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坂
口
安
吾
「
町
内
の
二
天
才
」
論金

井
雅
弥

は
じ
め
に

　

坂
口
安
吾
「
町
内
の
二
天
才
」1
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月
発
行
の
『
キ

ン
グ
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
安
吾
は
将
棋
の
観
戦
記
や
将
棋
を
題
材
と
し
た

小
説
な
ど
を
書
き
残
し
て
お
り
、
将
棋
に
関
係
す
る
作
品
が
数
多
く
存
在

す
る
。
近
年
で
は
、
二
〇
一
八
年
に
中
央
公
論
新
社
か
ら
安
吾
の
将
棋
と

囲
碁
に
関
す
る
作
品
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『
勝
負
師
』2
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
町
内
の
二
天
才
」
は
、
将
棋
が
題
材
と
な
っ
て

い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
録
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
奥
野
健
男
が
「
つ
ま
ら
な
い
」3
と
述
べ
る
よ
う
に
先
行
研

究
で
の
評
価
は
芳
し
く
な
く
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。

　

本
作
は
、
親
バ
カ
同
士
の
ち
っ
ぽ
け
な
意
地
の
張
り
合
い
が
繰
り
広
げ

ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
東
京
近
郊
の
地
方
に
住
む
魚
屋
の
金
サ
ン
に
は
長

助
と
い
う
中
学
二
年
生
の
息
子
が
お
り
、
床
屋
の
源
サ
ン
に
は
一
四
歳
の

正
吉
と
い
う
息
子
が
い
る
。
長
助
は
野
球
、
正
吉
は
将
棋
で
、
親
バ
カ
二

人
は
自
身
の
息
子
を
天
才
と
い
っ
て
譲
ら
な
い
。
金
サ
ン
は
源
サ
ン
を
負

か
す
た
め
、
天
元
堂
と
い
う
易
者
に
頼
み
、
メ
メ
ズ
小
僧
と
い
う
子
ど
も

を
連
れ
て
き
て
、
正
吉
と
勝
負
さ
せ
る
。
勝
負
の
日
、
あ
い
に
く
長
助
の

少
年
野
球
の
準
々
決
勝
と
重
な
り
金
サ
ン
は
そ
ち
ら
を
見
に
行
く
。
相
手

は
県
下
第
一
と
評
判
の
投
手
が
率
い
る
チ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
結
果
は
、
手

も
足
も
出
ず
に
敗
れ
、
金
サ
ン
は
言
葉
を
失
う
。
目
が
さ
め
た
金
サ
ン
が

正
吉
の
対
決
が
行
わ
れ
て
い
た
会
場
に
い
く
と
、
す
で
に
誰
も
い
な
い
。

会
場
に
い
た
女
中
に
話
を
聞
く
と
、
二
時
間
足
ら
ず
で
勝
負
が
つ
い
た
そ

う
。
正
吉
も
手
も
足
も
出
ず
に
敗
れ
た
の
で
あ
る
。
親
バ
カ
二
人
は
「
バ

カ
な
夢
を
見
た
も
の
だ
」
と
現
実
を
突
き
つ
け
ら
れ
、
物
語
は
終
わ
り
を

迎
え
る
。

　

鈴
木
雄
史
が
「
息
子
た
ち
が
豆
天
才
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
は
じ
め
か

ら
分
か
り
切
っ
て
い
る
」4
と
い
う
よ
う
に
、
本
作
で
登
場
す
る
「
天
才
」

た
ち
は
ど
こ
に
で
も
い
る
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、「
親

バ
カ
」
二
人
の
力
の
入
れ
よ
う
は
異
常
で
あ
り
、
そ
こ
が
ま
た
滑
稽
で
笑

い
を
誘
う
。「
バ
カ
な
夢
を
見
た
も
の
だ
」
と
最
終
的
に
、
父
親
二
人
が

「
天
下
の
広
大
」
さ
を
実
感
し
て
終
わ
る
本
作
は
、
当
時
の
市
井
の
風
俗

や
「
親
バ
カ
」
の
憎
め
な
い
様
子
が
素
朴
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
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安
吾
と
深
く
か
か
わ
る
将
棋
と
野
球
が
題
材
に
な
っ
て
い
る
が
、
数
少

な
い
先
行
研
究
で
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の

は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
題
材
と
さ
れ
て
い
る
将
棋
と
野
球
に
注

