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●
参
考

藤
田
省
三
『
全
体
主
義
の
時
代
経
験
』【309/F3/1

】（
北
野
高
校
図
書
館
）

■
目
標

〈
昭
和
の
文
体
〉
と
思
考
に
ふ
れ
る

■
追
跡

①

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
に
乗
鞍
岳
に
上
っ
て
行
く
自
動
車
道
路
が
作
ら
れ
た
。
い
う
ま
で
も
な

く
「
観
光
施
設
」
と
し
て
「
開
発
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
嘗
て
の
「
山
」
は
恐
れ
を
以
て
仰
が
れ
、
敬
意

を
以
て
尊
ば
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
近
づ
く
こ
と
の
困
難
、
そ
の
中
に
生
ず
る
様
々
な
不
測
の
事
態
、
そ

し
て
水
源
地
と
し
て
、
又
材
木
や
燃
料
や
木
の
子
の
宝
庫
と
し
て
私
た
ち
の
生
存
を
保
証
し
て
く
れ
る
こ

と
の
有
り
難
さ
。
墓
場
で
あ
り
他
界
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
の
保
護
者
で
あ
り
発
生
の
源
泉
で
も
あ
る
、

そ
の
両
義
性
の
持
つ
不
思
議
さ
は
私
た
ち
の
畏
敬
の
念
を
駆
り
立
て
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
。

「
山
」
と
は
何
か
。
①
恐
れ
と
敬
意
の
対
象
②
（
恐
れ
）
近
づ
く
こ
と
の
困
難
、
様
々
な
不
測
の
事
態
、

墓
場
、
他
界
③
（
敬
意
）
水
源
地
、
材
木
、
燃
料
、
木
の
子
の
宝
庫
、
社
会
の
保
護
者
、
命
の
源
泉
。

問
題
提
起
は
、
そ
の
「
山
」
が
「
開
発
」
さ
れ
た
と
い
う
事
実
。
「
開
発
」
は
何
を
も
た
ら
し
た
か
？

こ
れ
が
本
編
の
モ
チ
ー
フ
だ
ろ
う
。

②

し
か
し
、
そ
の
「
山
」
―
―
し
か
も
「
山
」
の
中
の
「
山
」
と
し
て
の
「
岳
」（
タ
ケ
）
す
ら
も
が

一
個
の
「
施
設
」
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
安
全
で
「
楽
し
い
遊
園
地
」
の
延
長
物
へ
と
変
質
し
た

の
で
あ
っ
た
。
「
山
」
の
歴
史
は
か
く
て
終
わ
っ
た
。
そ
し
て
「
山
の
前
史
」
の
終
焉
は
、
山
を
経
験
の

相
手
と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
形
造
ら
れ
て
来
た
私
た
ち
人
間
の
感
覚
の
世
界
に
構
造
的
な
終
焉
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
一
つ
の
現
れ
が
、
厳
し
い
存
在
に
対
す
る
感
受
性
の
欠
落
で
あ
り
、
さ
ら

に
正
確
に
言
え
ば
厳
し
さ
と
優
し
さ
の
両
義
的
共
在
に
対
す
る
感
得
能
力
の
全
き
消
滅
で
あ
る
。
優
し
さ

は
ひ
た
す
ら
優
し
い
だ
け
の
微
温
性
の
中
に
し
か
発
見
さ
れ
ず
、
厳
し
さ
は
唯
々
機
械
的
秩
序
に
基
づ
く

た
だ
た
だ

強
権
的
命
令
の
中
に
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
―
―
と
い
う
感
受
性
の
単
元
化
が
、
今
、
史
上

初
め
て
全
般
的
な
規
模
で
発
生
し
て
い
る
。
読
解
問
題
１
外
界
と
他
者
に
対
す
る
受
容
器
が
根
本
的
な
損

傷
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
証
拠
が
欲
し
い
な
ら
ば
、
先
ず
自
ら
を
省
み
よ
。
自
ら

の
生
活
様
式
の
実
態
を
省
察
せ
よ
。
そ
う
し
て
そ
の
営
み
の
延
長
線
上
に
発
生
す
る
世
界
へ
の
新
た
な
認

識
こ
そ
が
、
感
受
性
の
構
造
的
回
復
を
も
た
ら
す
第
一
歩
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
か
。
次
に
示

