、
こ
の
時
期
、
金
集
め
や
人
集
め
な
ど
に
お
い
て
も
な
か
な
か
の
才
を
発
揮
し
て
い
る
。
昭
和
九
年
四
月
に

決
定
さ
れ
た
一
橋
Y
M
C
A
寮
の
建
設
の
た
め
の
募
金
活
動
で
は
、「
私
は
、
こ
の
建
設
の
た
め
趣
意
書
を
も
っ
て
、
関
東
、
関

西
各
地
の
諸
先
輩
を
歴
訪
行
脚
し
た
。
幸
い
に
一
万
五
千
円
程
度
の
醵
金
の
確
保
に
成
功
し
、
国
立
の
木
立
ち
の
中
に
二
階
建

の
寮
が
で
き
上
が
っ
て
、
大
堀
さ
ん
と
い
う
親
切
な
信
心
深
い
寮
母
さ
ん
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
」。

さ
ら
に
、
行
政
法
の
講
義
を
担
当
し
た
美
濃
部
達
吉
教
授
が
、
昭
和
十
年
、
そ
の
天
皇
機
関
説
に
つ
い
て
国
粋
主
義
者
の
攻

撃
を
受
け
、
教
壇
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
正
芳
は
受
講
し
て
い
た
も
の
（
五
人
）
だ
け
で
お
別
れ
会
を
や
る
の
は
も
っ

た
い
な
い
と
、
大
学
の
掲
示
板
に
、
�
美
濃
部
博
上
と
昼
食
を
共
に
す
る
会
�
と
い
う
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ
て
、
食
堂
に
入
り
切
れ

な
い
く
ら
い
の
学
生
を
集
め
た
と
い
う
。
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正
芳
が
大
学
生
活
を
送
っ
た
こ
の
昭
和
十
年
前
後
は
、
日
本
軍
の
中
国
大
陸
へ
の
進
出
が
着
々
と
進
み
、
や
が
て
日
中
間
の

全
面
戦
争
へ
発
展
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
国
内
で
は
こ
れ
に
呼
応
し
て
、
軍
国
主
義
化
、
戦
時
体
制
化
が
進
行
し
て
い
た
。
だ

が
、
昭
和
初
頭
に
破
滅
的
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
経
済
は
、
昭
和
六
年
の
満
州
事
変
を
契
機
に
回
復
に
む
か
い
、
輸
出
も
増
大

し
、
重
化
学
工
業
を
中
心
に
景
気
は
活
況
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
文
化
の
面
で
も
、
都
市
化
と
大
衆
化
が
進
み
、
新
し
い

昭
和
文
化
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。

正
芳
は
、
大
学
生
活
の
中
で
、
こ
う
し
た
文
化
を
楽
し
ん
だ
が
、
そ
の
期
間
は
ま
た
た
く
間
に
終
わ
り
、
学
生
に
と
っ
て
は

就
職
問
題
と
い
う
難
関
が
近
づ
い
て
き
た
。

「
…
…
心
の
ど
こ
か
に
�
住
友
�
に
魅
力
を
感
じ
、
で
き
れ
ば
住
友
に
は
い
り
た
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
、
住
友
鉱
山
の
四
阪
島
製
錬
所
の
煙
を
見
な
が
ら
学
校
へ
通
っ
て
い
た
し
、
住
友
財
閥
の
発
祥

の
地
、
別
子
銅
山
に
は
、
郷
里
の
村
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
人
が
働
き
に
行
っ
て
い
た
。
私
が
渉
猟
し
た
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
本

の
多
く
が
、
矢
内
原
、
黒
崎
（
幸
吉
）、
江
原
（
万
里
）
の
各
先
生
の
も
の
で
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
住
友
と
縁
の
あ
る
方
で
あ
っ

た
。
ま
た
当
時
私
は
、
川
田
順
氏
の
和
歌
や
随
筆
（
と
く
に
歴
史
物
）
が
好
き
で
、
川
田
さ
ん
の
二
十
数
冊
に
及
ぶ
著
書
は
ほ

と
ん
ど
読
ん
で
い
た
。
そ
の
川
田
さ
ん
が
住
友
の
理
事
を
し
て
い
た
し
、
住
友
の
こ
と
を
よ
く
書
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
、

心
理
的
に
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」。

一
方
、
こ
の
頃
は
、
中
央
官
庁
が
新
卒
者
の
採
用
に
当
た
っ
て
、
東
京
帝
国
大
学
出
身
の
法
学
士
偏
重
か
ら
経
済
学
部
の
出

