
広
い
視
野
と
的
確
な
洞
察

堤
　

清

二

は
じ
め
て
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
先
生
が
代
議
士
に
な
ら
れ
て
か
ら
そ
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
頃
だ
っ
た
。
当
時
、
衆
議
院
に

籍
を
持
っ
て
い
た
父
か
ら
会
社
の
事
務
所
に
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
、「
こ
れ
か
ら
お
前
の
店
に
行
か
れ
る
か
ら
」
と
先
生
の
名
前

を
告
げ
た
。
間
も
な
く
、
人
の
気
配
を
感
じ
て
読
ん
で
い
た
書
類
か
ら
眼
を
あ
げ
る
と
、
そ
こ
に
先
生
が
無
言
で
立
っ
て
お
ら
れ
て
、

私
は
あ
わ
て
た
。
そ
の
頃
、
私
の
事
務
所
は
池
袋
駅
の
傍
の
木
造
二
階
建
社
屋
の
片
隅
に
あ
っ
て
、
受
付
も
秘
書
嬢
も
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
話
の
内
容
は
、
ク
ラ
リ
ー
金
銭
登
録
機
の
こ
と
か
何
か
だ
っ
た
と
思
う
。
用
件
は
記
憶
に
定
か
で
は
な
い
が
、

先
生
の
印
象
は
今
で
も
極
め
て
鮮
明
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
大
分
経
っ
て
、
池
田
内
閣
の
官
房
長
官
に
就
任
さ
れ
た
頃
か
ら
、
お
目
に
か
か
る
機
会
も
多
く
な
っ
た
。
末
広
会
と
い

う
財
界
人
が
作
っ
て
い
る
会
に
、
先
輩
の
お
引
き
ま
わ
し
で
参
加
し
た
り
、
比
較
的
若
い
経
営
者
が
集
ま
っ
て
先
生
の
話
を
う
か
が

う
会
も
で
き
た
。
大
雄
会
が
こ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
先
生
の
晩
年
の
十
三
、
四
年
は
、
比
較
的
謦
咳
に
接
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

三
年
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
が
、
ソ
連
と
の
貿
易
に
関
連
し
て
、
こ
れ
は
先
生
の
ご
意
見
を
う
か
が
っ
て
か
ら
に
し
よ
う
と
思
う
計
画

が
あ
っ
て
、
お
訪
ね
し
た
時
の
こ
と
だ
。「
ソ
連
は
周
囲
か
ら
攻
め
こ
ま
れ
る
危
険
と
い
う
こ
と
を
、
い
つ
も
考
え
て
い
る
国
だ
」

と
先
生
は
い
わ
れ
た
。
革
命
直
後
、
日
本
も
含
め
て
周
囲
の
国
が
侵
入
し
た
歴
史
が
先
生
の
頭
の
な
か
に
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。「
日

本
人
に
は
ソ
連
嫌
い
が
多
い
が
、
い
や
だ
か
ら
と
い
っ
て
お
互
い
に
引
越
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
動
き
に
く

い
こ
と
も
多
い
の
で
、
民
間
で
細
い
流
れ
が
い
く
つ
も
で
き
て
い
て
く
れ
る
こ
と
は
あ
り
が
た
い
ね
。
い
い
こ
と
だ
と
思
う
な
」
と



も
励
ま
し
て
下
さ
っ
た
。

西
武
美
術
館
で
エ
ジ
プ
ト
か
ら
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
を
持
っ
て
き
た
い
、
と
い
う
話
が
起
っ
た
さ
い
も
、
私
は
先
生
に
教
え
て
も
ら

い
に
行
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
エ
ジ
プ
ト
、
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ス
ラ
エ
ル
、
エ
ジ
プ
ト
と
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ク
等
々
、
中
近
東
諸
国
を
め
ぐ

る
複
雑
な
情
勢
を
、
先
生
は
私
に
も
分
か
る
よ
う
に
話
し
て
下
さ
っ
た
。
私
は
先
生
が
常
に
幅
広
い
情
報
を
集
め
、
床
屋
政
談
的
な
、

た
だ
俗
耳
に
勇
ま
し
く
聞
え
る
だ
け
の
浅
い
議
論
を
超
え
て
、
世
界
の
動
き
に
的
確
な
分
析
と
洞
察
力
を
欠
か
す
こ
と
が
な
か
っ
た

の
を
知
っ
て
い
る
。

お
邪
魔
す
る
と
、
い
つ
も
先
生
が
腰
を
下
す
椅
子
の
傍
に
は
十
数
冊
の
本
が
積
ま
れ
、
丹
念
に
眼
を
通
し
て
お
ら
れ
る
姿
に
ぶ
つ

か
っ
た
。
総
理
に
な
る
前
、「
日
本
の
政
治
風
土
で
は
、
あ
ま
り
本
を
読
む
と
総
理
に
な
れ
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

気
を
つ
け
て
下
さ
い
」
な
ど
と
、
違
う
世
界
に
住
ん
で
い
る
後
輩
の
気
易
さ
で
愚
見
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。「
そ
う
か
ね
、
こ
れ

は
も
う
習
性
み
た
い
な
も
の
で
ね
」
と
、
そ
の
時
、
先
生
は
苦
笑
し
て
い
た
。
こ
れ
は
私
事
に
わ
た
っ
て
恐
縮
だ
け
れ
ど
も
、
私
が

あ
る
雑
誌
に
連
載
し
た
作
品
が
本
に
な
っ
た
の
を
、「
北
海
道
に
遊
説
に
行
く
飛
行
機
の
な
か
で
読
ん
だ
」
と
い
わ
れ
て
大
変
驚
い

た
こ
と
が
あ
る
。「
君
は
商
売
間
違
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
」
と
、
そ
の
時
は
か
ら
か
わ
れ
た
。
私
が
自
分
の
文
学
作
品
に
つ
い
て

政
治
家
か
ら
感
想
を
う
か
が
っ
た
の
は
先
生
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
具
合
だ
っ
た
か
ら
、
最
後
に
私
邸
に
お
邪
魔
し
た
時
、
私
は
そ
の
頃
読
ん
で
啓
発
さ
れ
た
中
村
雄
二
郎
氏
の
『
知
の
変
貌
』

と
い
う
哲
学
の
本
を
献
呈
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
西
欧
的
な
知
の
ゆ
き
づ
ま
り
を
、
欧
米
の
人
が
ど
う
受
け
と
め
、
そ
う
し
た
文

脈
の
な
か
で
日
本
を
見
る
眼
が
、
政
治
の
面
で
も
経
済
の
面
で
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
、
生
意
気
な

こ
と
も
申
し
上
げ
た
。
先
生
は
、
お
そ
ら
く
お
読
み
に
な
る
時
間
が
、
も
う
そ
の
頃
は
肉
体
的
に
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
今

に
な
っ
て
思
う
。
長
い
間
、
慣
れ
親
し
む
こ
と
の
で
き
た
後
輩
の
一
人
と
し
て
寂
寞
の
感
に
た
え
な
い
。

（
西
武
百
貨
店
会
長
）
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