目
し
つ
つ
、「
天
才
」
を
め
ぐ
る
新
し
い
時
代
の
到
来
が
い
か
に
表
現
さ

れ
て
い
る
か
を
分
析
し
た
い
。

一
　
豆
天
才

　
「
町
内
の
二
天
才
」
は
初
出
当
時
、「
諷
刺
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を

掲
げ
て
発
表
さ
れ
た
。
何
が
「
諷
刺
」
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、「
親

の
熱
」
す
な
わ
ち
、「
親
バ
カ
」
さ
で
あ
る
。
作
中
で
は
自
身
の
子
ど
も

を
「
豆
天
才
」
と
し
て
も
て
は
や
す
親
た
ち
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
る
。

　

　
当
節
は
日
本
中
に
豆
天
才

0

0

0

が
ハ
ン
ラ
ン
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
目
の

色
を
変
え
て
い
る
の
は
親
だ
け
だ
。
そ
の
ほ
か
の
誰
も
天
才
だ
と
は
思
わ

な
い
。
む
ろ
ん
そ
れ
で
月
謝
を
稼
い
で
い
る
先
生
も
。
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の

天
才
。
バ
レ
ー
の
天
才
。
歌
謡
曲
の
豆
天
才
。
ど
れ
と
い
っ
て
親
の
熱
に

変
り
は
な
い
が
、
特
に
熱
病
が
ハ
デ
に
露
出
し
て
い
る
の
は
野
球
な
ぞ
か

も
知
れ
な
い
。（
傍
点
引
用
者
）

　
「
当
節
は
日
本
中
に
豆
天
才
が
ハ
ン
ラ
ン
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
、
世
間
で
は
〈
豆
天
才
ブ
ー
ム
〉
が
あ
っ
た
。

関
井
光
男
は
「
昭
和
二
十
七
年
か
ら
昭
和
二
十
八
年
に
か
け
て
は
、
実
際

に
数
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
豆
天
才
が
輩
出
し
た
時
期
で
あ
る
」5
と
指
摘

し
て
い
る
が
、
そ
の
ブ
ー
ム
は
も
う
少
し
早
い
一
九
五
〇
年
頃
か
ら
見
ら

れ
る
。
小
さ
い
子
ど
も
を
「
豆
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
「
天
才
」
と

も
て
は
や
す
現
象
自
体
は
、
す
で
に
一
九
三
七
年
八
月
発
行
の
『
婦
女

界
』
で
掲
載
さ
れ
た
「
天
才
豆
芸
術
家
を
訪
ね
て
」
や
一
九
三
八
年
八
月

発
行
の
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
評
判
豆
天
才
の
親
子
訪
問
」
な
ど
で
確
認

で
き
る
。
そ
の
後
、「
豆
天
才
」
と
い
う
子
ど
も
を
も
て
は
や
す
熱
が
高

ま
る
の
が
一
九
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、「
豆
天
才
」
の
言
葉

が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
事
の
発
端
は
幼
い
子
ど
も
ら
が
画
廊
で
個
人

展
6
を
行
い
、
そ
れ
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
囃
し
立
て
た
こ
と
に
よ
る
。

一
九
五
〇
年
四
月
の
『
婦
人
朝
日
』
で
は
「〝
豆
画
伯
〟
と
い
わ
れ
る
子

供
の
絵
」
と
い
う
題
で
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
幼
い
子
ど

も
が
個
展
を
開
い
た
際
に
、「
無
批
判
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
が
「
豆
画

伯
」「
天
才
少
年
」
と
囃
し
立
て
た
た
め
に
、
多
く
の
人
々
が
そ
の
会
場

に
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
話
題
に
な
っ
た
子

供
の
絵
」
と
い
う
ペ
ー
ジ
で
は
「
本
誌
は
こ
の
風
潮
に
頗
る
危
険
な
も
の

を
認
め
た
」
と
し
て
子
ど
も
の
絵
を
囃
し
立
て
る
風
潮
を
問
題
視
し
て
い

る
。
他
に
も
、
画
家
で
あ
っ
た
石
井
柏
亭
は
「
近
ご
ろ
豆
天
才
だ
と
い
つ
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て
児
童
の
絵
を
騒
ぎ
立
て
る
傾
向
が
あ
る
が
、
周
囲
が
変
に
も
て
は
や
し