す
小
さ
な
一
例
を
見
ら
れ
た
い
。

濃
厚
な
文
体
で
し
ょ
う
？

京
大
が
好
み
そ
う
な
。
濃
く
、
か
つ
、
鋭
利
。
息
づ
く
よ
う
な
力
が
あ
っ

て
、
訴
え
か
け
て
く
る
文
体
。
心
配
無
用
。
丹
念
に
追
え
ば
、
か
な
ら
ず
応
え
て
く
れ
る
文
体
で
も
あ
る
。
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山
の
遊
園
地
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
人
間
の
「
厳
し
さ
と
優
し
さ
の
両
義
的
共
在
に
対
す
る
感
得

能
力
の
全
き
消
滅
」
だ
と
藤
田
は
い
う
。
厳
し
さ
と
や
さ
し
さ
を
共
に
持
つ
も
の
の
例
が
山
で
あ
る
。
人

間
は
そ
れ
に
対
し
て
、
恐
れ
と
敬
意
の
入
り
混
じ
っ
た
、
文
字
通
り
「
畏
敬
の
念
」
を
抱
い
て
き
た
。
―

―
「
開
発
」
の
時
代
、
そ
れ
が
消
滅
し
た
。
「
畏
敬
の
念
」
が
消
滅
し
た
か
ら
こ
そ
、
畏
敬
の
対
象
で
あ

っ
た
は
ず
の
山
に
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

「
畏
敬
」
は
、
「
ひ
た
す
ら
優
し
い
だ
け
の
微
温
性
」
へ
の
埋
没
と
「
機
械
的
秩
序
に
基
づ
く
強
権
的

命
令
」
へ
の
服
従
に
分
離
し
た
。
な
ん
と
鋭
い
分
析
で
あ
る
こ
と
か
。

こ
の
と
き
「
山
」
は
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
山
だ
け
で
は
な
い
。
自
然
、
人
、
社
会
、
さ
ま
ざ
ま
な
環

境
に
対
す
る
感
性
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

「
や
さ
し
さ
」
の
原
理
は
、
芹
沢
俊
介
の
「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
や
、
鷲
田
清
一
の
「
つ
な
が
り
と
ぬ
く
も

り
」
が
説
く
現
在
の
私
た
ち
の
心
理
構
造
を
予
言
し
て
い
る
。
藤
田
は
、
芹
沢
や
鷲
田
よ
り
二
十
年
ば
か

り
年
長
で
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
と
共
に
育
っ
た
芹
沢
や
鷲
田
と
比
べ
て
、
藤
田
ら
の
世
代
は
、
経
済
成

、
、
、

長
の
戦
後
を
ま
た
い
で
、
時
代
の
変
化
を
見
定
め
る
位
置
に
い
た
。

、
、
、
、
、

ま
た
、「
強
権
へ
の
服
従
」
が
社
会
問
題
化
し
て
い
る
現
在
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
そ
の
根
は
こ
こ
に

あ
っ
た
の
か
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
思
い
が
す
る
。

読
解
問
題
１

「
外
界
と
他
者
に
対
す
る
受
容
器
が
根
本
的
な
損
傷
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
」
と
は
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
。「
両
義
性
」
と
い
う
語
に
関
係
づ
け
な
が
ら
説
明
せ
よ
。

傍
線
部
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
対
応
す
る
の
は
、「
山
を
経
験
の
相
手
と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
形
造
ら

れ
て
来
た
私
た
ち
人
間
の
感
覚
の
世
界
に
構
造
的
な
終
焉
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

山
地
を
背
骨
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
の
列
島
に
住
む
人
間
の
感
覚
は
、
山
に
代
表
さ
れ
る
自
然
に
対
す
る

恐
れ
と
愛
を
生
ん
で
き
た
。
①
段
落
に
あ
っ
た
と
お
り
だ
。
そ
れ
が
壊
れ
た
。

問
い
は
、
両
義
性
が
壊
れ
た
こ
と
を
示
せ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
何
が
壊
れ
た
の
か
を
具
体
的
に
記

述
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
内
容
は
も
ち
ろ
ん
、
傍
線
部
直
前
、

