
司副一

岡
本
千
万
太
郎
氏
著

「
ζ
れ
は
改
革
の
た
め
の
本
だ 。
改
革
す
る
た

め
に
学
問
は
あ
る 。
ζ
れ
ま
で 、
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
研
究
者
は 、
日

本
の
言
語・
文
章
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
と
解
釈
し
て
き
た 。
し
か
し 、
も
っ
と

だ
い
じ
な
容
は 、
と
れ
ら
を
改
革
す
る
と
と
で
は

な
か
ろ
う
か 。
わ
た
し
の
志
は 、
日

本
の
言
語
文

章
に
つ
い
て 、
批
判
的
に
考
察
し 、
改
革
の
た
め

の
原
理
主
方
法
を
見
出
し 、
そ
れ
に
従
っ
て
実
行

す
る
ζ
と
に
あ
る 。」

乙
う
い
う
強
い
乙
と
ば
で 、
と
の
本
の
ま
え
が

き
は 、
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る 。
高
等
学
校
の
こ

ろ
か
ら 、
国
語
国
字
問
題
に
心
を
ひ
そ
め
て
い
た

と
い
う
著
者
の
ひ
た
ぶ
る
な
情
熱
が
表
わ
さ
れ

た 、
烈山
し
い
と
と
ぼ
で
あ
る 。

だ
が 、
と
の
と
と
ば
の
烈
し
さ
を 、
単
に
著
者

の
国
語
国
字
問
題へ
の
情
熱
と
の
み
見
る
の
段 、

必
ず
し
も
正
し
く
な
い 。
と
れ
を
正
当
に
理
解
す

る
た
め
に
は 、
氏
の
学
問
帽酬
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る

「
日
本
語
の
批
判
的
考
察
」

方丈

野

賢2

必
要
が
あ
る 。
著
者
自
身
の
と
と
ば
に
聞
と
う 。

「
言
語
の
研
究
の
よ
う
な 、
人
交
を
研
究
す

る
学
問
に
お
い
て
は 、
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

と
共
に 、
必
要
に
応
じ
て 、
そ
れ
ら

の
事
実
の

持
つ
価
値
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い 。
価
値
と
は 、
事
実
と

人
間
と
の
関
係
だ 。

事
実
と 、
事
実
の
価
値
と
を
明
ら
か
に
す
ゐ
乙

と
に
よ
っ
て 、
学
問
を
人
生
に
役
立
て
る
こ
と

が
で
き
る 。」
(
本
害 、
ペ
ー
ジ
四
六)