て
騒
ぎ
立
て
た
り
ち
や
ほ
や
し
た
り
す
る
の
は
良
く
な
い
」
と
一
九
五
〇

年
五
月
発
行
の
『
徳
島
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
子
供
の
絵
」
で
そ
の
風

潮
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
、
美
術
評
論
家
の
久
保
貞
次
郎
は
「
児
童
美

術
教
育
」
を
述
べ
る
際
の
枕
と
し
て
、「
最
近
ジ
ャ
ァ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
豆

天
才
」
の
見
出
し
で
騒
い
で
い
る
よ
う
だ
」
と
一
九
五
一
年
二
月
発
行

の
『
み
づ
ゑ
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
児
童
美
術
の
た
め
に
」
で
当
時
の
様

子
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
〈
豆
天
才
ブ
ー
ム
〉
を
加
味
し
て
か
、

一
九
五
二
年
一
月
の
『
旬
刊
読
売　

新
年
特
別
号
』
で
は
「
豆
天
才
ニ
コ

ニ
コ
座
談
会
」、
一
九
五
二
年
七
月
の
『
新
映
画
』
で
は
「
天
才
豆
ス
タ

ア
が
語
る　

小
さ
い
身
体
に
大
き
な
望
み
」
と
い
う
よ
う
に
座
談
会
が
組

ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
〈
豆
天
才
ブ
ー
ム
〉
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た

「
豆
天
才
」
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら
美
術
芸
術
分
野
で
活
躍
す
る
親
を
持
つ
子

ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

将
棋
に
つ
い
て
も
「
豆
天
才
」
の
言
葉
の
使
用
を
確
認
で
き
る
。

一
九
四
九
年
一
〇
月
の
『
将
棋
評
論
』
で
は
「
天
才
豆
初
段
」
と
い
う

見
出
し
で
当
時
一
四
歳
だ
っ
た
少
年
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
五
四
年
一
一
月
の
『
近
代
将
棋
』
に
は
「
読
者
会
議
」
と
い
う
欄
が

あ
り
、
そ
こ
で
は
「
豆
天
才
棋
士
」
と
い
う
見
出
し
で
当
時
七
歳
だ
っ
た

子
ど
も
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
野
球
の
分
野
で
も
、
一
九
五
〇
年
一
一
月

五
日
の
『
読
売
新
聞
』
の
夕
刊
で
「〝
打
撃
は
こ
う
し
て
〟
豆
選
手
に
球

豪
の
先
生
」
と
「
天
才
」
と
い
う
語
は
伴
わ
な
い
も
の
の
、「
豆
」
と
形

容
す
る
使
用
例
が
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
〈
豆
天
才
ブ
ー
ム
〉
が
あ
っ
た
一
方
で
、
そ
の
風
潮
を
皮

肉
る
立
場
の
文
章
も
同
時
に
見
ら
れ
た
。
安
吾
の
知
人
も
度
々
そ
の
よ
う

な
文
章
を
発
表
し
て
い
る
。
自
身
も
将
棋
を
指
し
て
い
た
徳
川
夢
声
は

一
九
五
〇
年
一
一
月
発
行
の
『
漫
画
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
親
馬
鹿
・
豆
天

才
」
で
、「
碁
や
、
将
棋
の
世
界
」
は
「
勝
負
が
つ
い
て
、
ハ
ッ
キ
リ
優

劣
が
定
ま
る
」
た
め
に
周
り
が
騒
い
で
も
「
豆
天
才
に
な
れ
な
い
」
と
し

な
が
ら
も
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
豆
天
才
」
と
お
だ
て
る
こ
と
自
体

が
当
人
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
、
度
を
こ
し
た
「
親
バ
カ
」
を
痛
烈
に
批

判
し
て
い
る
。
夢
声
は
こ
れ
よ
り
も
三
か
月
前
の
同
年
七
月
の
『
面
白
倶

楽
部
』
で
企
画
さ
れ
た
読
者
に
川
柳
を
募
集
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
選
者
を
し

て
い
る
。
お
題
は
「『
も
の
は
附
』
＝
や
め
た
い
も
の
は
＝
」
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
秀
作
に
「
豆
天
才
の
続
出
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
豆
天