「
厳
し
い
存
在
に
対
す
る
感
受
性
の
欠
落
で
あ
り
、
さ
ら
に
正
確
に
言
え
ば
厳
し
さ
と
優
し
さ
の
両
義
的

共
在
に
対
す
る
感
得
能
力
の
全
き
消
滅
で
あ
る
。
優
し
さ
は
ひ
た
す
ら
優
し
い
だ
け
の
微
温
性
の
中
に
し

か
発
見
さ
れ
ず
、
厳
し
さ
は
唯
々
機
械
的
秩
序
に
基
づ
く
強
権
的
命
令
の
中
に
し
か
見
つ
け
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
―
―
と
い
う
感
受
性
の
単
元
化
が
、
今
、
史
上
初
め
て
全
般
的
な
規
模
で
発
生
し
て
い
る
。」

に
あ
る
。

「
受
容
器
が
根
本
的
な
損
傷
を
蒙
っ
た
」
に
対
応
す
る
の
は
、「
感
受
性
の
単
元
化
が
、
全
般
的
な
規

模
で
発
生
し
た
」
で
あ
る
。「
感
受
性
の
単
元
化
」
と
は
、「
厳
し
さ
と
優
し
さ
の
両
義
的
共
在
に
対
す
る

感
得
能
力
が
全
く
消
滅
」
し
、
「
優
し
さ
は
ひ
た
す
ら
優
し
い
だ
け
」
、「
厳
し
さ
は
ひ
た
す
ら
厳
し
い
だ

け
」
に
分
離
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

構
文
を
設
定
し
よ
う
。

こ
れ
ま
で
こ
う
だ
っ
た
の
が
、
こ
う
な
っ
た
。
感
受
性
の
変
化
と
し
て
描
く
。
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解
答
例
１
「
こ
れ
ま
で
山
を
は
じ
め
と
し
て
、
外
界
や
他
者
に
対
し
て
、
恐
れ
と
敬
意
の
両
方
を
同
時
に

感
じ
て
い
た
人
間
の
感
受
性
が
完
全
に
壊
れ
て
し
ま
い
、
た
だ
厳
し
い
も
の
に
厳
し
さ
だ
け
、
や
さ
し
い

も
の
に
や
さ
し
さ
だ
け
を
感
じ
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。」

解
答
例
２
（
短
縮
）「
こ
れ
ま
で
外
界
や
他
者
の
厳
し
さ
と
優
し
さ
を
同
時
に
受
け
入
れ
て
い
た
感
受
性

が
完
全
に
壊
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。」

筆
者
は
し
か
し
、
感
受
性
の
回
復
の
可
能
性
＝
一
つ
の
主
張
を
提
示
し
て
い
る
。「
自
ら
の
生
活
様
式

の
実
態
を
省
察
せ
よ
。」
と
。
さ
て
、
そ
の
解
答
や
い
か
に
？

③

一
九
六
三
年
の
乗
鞍
岳
自
動
車
道
路
の
「
開
発
」
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
多
く
の
生
物
を
犠
牲
に
し

た
。
そ
の
犠
牲
の
一
つ
に
「
ハ
イ
マ
ツ
」
と
呼
ば
れ
る
高
山
地
帯
固
有
の
松
の
木
が
あ
っ
た
。
岩
山
の
固

い
瘠
せ
地
に
根
づ
い
て
岩
面
を
「
這
う
」
よ
う
に
生
き
て
い
る
、
そ
の
木
の
姿
が
「
ハ
イ
マ
ツ
」
と
い
う

名
前
の
由
縁
で
あ
っ
た
が
（
そ
の
木
の
そ
の
名
前
を
「
這
松
」
と
書
い
た
の
は
元
文
元
年
坂
本
天
山
が
著

し
た
『
駒
ヶ
岳
一
覧
之
記
』
で
あ
っ
た
）
、
そ
の
生
き
る
姿
勢
が
示
し
て
い
る
も
の
は
、
厳
し
く
苛
酷
な

条
件
と
、
そ
の
条
件
に
貫
か
れ
な
が
ら
屈
服
す
る
の
で
は
な
く
て
粘
り
強
く
成
長
し
て
い
く
、
そ
の
木
の

生
き
方
で
あ
っ
た
。
細
い
枝
は
柔
ら
か
く
密
に
混
み
合
っ
て
四
方
に
低
く
低
く
拡
が
っ
て
い
る
が
、
そ
の

典
型
的
な
「
低
木
」
の
形
と
質
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
観
光
客
に
は
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
己
の

欲
求
の
充
足
し
か
考
え
な
い
自
我
主
義
者
に
も
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
注
意
を
そ
こ
に
（
他
者
の
生