と
の
「
学
問
を
人
生
に
役
立
て
る」
と
い
う
学

問
観
は 、
前
著
『
国
語
観』
〈
昭
和
十
四
年)
で

は 、
よ
り

端
的
に 、
「
も
っ
と
よ
い
生
活
の
た
め

に 、
学
問
が
牽
仕
す
る
態
度」
(ベ
1
ジ
一
六)
だ

と
さ
れ
て
い
る 。

国
語
に
つ
い
て
い
え
ば 、
「
も
っ
と
よ
い
国
語

生
活
の
た
め
に 、
国
語
学
が
奉
仕
す
る
態
度」・
と

い
う
と
と
に
な
ろ
う 。
岡
本
氏
に
お
い
て
は 、
国

語
学
イ
ヨ
l
ル
国
語
問
題
学
な
の
で
あ
る 。
だ
か

ら 、
氏
の
国
諮
問
題へ
の
情
熱
は 、
と
り
も
斑
さ

ず
国
語
学へ
の
情
熱
な
の
で
あ
る 。
氏
の
莫
価
は

こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り 、
氏
が
「
改
革
す
る
た
め

に
学
問
は
あ
る 。」
と

宣
言
し 、
こ
の
本
を 、
「
革

新
の
た
め
の
日

本
語
学
概
論」
(
ま
え
が
き)
だ

と
さ
れ
る
根
底
に
は 、
と
う
い
う

考
え
方
が
あ
る

と
と
を 、
読
者
は
了
解
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

E
、。
+'e
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き
て 、

本
書
は
序
論
四
八
ペ
ー
ジ
と 、

本
論一

五
六ペ
ー
ジ
と
か
ら

成
っ
て
い
る 。

ま
ず 、
序
論
の
第一
章

言
語
活
動
の
特
質

に
お
い
て 、
「
言
語
活
動
は
人
間
が
社
会
的・
歴

史
的
形
式
に
よ
っ
て
思
考
し 、
思
考
を
表
現
し
理

解
す
る
活
動」
で
あ
る
と
と 、
ま
た 、
言
語
活
動
に

は 、
形
象
性 、
分
析・
総
合
性 、
概
念
性 、
情
意

性
の
四
つ
の
特
質
が
あ
る
ζ
と 、
さ
ら
に 、
社
会

性 、
歴
史
性
と
い
う
性
質
も
あ
り 、

音
声
言
語
活

動
と
文
字
言
語
活
動
と
い
う
二
面
が
あ
る
乙
と 、

な
ど
が
説
か
れ
る 。
閃
じ
く
第
二
章

考
察
の
方

法
で
は 、
言
語
活
動
の
考
察・
批
判
に
は 、
主

体
の
立
場
ハハ
ナ
シ
ヨ
ト

パ
に
お
け
る
話
し
手
と

開
き
手
と
の
立
場 、
カ
キ
ヨ
ト

パ
に
お
け
る
警
告

手
と
読
み
手
と
の
立
場)
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と 、
ま
た 、
日

本
語
自
体
の
考
察
と
と
も

に
日

本
の
言
語
と

人
文
と
の
関
係
を
も

考
察
すベ
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屯き
で
あ
る
ζ
と 、
な
ど
が
述べ
ら