才
」
を
好
ま
し
く
思
わ
な
い
風
潮
を
夢
声
は
敏
感
に
察
し
て
い
た
。
ま
た
、

先
に
も
触
れ
た
「
豆
天
才
ニ
コ
ニ
コ
座
談
会
」
を
傍
聴
し
、
同
誌
面
上
で

「
傍
聴
傍
見
の
記
」
を
書
い
た
近
藤
日
出
造
は
、「
豆
天
才
ば
か
り
集
ま
っ

て
大
座
談
会
を
開
く
か
ら
こ
れ
を
傍
聴
し
、
こ
の
豆
に
つ
な
が
っ
て
ま
か

り
越
す
親
々
の
親
馬
鹿
ぶ
り
な
ど
を
中
心
に
し
て
、
一
文
を
も
の
せ
ェ
と

い
う
」
と
、
そ
も
そ
も
座
談
会
自
体
が
親
馬
鹿
の
実
態
を
描
く
た
め
に
企

画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
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「
町
内
の
二
天
才
」
が
「
諷
刺
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
掲
げ
て
掲

載
さ
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
親
馬
鹿
を
皮
肉
る
風
潮
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
安
吾
は
一
九
四
八
年
一
二
月
の
『
月
刊
読
売
』

で
獅
子
文
六
と
と
も
に
夢
声
と
「
今
年
を
顧
み
る
」
と
い
う
鼎
談
し
、

一
九
五
〇
年
八
月
発
行
の
『
中
央
公
論
』
で
掲
載
さ
れ
た
「〝
歌
笑
〟
文
化
」

で
夢
声
の
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
ま
た
、
近
藤
と
も
面
識
が
あ
り
、

近
藤
が
編
者
を
し
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
『
漫
画
』
の
一
九
四
八
年
一
二
月

号
に
安
吾
は
「
哀
れ
な
ト
ン
マ
先
生
」
を
書
い
て
お
り
、
一
九
五
三
年
三

月
一
九
日
の
『
西
日
本
新
聞
』
の
夕
刊
に
掲
載
さ
れ
た
「
明
日
は
天
気
に

な
れ
（
77
）
文
士
の
碁
将
棋
」
で
は
「
二
三
年
前
ま
で
近
藤
日
出
造
君
の

編
輯
に
よ
る
『
漫
画
』
と
い
う
雑
誌
が
あ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。
さ

ら
に
は
、
一
九
五
五
年
一
月
の
『
週
刊
読
売
』
の
「
や
ァ
こ
ん
に
ち
わ
」

で
は
対
談
を
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、〈
豆
天
才
ブ
ー
ム
〉
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
子
ど
も
ら

は
も
っ
ぱ
ら
美
術
芸
術
分
野
で
活
躍
し
た
子
ど
も
た
ち
で
、
彼
ら
の
多
く

が
、
親
が
そ
の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
二
世
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中

で
な
ぜ
「
町
内
の
二
天
才
」
で
は
将
棋
や
野
球
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。

二
　
野
球

　
「
町
内
の
二
天
才
」
で
は
、「
特
に
熱
病
が
ハ
デ
に
露
出
し
て
い
る
の
は

野
球
な
ぞ
か
も
知
れ
な
い
」
と
野
球
が
「
親
バ
カ
」
の
格
好
の
例
と
し
て

登
場
す
る
。
金
サ
ン
と
長
助
は
「
職
業
野
球
の
花
形
選
手
」
を
目
指
し
て

特
訓
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
実
際
に
は
、
野
球
は
当
時
ど
の
よ
う
な
状
況

に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

戦
前
、
野
球
は
学
生
野
球
が
人
気
を
博
し
て
い
た
。
職
業
野
球
も
存
在

は
し
て
い
た
が
そ
れ
ほ
ど
人
気
を
集
め
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
戦
後
は
職
業
野
球
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
谷
川
建
司

は
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
と
日
本
プ
ロ
野
球
界
の
二
人
三
脚
に
よ
る
努

力
」
に
よ
り
、
職
業
野
球
は
「
戦
後
日
本
の
空
前
の
野
球
人
気
の
中
で
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
へ
と
押
し
上
げ
ら
れ
た
」7
と
、
戦
後
に
職
業
野
球
が

人
気
に
な
っ
た
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
前
か
ら
庶
民
の

間
で
も
野
球
は
盛
ん
で
、
村
上
浩
介
は
、「
戦
前
か
ら
、
一
般
の
人
々
が

娯
楽
と
し
て
す
る
野
球
、
す
な
わ
ち
草
野
球
は
、
か
な
り
盛
ん
で
」
あ
り
、

戦
後
に
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る

8
。
ま
た
村
上

は
、
一
九
四
六
年
に
は
「
文
科
省
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
を
汲
ん
で
、
全
国
の