存
条
件
に
）
集
中
す
る
こ
と
の
出
来
る
者
な
ら
ば
、
容
易
に
見
て
取
れ
る
こ
と
は
、
斜
面
を
匍
う
低
い
そ

の
形
が
高
山
の
強
い
風
圧
と
冬
季
の
厚
い
積
雪
の
加
重
と
い
う
外
的
条
件
へ
の
抵
抗
を
秘
め
た
対
応
で
あ

る
。
そ
の
証
拠
に
風
の
当
た
ら
な
い
所
の
も
の
に
は
「
立
つ
も
の
」
も
あ
る
、
と
さ
え
い
う
。
そ
う
し
て

枝
の
柔
ら
か
さ
は
風
圧
と
積
雪
の
二
重
の
圧
力
を
吸
収
し
飲
み
込
み
な
が
ら
「
従
い
つ
つ
逆
ら
う
」
生
き

方
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
生
き
方
は
絶
え
ざ
る
逆
境
を
内
蔵
し
て
い
る
が
故
に
、
順

調
な
環
境
の
中
で
我
儘
一
杯
に
育
っ
た
者
と
は
違
っ
て
、
肥
え
太
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
高
く
聳
え
立

つ
こ
と
も
出
来
は
し
な
い
。
幹
す
ら
も
が
細
く
、
し
か
し
、
し
っ
か
り
と
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
で
あ

る
か
。
そ
の
点
を
精
密
に
調
査
し
観
察
し
た
人
が
い
る
。
樹
齢
と
幹
の
直
径
と
年
輪
幅
と
を
計
測
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
計
測
は
そ
の
木
を
伐
採
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
自
動
車
道

の
開
発
の
犠
牲
と
さ
れ
た
そ
の
木
を
一
本
一
本
集
め
て
そ
の
悲
惨
な
屍
体
の
解
剖
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
読
解
問
題
２
そ
れ
は
一
つ
の
葬
い
で
あ
っ
た
。

対
比
に
注
目
し
て
、
主
旨
を
読
み
取
ろ
う
。

「
開
発
」
が
破
壊
し
た
も
の
と
し
て
の
「
ハ
イ
マ
ツ
」。
そ
の
「
ハ
イ
マ
ツ
」
の
意
味
す
る
こ
と
は
何

か
。

▼
「
ハ
イ
マ
ツ
」
と
い
う
〈
他
者
〉
の
生
き
方
に
気
づ
く
者
と
気
づ
か
な
い
者
と
の
対
比
。
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・
観
光
客
や
自
分
の
欲
求
の
充
足
し
か
考
え
な
い
自
我
主
義
者
に
は
わ
か
ら
な
い
。（
風
景
し
か
見
な
い

者
、
自
分
し
か
見
な
い
者
）

・
〈
他
者
〉
の
生
存
条
件
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
気
づ
く
。（
他
者
に
注
意
を
向
け
る
者
）

▼
ハ
イ
マ
ツ
の
形
と
質
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か

・
低
さ
＝
風
圧
と
積
雪
の
二
重
の
圧
力
へ
の
抵
抗

・
柔
ら
か
さ
＝
風
圧
と
積
雪
の
二
重
の
圧
力
の
吸
収

→

「
従
い
つ
つ
逆
ら
う
」
生
き
方

読
解
問
題
２
「
そ
れ
は
一
つ
の
葬
い
で
あ
っ
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

☆
比
喩
の
言
い
換
え
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
☆
傍
線
部
延
長
＋
指
示
内
容
で
補
う
。
し
か
し
、

比
喩
表
現
の
説
明
の
と
き
は
、
も
う
一
つ
、
こ
こ
な
ら
「
葬
い
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
が
示
す
こ
と
を
考

え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
弔
い
」「
葬
い
」
と
は
何
を
す
る
こ
と
か
。

一
つ
は
、
遺
体
を
整
え
、
火
葬
や
埋
葬
へ
い
た
る
過
程
で
あ
る
。
ま
た
、
死
者
に
別
れ
を
告
げ
、
冥
福

を
祈
り
、
か
つ
、
生
前
を
偲
び
、
残
る
者
が
そ
の
生
の
意
味
を
反
省
す
る
機
会
で
あ
る
。

さ
て
、「
そ
れ
は
」
の
指
示
内
容
は
、

「
自
動
車
道
の
開
発
の
犠
牲
に
な
っ
た
、
そ
の
木
を
一
本
一
本
集
め
、
そ
の
悲
惨
な
屍
体
の
解
剖
と
し
て
、