身
者
に
目
を
む
け
て
き
た
時
期
で
も
あ
り
、
経
済
の
分
野
を
得
意
と
す
る
商
大
の
学
生
が
官
吏
の
道
を
め
ざ
し
て
、
高
等
文
官

試
験
の
関
門
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

中
学
入
学
時
に
将
来
の
志
望
を
�
官
吏
�
と
書
い
た
こ
と
の
あ
る
正
芳
は
、
自
分
の
周
辺
で
、
上
級
生
や
仲
間
が
高
等
文
官

試
験
を
受
け
る
様
子
を
見
て
、
こ
れ
を
受
験
す
る
志
を
立
て
、
猛
烈
な
勉
強
を
開
始
し
た
。

大平正芳―人と思想



三
年
に
進
級
す
る
昭
和
十
年
の
春
、
正
芳
の
東
京
で
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
前
出
の
従
兄
大
平
秀
雄
が
、
駐
在
武
官
と
し
て
中

華
民
国
へ
赴
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
と
が
夫
人
と
子
供
だ
け
に
な
る
の
で
、
正
芳
は
国
分
寺
の
下
宿
を
引
き
払
い
、
中
野

に
あ
っ
た
秀
雄
の
家
に
移
り
住
ん
で
、
こ
こ
を
卒
業
ま
で
の
勉
強
の
場
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
年
の
五
月
に
は
、
商
法
研
究
の
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
て
い
た
米
谷
隆
三
教
授
が
帰
国
し
た
の
で
、
正
芳
は
そ
の

教
え
を
受
け
た
。
同
門
の
一
人
は
言
う
。「
米
谷
先
生
は
気
骨
の
あ
る
学
者
で
、
大
平
さ
ん
も
慕
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う

き
っ
か
け
か
忘
れ
ま
し
た
が
、
米
谷
先
生
が
、
あ
る
日
、
大
平
さ
ん
を
評
し
て
、
�
実
に
大
人
物
だ
�
と
言
っ
た
の
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
」。

高
等
文
官
試
験
を
受
け
た
の
は
、
そ
の
年
の
九
月
、
発
表
は
十
月
で
、
正
芳
は
行
政
科
に
二
桁
番
で
合
格
し
た
。
こ
の
と
き
、

高
松
高
商
出
身
の
後
輩
全
部
が
集
ま
っ
て
正
芳
の
合
格
祝
勝
会
を
行
っ
た
が
、
席
上
の
あ
い
さ
つ
で
、
正
芳
は
「
試
験
の
答
案

は
�
薄
化
粧
の
女
性
�
の
如
く
謙
虚
に
書
く
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
�
あ
れ
も
知
っ
て
い
る
、
こ
れ
も
知
っ
て
い
る
�
と
い
う
具

合
に
、
ゴ
テ
ゴ
テ
書
く
と
、
結
局
化
粧
く
ず
れ
で
地
肌
が
露
出
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
薄
化
粧
に
し
ろ
厚
化
粧
に
し
ろ
、

大
平
さ
ん
は
、
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
女
性
を
知
っ
て
い
る
ん
で
す
か
」
と
参
加
者
の
一
人
が
言
っ
て
、
爆
笑
と
な
っ
た
。

ま
た
彼
は
、
卒
業
し
た
年
の
八
月
に
発
行
さ
れ
た
高
松
高
商
の
同
窓
会
誌
に
、
後
輩
の
受
験
希
望
者
に
む
け
て
、「
高
等
試
験

断
想
」
と
題
す
る
小
文
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
第
一
に
、
自
分
は
官
吏
に
な
る
ん
だ
と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
、
第
二

に
、
経
済
科
目
を
選
ん
で
自
分
の
特
長
を
伸
ば
す
こ
と
、
第
三
に
、
日
常
経
験
を
経
済
学
の
原
則
と
関
連
し
て
考
え
る
、
い
わ

ば
「
生
き
た
学
問
」
を
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

高
等
文
官
試
験
を
通
っ
た
正
芳
は
、
奨
学
資
金
を
受
け
て
き
た
鎌
田
育
英
会
の
鎌
田
勝
太
郎
（
当
時
貴
族
院
議
員
）
の
と
こ

ろ
へ
相
談
に
行
き
、
そ
の
紹
介
で
十
月
頃
、
大
蔵
次
官
の
津
島
寿
一
を
訪
ね
た
。

津
島
は
、
香
川
県
坂
出
の
人
。
一
高
、
東
大
を
卒
業
し
て
、
大
蔵
省
に
入
り
、
エ
リ
ー
ト
中
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
、
若
く
し
て
頭
角