学
校
に
バ
ッ
ト
と
ボ
ー
ル
を
普
及
さ
せ
、
野
球
を
奨
励
し
た
」
と
、
戦
後

に
「
義
務
教
育
と
野
球
は
密
接
に
結
び
つ
い
た
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
作
中
で
長
助
が
「
中
学
二
年
生
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
時
代
背
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景
が
反
映
さ
れ
、
野
球
が
当
時
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
あ
り
ふ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
安
吾
も
一
九
五
四
年
五

月
二
〇
日
の
『
読
売
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
い
つ
も
大
投
手
が
い
な
い

町

―
桐
生
通
信

―
」
で
「
小
学
校
や
中
学
校
の
野
球
で
も
ポ
ン
ポ
ン

よ
く
打
っ
て
ビ
ッ
ク
リ
す
る
ほ
ど
だ
」
と
桐
生
の
子
ど
も
た
ち
が
野
球
を

す
る
姿
を
書
き
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
作
中
で
野
球
の
「
天
才
」
と
さ
れ

る
長
助
は
「
職
業
野
球
の
花
形
」
に
な
る
も
の
と
し
て
金
サ
ン
か
ら
期
待

さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
憧
れ
の
職
業
と
し
て
野
球
は
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
変
化
し
て
い
っ
た
野
球
の
実
態
を

安
吾
は
同
時
代
人
と
し
て
書
き
記
し
て
い
た
。
安
吾
は
一
九
四
八
年
の

『
世
界
日
報
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
ヤ
ミ
論
語
」9
の
「
大
衆
は
正
直
」
で
職

業
野
球
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
職
業
野
球
が
大
衆
の
興
味
を
あ
つ
め
は
じ
め
て
い
る
。
大
衆
は
正
直
で

あ
る
。
時
代
の
嗜
好
が
ス
ポ
ー
ツ
へ
動
く
わ
け
で
は
な
い
。
職
業
野
球
の

内
容
が
充
実
し
た
か
ら
、
大
衆
の
興
味
が
あ
つ
ま
る
の
で
あ
る
。

　

職
業
野
球
の
「
内
容
が
充
実
し
た
か
ら
」
こ
そ
「
大
衆
の
興
味
」
が
集

ま
り
、
人
気
に
な
っ
て
い
る
と
そ
の
理
由
を
安
吾
は
語
っ
て
い
る
。
同
様

の
記
述
は
一
九
四
九
年
五
月
二
九
日
の
『
毎
日
新
聞
』
大
阪
版
に
掲
載
さ

れ
た
「
碁
に
も
名
人
戦
つ
く
れ
」
に
も
確
認
で
き
る
。

大
衆
は
正
直
な
も
の
だ
、
プ
ロ
野
球
に
人
気
が
で
た
の
も
実
力
が
向
上
し
、

監
督
が
ブ
ン
殴
り
合
つ
た
り
す
る
ほ
ど
試
合
と
い
う
も
の
に
精
魂
を
こ
め

選
手
権
を
め
ざ
し
て
必
死
の
力
闘
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

プ
ロ
野
球
の
「
実
力
が
向
上
し
」、「
精
魂
を
こ
め
選
手
権
を
め
ざ
し
て

必
死
の
力
闘
」
が
な
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
大
衆
の
人
気
が
出
た
と
安
吾
は

い
う
。
ま
た
、
一
九
四
九
年
一
一
月
発
行
の
『
文
藝
春
秋
』
に
発
表
さ
れ

た
「
戦
後
新
人
論
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
戦
後
派
の
人
気
者
の
一
つ
に
職
業
野
球
が
あ
る
。
戦
前
に
野
球
の
主
流

で
あ
つ
た
六
大
学
も
甲
子
園
大
会
も
都
市
対
抗
も
、
今
で
は
、
プ
ロ
野
球

の
新
人
発
掘
の
温
床
と
し
て
注
目
さ
れ
る
程
度
と
な
つ
て
ゐ
る
。

　

こ
こ
で
は
そ
れ
ま
で
人
気
を
博
し
て
い
た
「
六
大
学
も
甲
子
園
大
会
も

都
市
対
抗
」
よ
り
も
職
業
野
球
が
戦
後
に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
安
吾
は
職
業
野
球
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
一
九
四
八

年
八
月
発
行
の
『
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
・
マ
ガ
ジ
ン
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本