樹
齢
と
幹
の
直
径
と
年
輪
幅
と
を
計
測
し
た
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
行
為
と
「
葬
い
」
の
重
な
り
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
犠
牲
に
な
っ
た
木
を
一
本
一
本

集
め
る
＝
遺
体
を
て
い
ね
い
に
扱
い
埋
葬
の
準
備
を
す
る
、
②
木
を
解
剖
し
て
樹
齢
と
幹
の
直
径
と
年
輪

幅
と
を
計
測
す
る
＝
死
者
の
生
き
方
を
敬
い
、
そ
れ
に
学
び
、
残
っ
た
者
の
生
に
生
か
す

構
文
を
考
え
よ
う
。
☆
切
り
身
の
方
法
、
で
い
い
。「
そ
れ
は
／
一
つ
の
葬
い
（
の
よ
う
）
で
あ
っ
た
」

と
分
解
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
い
い
か
え
る
。「
と
い
う
こ
と
。」
を
つ
け
る
。

解
答
例
「
犠
牲
に
な
っ
た
木
を
一
本
一
本
集
め
、
樹
齢
と
幹
の
直
径
と
年
輪
幅
を
計
測
す
る
行
為
は
、
遺

体
を
て
い
ね
い
に
扱
い
、
死
者
の
生
き
方
を
敬
い
、
そ
れ
に
学
び
、
残
っ
た
者
の
生
に
生
か
そ
う
と
し
て

い
る
点
で
、
葬
い
の
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。」

④

信
濃
教
育
会
に
属
す
る
名
取
陽
、
松
田
行
雄
の
両
氏
の
丁
寧
な
調
査
に
よ
る
と
、
標
高
二
五
五
〇
メ

ー
ト
ル
地
点
で
犠
牲
に
さ
れ
た
九
十
五
本
の
ハ
イ
マ
ツ
の
平
均
樹
齢
は
驚
く
な
か
れ
一
〇
九
年
、
そ
し
て

そ
の
平
均
直
径
は
七
・
九
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
一
年
毎
の
成
長
を
示
す
年
輪
幅
の
平
均
は
〇
・
三
七
ミ

リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
一
年
に
一
ミ
リ
の
三
分
の
一
強
ず
つ
一
〇
九
年
間
成
長
し
続
け
た
の
で
あ
っ
た
。

標
高
二
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
で
も
九
十
八
本
の
ハ
イ
マ
ツ
が
殺
害
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
平
均
樹
齢
は
一

一
〇
年
、
そ
の
平
均
直
径
は
五
・
六
八
セ
ン
チ
、
一
年
毎
の
平
均
年
輪
幅
は
〇
・
二
六
ミ
リ
で
あ
っ
た
。

標
高
二
七
五
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
で
の
六
十
一
本
の
ハ
イ
マ
ツ
は
、
平
均
樹
齢
七
七
年
、
平
均
直
径
五
・
六

二
セ
ン
チ
、
平
均
年
輪
幅
〇
・
三
七
ミ
リ
で
あ
っ
た
。
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こ
の
事
実
は
確
か
に
衝
撃
的
で
あ
る
。
百
年
間
、
一
年
に
三
分
の
一
ミ
リ
。
風
雪
に
耐
え
、
風
雪
を
吸

収
し
続
け
る
生
の
あ
り
方
。
一
方
、
そ
れ
を
、
短
時
日
の
う
ち
に
「
殺
害
」
し
、
廃
棄
物
と
し
て
し
ま
う

現
代
と
い
う
時
代
。

筆
者
は
た
だ
「
自
然
を
大
切
し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
な
気
の
抜
け
た
標
語
を
持
ち
出
し
た
い
の
で
は
な