れ
て
い
る 。

第
三
掌

批
判
の
六
基
準

は 、
実
質
的
に 、

本
書
の
背
骨
と
も
い
うべ
き
も
の
で
あ
る 。
す
な

わ
ち 、
批
判
的
考
察
は 、
主
観
的
な 、
個
人
的
な

立
場
か
ら
で
な
く 、
客
観
的
な 、
理
性
的
な
立
場

か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
そ
こ
で
「
長

年
に
わ
た
る
理
論
的
探
究
主
実
行
と
か
ら 、
言

語、
特
に
日

本
語
と
そ
の
表
記
法
と
の
特
質
に
従

っ
て 、
そ
れ
ら

の
価
値
を

批
判
す
る
六
ヲ
の
基
準

を
考
え
た」
(ペ
ー
ジ
四
六)
と
し
て 、

川
伝
統

性 、
凶
論
理
性 、
制
倫
理
性 、
凶
能
率
性 、
間
芸

術
性 、
附
創
造
性
の
六
つ
を
あ
げ
る 。
そ
し
て 、

と
れ
ら

の
う
ち 、
山
の
伝
統
性
と

凶仰
の
創
造
性
と

は .
歴
史
性
と
し
て
弁
証
法
的
関
係
に
あ
り 、

仰

か
ら

削
ま
で
は 、
社
会
性
と
し
て
互
い
に
弁
証
法

的
関
係
に
あ
る 。
そ
し
て 、
と
れ
ら

の
社
会
性
が

言
語
活
動
の
歴
史
性
を
推
進
さ
せ
る
と
い
う
よ
う

に 、
六
基
準
は
弁
証
法
的
に
統一
さ
れ
る 、
と
す

る
の
で
あ
る 。

以
上
の
序
論
を
ふ
ま
え
て 、
「
本
論」
は 、
第

四
章

音
韻
の
考
察 、
第
五
章

単
語
の
考
察、

第
六
章

文
法
の
考
察 、
第
七
章

表
記
法
の
考

察、
第
八
章

談
話
と
文
章
と
の
種
k
相 、
の
五

章
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る 。
第
四
章
か
ら
第
七

草
ま
で
は 、
序
論
に
説
か
れ
た
「
六
基
準」
に
従

っ
て 、
具
体
的
に
問
題
の
所
在
が
指
摘
さ
れ 、
問

題
の
種
類
に
よ
っ
て
は 、
氏
の
見
解
に
基
づ
く
改

革
の
方
向
が
示
唆
さ
れ
て
い
る 。
第
八
章
除 、

「
社
会
的
な
(
地
域
的
お
よ
び
身
分
的
な〉
ち
が

い」
「
姿
の
ち
が
い
(
立
場
お
よ
び
目
的
に
よ
る

ち
が
い)」
「
陵
史
的
な
ち
が
い」
の=一
節
に
分
け

て 、
日

本
語
の
談
話
と
文
章
の
種
々
相
在
概
説
し

た
も
の
で
あ
る 。

ざ
ワ
と
右
に
紹
介
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る

が 、
本
舎
の
中
心
を
な
す
も
の
は 、
第
五
章

単

語
の
考
察
ハ
四
五
ペ
ー
ジ)
と 、
第
七
章

表
記

法
の
考
察
(
五
八
ペ
ー
ジ)
主
で
あ
り 、
な
か
ん

ず
く 、
第
五
章
の
中
の
「
字
音
語
の
分
析」
(一ニ

一
ペ
ー
ジ 。
巻
末
の
「
ま
ぎ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

同
音
の
字
音
語」
を
あ
わ
せ
る
左
四
八
ペ
ー
ジ
に

及
ぶ)
と 、
第
七
章
の
「
漢
字
カ
ナ
ま
じ
り

交
の

考
察」
ハ一一一
三
ぺ
1
ゾ) 、
「
カ
ナ
専
用
の
考
察」

(一
六ペ
ー
ジ)
な
ど
に 、
質
量
と
も
に
カ
が
そ

そ
が
れ
て
お
り 、
そ
の
豊
富
な
基
礎
的
資
料
は 、

ま
こ
と
に
貴
重
で
あ
る 。

乙
の
点
や
は
り ‘
ζ
れ
ま
で
国
語
国
字
問
題
と

し
て
論
じ
ら

れ
て
き
た
漢
字
の
問
題
に 、
他
と
不

つ
り
あ
い
な
く
ら
い
の
力
点
が
お
か
れ
た
格
好
と

な
っ
て
い
る 。
な
ん
と
い
ヮ
て
も 、
と
の
漢
字
の

問
題
が
最
も
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
性
質
の
も
の

で
あ
る
だ
け
に 、
い
わ
ば
当
然
で
あ
る
と
も

考
え

ら
れ
る
け
れ
ど
も 、
そ
の
反
菌 、
「
国
語
問
題
の

学
と
し
て 、
一
応
の
理
論
と
体
系
と
を
得
た」(
ま

え
が
き)
と
し
て
ま
と
め
ら

れ
た
巻
物
で
あ
る
以

上
は 、
話
し
と
と
ば 、
文
体 、
標
準
語、
方
言 、

ロ
ー
マ
字 、
国
語
教
育 、
国
語
史
な
ど
に
も 、
も

う
少
し
隔
の
広
い
考
察
が
ほ
し
か
ワ
た
と 、
ま
ず

は 、
い
つ
わ
ら
ぬ
感
想
を
述
べ
て
お
〈
と
し
ょ

久ノ 。と
と
ろ
で 、
本
警
に
は 、
一
応
日

本
語
全
般
が

問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
の
だ
か
ら 、

一
つ
の
総
合
的
結
論
と
い
う
形
の
も
の
が一爪
さ
れ

て
い
な
い
の
は 、
中
む
を
え
な
い 。
し
か
し 、
同

じ一
つ
の
問
題
に
づ
い
て
論
述
が
分
か
れ 、
著
者

の
見
解
に
よ
る 、
最
も

理
想
的
な
改
革
案
が 、
断

定
的
に一不
き
れ
な
い
と
と
が
あ
る
の
は 、
宇
宇
意

外
で
あ
っ
た 。
正
直
の
と
と
ろ 、
ま
え
が
き
の
あ

の
別山
し
い
ζ
と
ば
を
読
ん
だ
と
き
の
期
待
を 、
は

ぐ
ら
か
さ
れ
た
よ
う
な 、
少
々
食
い
た
り
な
い
感

じ
が
し
た
の
で
あ
る 。

た
と
え
ば 、
漢
字
の
問
題
に
つ
い
て
み
る
と 、

「
漢
字
に
は
い
ろ
い
ろ
な
特
色
が
あ
る
が 、
(
中

略)
今
の
日

本
語
と
そ
の
表
記
法
と
の
欠
点
の
源

が
漢
字
に
あ
る
と
す
れ
ば 、
そ
の
欠
点
を
根
本
的

に
除
く
に
は 、
ど
う
し
て
も
漢
字
を
や
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る 。」
(A
I
ジ
一
六
六)