野
球
は
プ
ロ
に
非
ず
」
で
は
、
安
吾
の
職
業
野
球
に
対
す
る
考
え
が
述
べ
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ら
れ
て
い
る
。

　
六
月
十
日
、
大
井
廣
介
に
ム
リ
ム
タ
イ
に
ひ
つ
ぱ
り
だ
さ
れ
て
、
後
楽

園
へ
で
か
け
た
。
終
戦
後
は
じ
め
て
の
野
球
見
物
で
あ
る
。（
中
略
）

　
だ
い
た
い
、
日
本
の
職
業
野
球
に
は
、
ま
だ
本
当
の
職
業
精
神
も
な
く
、

組
織
も
で
き
て
ゐ
な
い
。
な
に
よ
り
も
上
達
、
そ
れ
に
は
、
な
に
よ
り
も

練
習
で
、
ま
づ
練
習
の
完
全
な
組
織
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）

　
日
本
の
野
球
の
カ
ン
ト
ク
は
、
こ
の
悲
し
い
選
手
に
絶
望
も
せ
ず
、
愚

か
に
も
、
神
を
怖
れ
ぬ
迷
蒙
を
信
じ
て
ゐ
る
の
で
す
。
ど
こ
に
近
代
が
あ

り
ま
す
か
。
ど
こ
に
、
職
業
人
の
血
肉
を
か
け
た
研
究
と
、
向
上
心
と
、

工
夫
が
あ
り
ま
す
か
。（
中
略
）

　
日
本
の
投
手
は
ダ
メ
だ
。
職
業
人
な
ら
ば
、
職
業
人
ら
し
い
投
手
に
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
職
業
人
と
は
何
か
。

　
全
力
を
つ
く
し
、
イ
ノ
チ
を
か
け
、
死
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）

　
碁
、
将
棋
で
も
、
角
力
で
も
、
プ
ロ
に
は
、
必
死
の
修
業
が
あ
る
も
の

で
あ
る
。
日
本
の
プ
ロ
野
球
は
、
ま
だ
、
と
て
も
、
プ
ロ
と
は
申
さ
れ
ぬ
。

プ
ロ
の
修
業
精
神
を
持
た
な
い
か
ら
だ
。

　

安
吾
は
一
九
四
八
年
六
月
一
〇
日
に
大
井
廣
介
と
後
楽
園
球
場
へ
「
終

戦
後
は
じ
め
て
」
野
球
を
見
に
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
職
業
野
球
に
対
し

て
「
本
当
の
職
業
精
神
も
な
く
、
組
織
も
で
き
て
ゐ
な
い
」
と
い
い
、
職

業
野
球
を
「
職
業
人
」
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
的
に
見
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
安
吾
の
い
う
「
職
業
人
」
と
は
「
全
力
を
つ
く
し
、
イ
ノ
チ
を
か

け
、
死
を
か
け
る
こ
と
」
で
あ
り
、
自
身
の
一
生
を
か
け
て
そ
れ
を
行
う

こ
と
が
「
職
業
人
」
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
安
吾

の
職
業
観
が
一
九
四
七
年
一
一
月
発
行
の
『
文
学
界
』
に
発
表
さ
れ
た

「
娯
楽
奉
仕
の
心
構
へ
」
に
も
確
認
で
き
る
こ
と
が
、
時
野
谷
ゆ
り
10
に

よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
娯
楽
奉
仕
の
心
構
へ
」
で
は
以
下

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
文
学
の
生
命
は
何
か
。
悩
め
る
魂
の
友
だ
と
い
ふ
。
そ
れ
も
亦
休
養
娯

楽
だ
、
と
私
は
思
ふ
。
人
々
の
休
養
娯
楽
に
奉
仕
す
る
だ
け
で
も
立
派
な

仕
事
で
は
な
い
か
。
棋
士
は
将
棋
に
よ
つ
て
、
職
業
野
球
家
は
野
球
に
よ

つ
て
寄
席
芸
人
は
落
語
漫
才
に
よ
つ
て
人
々
の
休
養
娯
楽
に
奉
仕
す
る
。

ま
こ
と
に
立
派
な
、
誇
る
べ
き
仕
事
ぢ
や
な
い
か
。
よ
き
棋
譜
に
よ
り
、

よ
き
野
球
に
よ
り
、
よ
き
演
芸
に
よ
つ
て
人
に
負
け
な
い
好
サ
ー
ビ
ス
を

な
し
人
々
を
よ
り
多
く
た
の
し
ま
せ
る
た
め
に
心
を
配
り
技
を
み
が
き
努

力
す
る
。
意
義
あ
る
生
活
で
は
な
い
か
。

　