い
。
ハ
イ
マ
ツ
で
あ
れ
、
絶
滅
危
惧
種
で
あ
れ
、
た
と
え
ば
そ
れ
を
「
観
光
的
」
観
点
か
ら
保
護
し
よ
う

と
い
う
よ
う
な
精
神
（
と
い
う
よ
り
「
気
分
」
）
に
対
し
て
は
、
怒
り
に
近
い
よ
う
な
抵
抗
を
示
す
こ
と

だ
ろ
う
。
失
わ
れ
た
の
は
、
一
つ
の
精
神
で
あ
る
。

⑤

こ
の
計
測
結
果
が
物
語
っ
て
い
る
そ
の
木
の
生
き
方
は
私
た
ち
の
胸
を
衝
く
も
の
が
あ
る
。
少
な
く

と
も
私
に
は
そ
う
で
あ
る
。
何
と
い
う
遅
々
た
る
歩
み
、
そ
し
て
何
と
い
う
粘
り
強
さ
、
百
年
に
も
わ
た

っ
て
決
し
て
歩
み
を
停
め
な
い
そ
の
歩
み
の
力
強
さ
、
比
喩
で
は
な
く
て
文
字
通
り
の
「
風
雪
に
耐
え
る
」

辛
苦
を
重
ね
て
生
き
続
け
て
来
た
そ
の
精
進
の
厳
し
さ
、
そ
し
て
そ
の
柔
軟
な
我
慢
強
さ
。
外
面
的
に
高

く
聳
え
立
つ
も
の
で
な
い
だ
け
に
一
層
、
そ
れ
ら
の
「
隠
さ
れ
た
次
元
」
に
お
け
る
実
質
的
特
徴
は
気
高

い
品
位
を
も
っ
て
私
た
ち
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。

木
の
生
き
方
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
、
人
間
の
生
き
方
。

⑥

い
う
ま
で
も
な
く
一
九
六
三
年
の
乗
鞍
岳
開
発
は
高
度
成
長
の
所
産
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
含
む
経
済

学
的
含
意
は
、
「
第
三
次
産
業
」
の
国
境
の
飛
躍
的
な
拡
張
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
土
木
産
業
と
土
木
機

械
業
の
新
た
な
急
成
長
で
あ
り
、「
行
楽
人
口
」
と
「
行
楽
距
離
」
の
増
大
が
も
た
ら
す
消
費
活
動
の
急

膨
脹
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
上
昇
で
あ
り
、
自
動
車
販
売
市
場
の
急
速
な
拡
大
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
引
金
と
す
る
「
産
業
連
関
表
」
全
体
の
ス
ケ
ー
ル
の
巨
大
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
極
め
て
見
易

い
。
し
か
し
人
々
が
一
斉
に
「
便
宜
」
を
求
め
て
そ
の
異
常
な
膨
脹
過
程
に
「
参
加
」
し
た
こ
と
は
見
過

ご
さ
れ
易
い
反
面
で
あ
る
。
僅
か
一
時
の
「
享
楽
」
を
求
め
て
、
し
か
も
労
苦
の
コ
ス
ト
を
払
う
こ
と
の

な
い
一
面
的
な
（
す
な
わ
ち
一
義
的
な
）
享
楽
だ
け
を
求
め
て
「
乗
鞍
岳
」
に
殺
到
す
る
人
々
の
群
れ
に

較
べ
る
時
、
そ
の
群
れ
の
通
り
過
ぎ
る
傍
ら
に
人
知
れ
ず
横
た
わ
っ
て
い
た
「
ハ
イ
マ
ツ
」
の
実
態
は
、

厳
し
さ
と
軟
ら
か
さ
と
、
辛
苦
と
素
直
さ
と
、
遅
々
た
る
速
度
と
長
年
の
持
続
と
、
と
い
っ
た
一
群
の
両

義
性
を
典
型
的
に
内
蔵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ハ
イ
マ
ツ
の
犠
牲
の
背
景
に
あ
る
高
度
経
済
成
長
と
人
々
の
意
識
。
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
や
は
り

対
比
的
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

①
一
面
的
な
＝
一
義
的
な
享
楽
の
追
求
（
観
光
客
と
し
て
の
消
費
者
の
群
れ
の
生
き
方
）。

②
「
厳
し
さ
と
軟
ら
か
さ
」「
辛
苦
と
素
直
さ
」「
遅
々
た
る
速
度
と
長
年
の
持
続
」
と
い
っ
た
両
義
性
に

生
き
る
こ
と
（
ハ
イ
マ
ツ
的
な
生
き
方
）。

⑦

こ
う
し
て
、
人
間
の
浅
薄
な
「
頭
の
良
さ
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
が
決
定
的
な
形
で
明
ら
か
に
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さ
れ
た
。
岩
山
の
斜
面
を
百
年
に
わ
た
っ
て
匍
い
続
け
て
来
た
一
つ
の
樹
木
の
生
活
様
式
と
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
に
お
い
て
。
そ
う
し
て
そ
の
対
照
軸
と
な
っ
た
ハ
イ
マ
ツ
の
実
態
を
認
識
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
高
め
た