を
あ
ら
わ
し
た
。
海
外
駐
在
財
務
官
と
し
て
活
躍
、
理
財
局
長
か
ら
次
官
と
な
り
、
こ
の
と
き
は
高
橋
是
清
蔵
相
に
仕
え
て
い
た
。
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正
芳
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
、
松
平
頼
寿
伯
爵
（
高
松
藩
主
松
平
頼
聡
の
長
男
、
当
時
貴
族
院
議
員
）
が
香
川
県
出
身
の
学
生

を
小
石
川
の
広
壮
な
邸
宅
に
招
待
し
た
ガ
ー
デ
ン
パ
ー
テ
ィ
ー
で
津
島
と
顔
を
合
わ
せ
た
り
、
ま
た
、
津
島
が
大
蔵
省
財
務
官

時
代
、
大
学
に
講
演
に
来
た
と
き
、
数
人
の
香
川
出
身
の
学
生
と
と
も
に
津
島
と
一
緒
に
写
真
を
と
っ
た
り
し
た
こ
と
は
あ
っ

た
が
、
全
く
紹
介
な
し
で
就
職
を
依
頼
す
る
ほ
ど
親
し
い
関
係
で
は
な
か
っ
た
。

の
ち
に
大
平
の
記
す
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
そ
の
模
様
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

然
る
べ
き
と
こ
ろ
に
紹
介
を
頼
む
つ
も
り
で
い
た
正
芳
に
津
島
は
、
突
然
、

「
君
、
大
蔵
省
に
こ
い
」
と
言
っ
た
。

「
こ
い
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
採
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
か
」。

面
く
ら
っ
た
正
芳
が
そ
う
言
う
と
、

「
本
日
た
だ
い
ま
、
こ
こ
で
採
用
し
て
や
る
。
ほ
か
を
受
け
な
い
で
よ
ろ
し
い
」
と
津
島
は
断
言
し
た
。

正
芳
は
、「
し
か
し
、
私
は
東
京
商
大
で
す
か
ら
、
大
蔵
省
に
は
む
か
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
っ
た
。

「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
大
蔵
省
は
い
ま
ま
で
東
大
ば
か
り
で
、
た
ま
に
京
大
が
入
る
ぐ
ら
い
だ
。
ど
の
事
務
官
に
何
か
を

聞
い
て
も
、
返
っ
て
く
る
答
え
は
み
ん
な
同
じ
だ
。
こ
れ
で
は
い
か
ん
。
ち
が
っ
た
血
が
必
要
だ
。
君
、
大
蔵
省
に
来
た
ま
え
」。

立
身
出
世
し
た
も
の
が
、
郷
土
の
後
輩
に
就
職
の
道
を
開
い
て
や
る
習
慣
が
い
ま
よ
り
も
強
か
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
そ

れ
に
し
て
も
大
平
正
芳
の
入
省
の
経
緯
が
右
の
記
述
の
と
お
り
で
あ
る
と
し
た
ら
、
津
島
の
対
応
は
か
な
り
破
天
荒
で
あ
る
。

津
島
の
殿
様
然
と
し
た
態
度
が
省
内
で
ま
か
り
と
お
っ
て
い
た
た
め
か
、
正
芳
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
手
を
つ
く
し
て
調
べ
た

上
、
然
る
べ
き
手
続
き
を
と
っ
て
あ
っ
た
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
で
正
芳
の
大
蔵
省
入
り
が
決
ま

っ
た
。
商
大
か
ら
は
七
年
ぶ
り
の
入
省
で
あ
る
。

正
芳
は
、
早
速
郷
里
へ
手
紙
を
だ
し
て
、
家
族
の
も
の
に
知
ら
せ
た
。
そ
れ
に
は
「
津
島
先
生
が
会
っ
て
く
れ
て
、
帰
り
に
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は
車
ま
で
つ
け
て
も
ら
っ
た
。
天
に
も
昇
る
ほ
ど
う
れ
し
か
っ
た
」
と
書
い
て
あ
っ
た
と
い
う
。

お
そ
ら
く
津
島
大
蔵
次
官
に
会
っ
た
直
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
大
学
が
就
職
あ
っ
せ
ん
に
つ
い
て
、
学
生
に
提
出
を
求