安
吾
は
「
人
々
の
休
養
娯
楽
に
奉
仕
す
る
」
こ
と
が
、「
ま
こ
と
に
立

派
な
、
誇
る
べ
き
仕
事
」
で
あ
る
と
し
、「
好
サ
ー
ビ
ス
を
な
し
人
々
を

よ
り
多
く
た
の
し
ま
せ
る
た
め
に
心
を
配
り
技
を
み
が
き
努
力
す
る
」
こ
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と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
休
養
娯
楽
に
奉
仕

す
る
」
職
業
人
に
、
職
業
野
球
は
成
り
得
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
時
野
谷
は
「「
職
業
人
」
と
言
う
時
、
プ
ロ
野
球
選
手
も
プ

ロ
棋
士
も
プ
ロ
の
文
学
者
も
同
じ
位
相
に
置
か
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て

お
り
、「
職
業
人
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、「
血
肉
を
か
け
た
研
究
と
、

向
上
心
と
、
工
夫
」
を
し
な
い
職
業
野
球
は
「
プ
ロ
」
と
呼
べ
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
日
本
野
球
は
プ
ロ
に
非
ず
」
で
は
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　

他
に
も
一
九
四
九
年
六
月
発
行
の
『
文
学
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
神
経

衰
弱
的
野
球
美
学
論
」
で
安
吾
は
野
球
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批
判
を
し

て
い
る
。

　
夕
方
の
四
時
頃
に
な
る
と
、
太
陽
が
三
塁
か
ら
左
翼
を
低
く
直
射
す
る

や
う
に
な
る
。
す
る
と
、
三
塁
と
左
翼
が
ポ
ロ
ポ
ロ
と
失
策
を
や
り
だ
す
。

一
九
四
八
年
は
ア
ロ
ハ
シ
ヤ
ツ
と
色
メ
ガ
ネ
の
大
流
行
時
代
で
あ
つ
た
が
、

ア
ロ
ハ
ユ
ニ
ホ
ー
ム
は
よ
ろ
し
く
な
い
が
、
色
メ
ガ
ネ
は
用
ひ
た
方
が
よ
ろ

し
い
だ
ろ
う
。
あ
の
時
間
の
太
陽
の
直
射
が
分
り
き
つ
て
ゐ
る
の
に
何
ら

の
用
意
も
な
く
、
ポ
ロ
ポ
ロ
と
凡
フ
ラ
イ
を
落
つ
こ
と
す
の
は
、
野
球
で

オ
マ
ン
マ
を
食
ふ
人
間
の
心
掛
け
で
は
な
い
や
う
で
あ
る
。

　

安
吾
は
一
九
四
九
年
二
月
か
ら
東
大
病
院
神
経
科
へ
入
院
11

し
て
い

た
。
こ
の
入
院
中
に
安
吾
は
科
長
の
内
村
祐
之
に
勧
め
ら
れ
、
後
楽
園
に

野
球
を
見
物
に
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
の
野
球
観
戦
の
感
想
で
あ
る
。
野

球
選
手
ら
は
太
陽
が
ま
ぶ
し
く
プ
レ
ー
に
支
障
を
き
た
す
の
が
わ
か
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
対
策
を
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
ん
な
姿
を
安
吾
は
「
野
球
で
オ
マ
ン
マ
を
食
ふ
人
間
の
心
掛
け
で
は
な

い
や
う
で
あ
る
」
と
批
判
を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
安
吾
は
職
業
野
球
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
職
業
野
球
と
い
う
も

の
が
戦
後
に
成
立
し
た
こ
と
や
そ
う
し
た
考
え
が
新
し
い
と
い
う
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
一
一
月
発
行
の
『
近
代
文
学
』
に
掲
載
さ
れ

た
「
ス
ポ
ー
ツ
・
文
学
・
政
治
」
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
別
府
星
野
組
の
荒
巻
と
い
ふ
投
手
、
あ
い
つ
は
非
常
な
秀
才
な
ん
だ
さ

う
で
、
学
校
を
首
席
で
出
て
、
職
業
野
球
に
入
ら
な
い
で
東
大
に
入
り
た

い
気
持
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
、
東
大
野
球
部
の
連
中
が
ぜ
ひ
引
つ
ぱ
る
や