、
、

も
の
は
、
人
間
の
自
己
中
心
的
な
開
発
が
も
た
ら
し
た
「
破
壊
」
と
い
う
危
機
の
最
中
に
あ
っ
て
、
そ
の

犠
牲
を
つ
ぶ
さ
に
見
取
る
と
い
う
、
数
少
な
い
人
の
丹
念
な
行
為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
危
機
は
認
識
の

、
、

チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の
危
機
に
お
け
る
認
識
を
支
え
る
精
神
的
動
機
は
犠
牲
者
へ
の
愛
で
あ
り
、
そ
う

、
、

し
て
そ
の
認
識
行
為
だ
け
が
「
浅
ま
し
い
人
間
」
か
ら
の
脱
出
と
回
復
を
―
―
す
な
わ
ち
蘇
り
と
再
生
を

、
、

可
能
に
す
る
第
一
歩
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
程
如
実
に
示
す
一
例
は
そ
う
多
く
は
な
い
。

私
も
又
そ
の
道
を
、
残
さ
れ
た
僅
か
の
年
月
の
間
、
歩
も
う
と
す
る
者
の
一
人
で
あ
り
た
い
。
此
の
土
壇

場
の
危
機
の
時
代
に
お
い
て
は
犠
牲
へ
の
鎮
魂
歌
は
自
ら
の
耳
に
快
適
な
歌
と
し
て
で
は
な
く
精
魂
込
め

た
「
他
者
の
認
識
」
と
し
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
読
解
問
題
３
認
識
と
し
て
の
レ
ク
イ
エ
ム

、
、

の
み
が
辛
う
じ
て
蘇
生
へ
の
鍵
を
包
蔵
し
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
認
識
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
キ
ー
ワ
ー
ド
。
☆
キ
ー
ワ
ー
ド
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
認
識

が
、
回
復
へ
の
一
歩
。
深
く
知
る
こ
と
が
、
浅
ま
し
さ
か
ら
逃
れ
出
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
主
旨
を
端
的

に
捉
え
て
お
く
。

読
解
問
題
３

「
認
識
と
し
て
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
に
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
い
る
か
、
本
文

の
論
旨
を
ふ
ま
え
て
説
明
し
な
さ
い
。

レ
ク
イ
エ
ム
＝
鎮
魂
歌
。
さ
き
ほ
ど
の
、「
葬
い
」
と
重
な
る
。
☆
傍
線
部
延
長
で
、「
そ
の
認
識
と
し

て
の
レ
ク
イ
エ
ム
の
み
が
辛
う
じ
て
蘇
生
へ
の
鍵
を
包
蔵
し
て
い
る
」
の
意
味
を
考
え
よ
う
。

基
本
軸
は
も
ち
ろ
ん
、「
深
く
知
る
こ
と
が
、
浅
ま
し
さ
か
ら
逃
れ
出
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
こ
に
、
鎮
魂
歌
＝
葬
い
の
意
味
合
い
を
重
ね
よ
う
。

基
本
は
、
「
そ
の
認
識
行
為
だ
け
が
「
浅
ま
し
い
人
間
」
か
ら
の
脱
出
と
回
復
を
―
―
す
な
わ
ち
蘇
り

と
再
生
を
可
能
に
す
る
第
一
歩
だ
」
の
部
分
だ
が
、「
そ
の
認
識
行
為
」
の
指
示
内
容
を
繰
り
込
む
た
め

に
直
前
の
「
危
機
は
認
識
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の
危
機
に
お
け
る
認
識
を
支
え
る
精
神
的
動
機
は
犠

牲
者
へ
の
愛
」
の
部
分
を
生
か
す
。
ひ
っ
く
り
返
せ
ば
、「
犠
牲
者
へ
の
愛
（
悼
む
気
持
ち
）
に
支
え
ら

れ
て
、
犠
牲
の
実
態
を
深
く
見
つ
め
る
（
つ
ぶ
さ
に
見
取
る
）
こ
と
」
が
鍵
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