そ
し
て 、
ζ
れ
を
た
と
え
ば
能
率
性
か
ら

批
判
し

て 、
「
カ
nタ
カ
ナ
の
左
ヨ
ヨ
ガ
キ
が 、
書
〈
に
も

読
む
に
も一

呑
だ
と
い
う
と
と
に
な
る o」
(ペ
ー

ゾ
一
七
八)
と
い
う 、
一
つ
の
理
想
案
が
述べ
ら

れ
る
一
方
で
は 、
創
造
性
か
ら
の
批
判
と
し
て 、

「
ヤ
マ
ト
ョ
ト

パ
に
よ
る
創
造
カ 、
造
語
能
力
が

お
と
ろ
え 、
特
に
現
代
の
要
求
を
満
た
す
に
た
り

な
い
た
b ‘
新
し
い
観
念
を
あ
ら
わ
ず
に
は 、
む

し
ろ
多
〈
の
場
合 、
淡
字
を
組
み
合
わ
せ
た
漢
字

語
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
従
っ
て
漢
字
語

は
漢
字
で
あ
ら
わ
す
と
と
を
必
要
と
す
る 。
二
千

か
ら

三
千
く
ら
い
の
基
本
的
な
漢
字
が
あ
れ
ば 、

そ
の
漢
字
の
あ
ら
わ
す
観
念
を
組
み
あ
わ
せ
て 、

現
代
の
要
求
す
る
新
し
い
観
念
を 、
多
〈
は
あ
ら

わ
す
こ
と
が
で
き
る 。」
た
だ
し 、
「
な
る
べ
く
同

音
異
義
を
さ
け 、
意
味
も
音
も
明
確
で
気
持
ち
の

よ
い
も
の
を
作
り
出
すべ
き
だ 。」
ハベ
1
ジ
一
六

四
l一

六
五)
と
い
う
よ
う
な 、
漢
字
の
存
在
を

肯
定
す
る
論
も
あ
る
の
で
あ
る 。

と
れ
は 、
あ
き
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る 。
し
か

し 、
ζ
の
矛
盾
は 、
著
者
の
議
論
の
矛
盾
な
の
で

は
な
く 、
国
語
国
字
問
題
そ
の
も
の
の
は
ら
む
矛

盾
的
性
格
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ

う 。
岡

本
氏
が
六
基
準
の
矛
盾・
対
立
と
い
っ
て

お
ら

れ
る
の
は 、
ま
さ
に ‘
と
う
い
っ
た
ζ
と
を

さ
す
の
に
ち
が
い
な
い 。

岡
本
氏
除 、
そ
の
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に 、
客

観
的
に
述べ
る
と
い
う
態
度
を
堅
持
し
て
お
ら

れ

る
か
の
よ
う
で
あ
る 。
事
実
を
重
ん
じ
つ
つ 、
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら

批
判
を
加
え 、
問
題
の
佐
賀
と

批
判
の
基
準
と
に
応
じ
て 、
そ
れ
ぞ
れ
に
改
革
の

可
能
性
を
述べ
る
と
い
う
線
を
守
ら

れ
た
か
の
ど

と
〈
で
あ
る 。
そ
れ
は 、
対
象
の
も
つ
矛
盾
を
統

一
す
る
改
革
案
を一示
す
ζ
と
が 、
も
は
宇
学
問
bE

越
え
た
実
践
行
動
で
あ
り 、
岡
本
氏
を
合
め
て 、

日
本
語
を
使
う
国
民
ひ
と
り
ひ
と
り
の
日
常
の
言

語
生
活
の
問
題
に
移
行
す
る
も
の
と
見
ら

れ
た
た

め
で
あ
ろ
う
か 。

本
番
は 、
「
改
革
の
た
め
の

本」
だ
と
さ
れ
な

が
ら 、
内
実
は 、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
問
題
の

所
在
と
そ
の
改
革
の
方
向
を
列
挙
的
に 、
時
に
は

矛
盾
の
ま
ま
に
指
摘
す
る
と
い
う
形
を
と
る
結
果

と
な
っ
て
い
る 。
一
つ
に
し
ぼ
ワ
た
改
革
案
を一不

す
こ
と
な
く 、
た
だ
日

本
語
の
問
題
占…
に
つ
い
て

の
全
般
的
な
認
識
を 、
い
わ
ば
国
民
の
ひ
と
り
ひ

と
り
に
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て 、
だ
ん
だ

ん
に
日

本
語
が
改
ま
ヮ
て
ゆ
く
ζ
と
を
願
う 、
と

い
う
本
舎
の
よ
う
な
立
場
は 、
一
つ
の
正
し
い
行

き
方
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い 。

だ
が 、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
六
基
涼
の
弁

証
法
的
統
一
を
説
く

著
者
の
理
論
か
ら
す
れ
ば 、

本
舎
の
よ
う
な 、
い
わ
ば
客
観
的
な
叙
述
は 、
読

者
に 、
な
ん
と
し
て
も
物
た
り
な
い
感
じ
を
い
だ

か
せ
ず
に
は
お
か
な
い 。
そ
の
実
践
性
を
高
〈

評

価
さ
れ
て
い
る
岡
本
氏
で
あ
る
だ
け
に 、
な
お
さ

ら
で
あ
る 。
や
は
り 、
氏
の
価
値
判
断
に
基
づ
く

理
想
を 、
一
ヲ
の
改
革
案
の
形
に
総
合
し
て 、
ど

ん
な
と
と
を 、
ど
ん
な
方
法
で 、
と
い
う
具
体
的

な
姿
で 、
一ホ
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か 、
と

思
う 。い

う
な
れ
ば 、
岡

本
氏
は 、
非
常
に
現
実
的
な

改
良
主
義
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
国
諮
問
題
の

む
ず
か
し
さ
を 、
言
語
の

本
質
か
ら
し
っ
か
り
と

つ
か
ん
だ 、
よ
い
意
味
で
の
実
際
主
義
者
な
の
で

あ
ろ
う 。
そ
の
こ
と
は 、
氏
が
「
国
語
と
国
文

学」
昭
和
二
十
二
年一
月
号
に
執
筆
さ
れ
た
『
カ

ナ
モ
ジ
論
の
批
判』
の
中
の
次
の
ζ
と
ば
に
よ
っ

て
も
充
分
う
か
が
え
る 。

「
正
直
な
と
ζ
ろ
ワ
F
シ
は
ζ
の
ど
ろ 、
日

本
語
と
そ
の
表
記
法
の
改
革
も 、
ヨ
イ
・
ワ
ル

イ
ま
た
は
ス
キ
・
キ
ラ
イ
の
問
題
と
い
う
よ
り

も 、
む
し
ろ
必
然
か
ど
う
か 、
ま
た
は
デ
キ
ル

か
デ
キ
ナ
イ
か
の
問
題
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た 。」
(べ
1
ゾ
三
三)

108 



だ
か
ら 、
氏
は 、
国
語
問
題
の
は
ら
む 、
矛
盾

に
み
ち
た
複
雑
な
様
相
を 、
わ
り
き
ら
ず
に 、
あ

り
の
ま
ま
に 、
問
題
提
起
の
形
で一示
さ
れ
た
も
の

に
ち
が
い
な
い 。
そ
う 、
私
は
理
解
し
た 。

と
と
の
つ
い
で
に 、
ぶ
ち
ま
け
よ
う 。
物
た
り

な
い
と
い
え
ば 、
実
は 、
私
は
も
っ
と

根
本
的
な

点
に 、
不
満
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る 。
何
か
と

い
え
ば 、
そ
れ
は 、
著
者
自
身
も
触
れ
て
お
ら

れ

る
が 、
と
と
ば
の
民
主
化
の
問
題
で
あ
る 。

著
者
は 、
例
の
批
判
の
六
基
準
を
説
明
し
た
あ

と
に 、こ

れ
ら

の
ほ
か
に
も 、
考
え
る
べ
き

基
準
が

な
い
で
も
な
い
が 、
(
た
と
え
ば
民
主
性) 、
そ

れ
ら
は 、
た
い
て
い
は 、
こ
の
六
基
準
に
合
め

る
ζ
と
が
で
き
る
の
で 、
ムマ
は
ζ
の
六
つ
に
と

ど
め
て
お
く」
(ベ
l

ジ
四
七)