め
て
い
る
「
人
物
調
」
と
い
う
用
紙
に
、
正
芳
は
次
の
よ
う
に
記
入
し
て
い
る
。

ま
ず
、「
就
職
志
願
先
」
に
つ
い
て
は
、
�
第
一
志
望
、
官
庁
、
第
二
志
望
、
特
殊
銀
行
�
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
し
大

蔵
省
に
入
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
、「
日
銀
」
そ
の
他
の
半
官
的
な
機
関
に
入
り
た
い
と
い
う
希
望
が
表
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時

正
芳
は
は
っ
き
り
と
「
官
」
を
志
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
こ
の
「
人
物
調
」
に
よ
れ
ば
、
身
長
は
一
六
九
糎
、

体
重
は
六
九
瓩
、
趣
味
は
和
楽
、
映
画
で
あ
る
。
運
動
は
テ
ニ
ス
、
陸
上
競
技
、
ピ
ン
ポ
ン
。
そ
し
て
、
長
所
は
快
活
ニ
シ
テ

円
満
、
素
朴
と
あ
る
が
、
短
所
は
理
智
的
判
断
ヨ
リ
モ
感
情
ニ
オ
ボ
レ
易
イ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
折
に
触
れ
観
察
し
て
き
た
正
芳
の
性
格
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
大
学
卒
業
時
点
で
の
「
感
情
ニ
オ
ボ
レ

易
イ
」
と
い
う
自
評
は
、
注
目
に
値
す
る
。

正
芳
が
、「
職
分
社
会
と
同
業
組
合
」
と
題
す
る
卒
業
論
文
の
執
筆
に
着
手
し
た
の
は
、
高
等
文
官
試
験
が
終
わ
り
、
大
蔵
省

入
省
も
内
定
し
て
、
し
ば
ら
く
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
国
家
試
験
を
終
へ
て
か
ら
の
十
月
、
十
一
月
は
気
分
の
弛
緩
と
テ
ー
マ

の
と
り
方
に
煩
は
さ
れ
て
従
ら
に
低
迷
を
続
け
少
し
も
捗
ら
な
か
っ
た
。
十
二
月
に
入
っ
て
漸
く
倉
皇
と
し
て
起
草
し
た
」
と
、

彼
は
論
文
の
「
小
序
」
の
末
尾
に
記
し
て
い
る
。

卒
論
の
内
容
は
、
ト
ー
ニ
ー
の
『
獲
得
社
会
』（The

A
cquisitive

Society,1921

）
を
中
世
の
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の

政
治
経
済
哲
学
の
現
代
版
と
見
、
�
自
由
競
争
も
階
級
闘
争
も
、
と
も
に
社
会
を
混
乱
に
陥
れ
て
�
い
る
現
在
、
�
こ
の
対
立
を

止
揚
せ
る
全
体
、
分
裂
を
克
服
す
る
統
一
、
闘
争
を
超
え
た
調
和
が
要
望
さ
れ
る
の
は
、
歴
史
の
必
然
の
歩
み
�
で
あ
る
と
し
、

同
時
に
、
現
実
的
な
関
心
と
し
て
、
当
時
、
世
界
各
国
で
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
産
業
統
制
の
動
向
に
着
眼
し
て
、
同
業
組
合
を

�
国
家
と
個
人
と
を
媒
体
す
る
組
織
�
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

学
士
試
験
に
合
格
し
た
正
芳
の
成
績
は
三
年
間
で
優
が
二
十
六
、
良
が
七
、
可
は
ゼ
ロ
。
卒
論
の
評
点
は
優
で
あ
る
。
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正
芳
は
、
も
は
や
、
三
年
余
り
前
、
大
阪
の
桃
谷
順
天
館
に
つ
と
め
な
が
ら
、
友
人
に
悶
々
た
る
手
紙
を
送
っ
た
彼
で
は
な

か
っ
た
。
聖
書
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
理
解
は
深
め
て
い
た
に
し
て
も
、
布
教
運
動
に
引
き
ず
り
ま
わ
さ
れ
る
彼
で
も
な

く
な
っ
て
い
た
。
彼
は
、
よ
き
師
に
め
ぐ
り
会
っ
て
学
問
の
深
遠
を
学
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
身
背
景
の
友
人
と
接
し
て
友
情
を

培
い
、
ま
た
同
時
に
大
都
会
の
混
濁
と
活
力
に
触
れ
つ
つ
、
そ
の
個
性
を
豊
か
に
し
、
社
会
へ
の
視
野
を
広
げ
て
い
た
の
で
あ

る
。

大平正芳―人と思想
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