解
答
例
「
犠
牲
者
へ
の
愛
（
、
そ
の
死
を
悼
む
気
持
ち
）
に
支
え
ら
れ
て
、
犠
牲
の
実
態
を
深
く
見
つ
め

る
こ
と
が
、
浅
ま
し
さ
か
ら
逃
れ
出
て
、
か
つ
て
生
き
て
い
た
両
義
性
へ
の
感
受
性
を
回
復
す
る
道
に
つ

な
が
る
、
と
い
う
こ
と
。」

■
読
解
問
題

１

「
外
界
と
他
者
に
対
す
る
受
容
器
が
根
本
的
な
損
傷
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
か
。「
両
義
性
」
と
い
う
語
に
関
係
づ
け
な
が
ら
説
明
せ
よ
。
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２

「
そ
れ
は
一
つ
の
葬
い
で
あ
っ
た
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

３

「
認
識
と
し
て
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
に
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
い
る
か
、
本
文
の
論
旨
を

ふ
ま
え
て
説
明
し
な
さ
い
。

■
発
展
問
題

「
他
者
の
認
識
」（
犠
牲
者
の
認
識
）
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
必
要
で
あ

り
、
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
、
い
つ
の
ま
に
か
、
何
か
の
「
犠
牲
者
」
に
も
な
っ
て

い
る
自
分
自
身
の
回
復
の
道
を
探
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。

世
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
犠
牲
者
」
の
あ
り
よ
う
を
深
く
見
つ
め
、
そ
の
こ
と
と
自
分
の
あ
り
よ
う
を
結
び

つ
け
、
気
づ
い
た
こ
と
を
論
じ
な
さ
い
。

（
あ
る
事
件
、
あ
る
現
象
、
そ
の
犠
牲
、
そ
の
原
因
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
人
々
の
反
応
、
政
治
の
反
応
、

自
分
が
犠
牲
者
に
な
っ
た
／
な
る
可
能
性
、
本
文
に
あ
る
よ
う
な
生
き
方
の
回
復
の
可
能
性
…
…
）

●
重
要
語｢

開
発
」
＝
開
発
の
根
幹
は
資
本
主
義
に
あ
る
。
産
業
資
本
主
義
初
期
の
英
国
で
は
、
海
外
市

場
が
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
毛
織
物
の
需
要
が
増
え
、
原
料
の
羊
毛
が
高
騰
、
農
地
や
森
林
が
羊
を
飼

う
た
め
の
牧
草
地
と
し
て
「
開
発
」
さ
れ
た
。

資
本
主
義
は
、
安
い
原
料
か
ら
価
値
あ
る
商
品
を
生
み
出
す
こ
と
で
回
転
す
る
か
ら
、
宿
命
的
に
「
開

発
」
の
対
象
と
な
る
後
発
地
域
を
必
要
と
す
る
。
材
木
が
必
要
な
ら
、
森
林
は
「
開
発
」
さ
れ
る
。
サ
ト

ウ
キ
ビ
が
原
料
と
な
る
な
ら
、
す
べ
て
は
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
と
し
て
「
開
発
」
さ
れ
、
住
む
者
は
、
加
工
工

場
の
労
働
者
と
し
て
賃
金
を
も
ら
う
し
か
な
く
、
自
分
の
食
糧
を
自
給
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
ハ

イ
マ
ツ
の
山
は
、「
第
三
次
産
業
」
と
い
う
名
の
資
本
主
義
の
商
品
の
た
め
に
「
開
発
」
さ
れ
、
絶
滅
危

惧
種
を
生
む
。

今
や
、
地
球
全
体
の
「
開
発
」
が
限
界
に
達
し
て
お
り
、
そ
の
認
識
の
上
で
、SD

G
s

＝
「Sustainable

D
evelopm

ent
G

oals

（
持
続
可
能
な
開
発
目
標
）」
な
ど
と
い
う
こ
と
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
持
続
と
い
う
こ
と
に
、
資
本
主
義
の
持
続
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。
今
や
資
本
主
義
な
し

に
人
類
は
継
続
で
き
な
い
が
、
資
本
主
義
の
原
理
そ
の
も
の
が
、
貧
困
や
環
境
破
壊
を
含
め
、
あ
ら
ゆ
る

問
題
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
認
識
」
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
標
語
よ
り
前

に
「
認
識
」
を
と
い
う
の
が
、
藤
田
も
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。