と
述べ
て
い
ら

れ
る
が 、
と
の
「
民
主
性」
こ
そ

実
は
最
も
基
本
的
な
基
準
と
すべ
き
も
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か 。

今
日
と
い
う

時
代
を
民
主
主
義
の
時
代
と
考

え 、
民
主
化
の
推
進
を
望
ま
し
い
ζ
主
と
考
え
る

か
ぎ
り ‘
日

本
語
と
そ
の
表
現
を 、
国
民
すべ
て

の
も
の
と
す
る
立
場
は 、
当
然 、
あ
ら
ゆ
る
考
察

の
校
本
に
す
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う 。

調
本
氏
が
と
れ
を
落
と
さ
れ
た
の
は 、
前
に
引

書評「日本語の批判的考察」

用
し
た
よ
う
な 、
六
基
準
の
ど
れ
か
に
収
め
ら

れ

る
と
い
う
ζ
と
の
ほ
か
に 、
本会田
が 、
主
と
し
て
日

本
語
自
体
の
併
進
に
重
き
を
お
い
て
い
る
た
め
に

ほ
か
な-9
ま
い 。
本
書
の
本
論
を
第一
一縞
と
し 、

第
二
編
と
し
て 、
「
日

本
の
言
語
と
人
文」
の
公

刊
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
主
で
あ
る
が 、
こ

と
ば
の
民
主
化
の
問
題
は 、
意
識
的
に 、
そ
の
第

二
編
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か 。

だ
と
す
る
と 、
ど
う
も

逆
の
よ
う
に 、
私
に
は

思
え
る 。
「
日

本
の
言
語
と

人
文」
が
む
し
ろ
第

一
一紛
で 、
本
書
の
「
本
論」
が
第
二
編
で
は
な
い

だ
ろ
う
か 。
そ
れ
は
単
な
る
順
序
の
問
題
で
は
な

い 。
国
諮
問
題
に
関
す
る
限
り 、
こ
と
ば
の
構，造

平
伝
達
の
機
能
の
分
析
の
根
底
に
は 、
い
わ
ば

「
こ
と
ば
は
何
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
か」
と

い
う 、
社
会
的
な 、
そ
し
て
当
然
歴
史
的
な
問
題

が 、
し
っ
か
り
と
す
え
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と 、
私
は
信
ず
る 。

本
書
を
通
読
し
て
感
じ

ら
れ
る
「
あ
る
弱
さ」
は 、
ま
さ
に 、
と
の
「
言

語
と

文
化」
に
つ
い
て
の
考
察
が
前
提
に
な
い
と

と
が 、
原
因
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る

が 、
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か 。

そ
の
窓
味
で 、
私
に
は 、
第
二
編
と
し
て
予
定

さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
日
本
の
言
語
と
人
文」
l

そ
れ
は 、
岡
本
氏
の
よ
う
な
国
語
学
者
に
よ
っ

τ

日

初
必
て
議官
か
れ
う
る
も

の
だ
|

の
公
刊
の、

も
早
か
ら
ん
こ
と
が
認
ま
れ
る 。

(
付
記)

浅
学
の
身
を
か
え
り
み
ず 、
不
満
ば

か
り
申
し
述べ
ま
し
た 。
も
と
よ
り 、
と
の
小

文
で 、
氏
の
御
労
作
の
全
面
的
な

評
価
を
企
て

た
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。
た
だ 、
国
語
問

題
に
鎗
い
関
心
を
も
っ
一
読
者
と
し
て
の
卒
直

な
読
後
感
を 、
そ
の
最
も
強
く
感
じ
た
ζ
と
の

一
二
を 、
筆
に
ま
か
せ
て
つ
づ
っ
て
み
た
ま
で

で
す 。
そ
れ
は 、
著
者
の
体
系
の
よ
り
よ
き
結

実
を
心
か
ら

願
う
気
持
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん 。
失
礼
の
と
と
ば
が
あ
り
ま
し
た
ら

ど
う
ぞ
お
許
し
下
さ
い 。
(
東
京
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代
田
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