う
に
内
村
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
た
の
み
に
来
た
ん
だ
。
す
る
と
、
内
村
さ
ん

は
、
ど
う
せ
東
大
を
卒
業
し
て
も
職
業
野
球
に
入
り
、
野
球
で
飯
を
食
ふ

べ
き
人
な
ん
だ
か
ら
、
三
年
無
駄
に
し
な
い
で
、
今
す
ぐ
野
球
に
入
つ
た

方
が
い
ゝ
、
と
答
へ
た
ん
だ
。
か
う
し
た
考
へ
方
な
ん
か
終
戦
ま
で
な
か

つ
た
ん
だ
。
実
に
新
鮮
な
思
想
だ
よ
。

　

当
時
注
目
さ
れ
て
い
た
学
生
投
手
の
荒
巻
淳
に
対
し
て
、
精
神
科
医
で
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あ
る
内
村
祐
之
が
「
ど
う
せ
東
大
を
卒
業
し
て
も
職
業
野
球
に
入
り
、
野

球
で
飯
を
食
ふ
べ
き
人
な
ん
だ
か
ら
、
三
年
無
駄
に
し
な
い
で
、
今
す
ぐ

野
球
に
入
つ
た
方
が
い
ゝ
」
と
言
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
安
吾
は
「
か
う
し
た
考
へ
方
な
ん
か
終
戦
ま
で
な
か
つ
た
ん

だ
。
実
に
新
鮮
な
思
想
だ
よ
」
と
職
業
野
球
が
一
つ
の
職
業
と
し
て
成
り

立
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
同
様
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
先

に
も
触
れ
た
「
戦
後
新
人
論
」
で
も
記
さ
れ
て
い
る
。
内
村
祐
之
に
師
事

し
て
い
た
春
原
千
秋
は
東
大
病
院
神
経
科
に
勤
め
て
い
た
際
に
、
内
村
と

安
吾
が
「
愉
快
そ
う
に
野
球
談
議
を
交
わ
し
た
り
し
て
い
た
」12
と
回
想

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
安
吾
は
野
球
見
物
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
一
月
発
行
の
『
文
藝
春
秋
』
に
掲

載
さ
れ
た
「
麻
薬
・
自
殺
・
宗
教
」
で
は
「
私
は
野
球
を
自
分
で
遊
ぶ
こ

と
は
楽
し
い
が
、
見
る
の
は
、
そ
ん
な
に
好
き
で
な
い
。（
中
略
）
面
白

く
て
も
面
白
く
な
く
て
も
、
か
ま
わ
な
い
。
流
行
を
た
の
し
む
精
神
で
あ

る
」
と
い
い
、
一
九
五
三
年
四
月
四
日
の
『
西
日
本
新
聞
』
の
夕
刊
に
掲

載
さ
れ
た
「
明
日
は
天
気
に
な
れ
（
92
）
高
校
野
球
」
で
は
「
私
は
野
球

を
見
物
す
る
の
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
。
巨
人
軍
程
度
な
ら
ま
ア
ま
ア

で
あ
る
が
、
だ
い
た
い
日
本
の
プ
ロ
野
球
は
プ
ロ
に
し
て
は
ヘ
タ
す
ぎ
る

か
ら
、
見
て
い
て
も
楽
し
く
な
い
」
と
、
職
業
野
球
が
つ
ま
ら
な
い
と
い

う
こ
と
語
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
安
吾
は
職
業
野
球
に
つ
い
て
繰
り
返
し
言
及
し
て
い

た
。
戦
後
に
職
業
野
球
は
職
業
と
し
て
成
立
は
し
た
も
の
の
、
安
吾
に
い

わ
せ
れ
ば
「
プ
ロ
」
で
は
な
く
、「
全
力
を
つ
く
し
、
イ
ノ
チ
を
か
け
、

死
を
か
け
る
」
と
い
う
「
職
業
人
」
と
し
て
失
格
だ
と
捉
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
野
球
見
物
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

三
　
将
棋

　

野
球
は
職
業
野
球
が
戦
後
に
興
隆
し
て
い
た
が
、
将
棋
は
当
時
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
将
棋
は
戦
前
、
新
聞
や
ラ
ジ
オ
を
通
し
て
人

気
を
博
す
。
戦
争
に
よ
り
将
棋
は
一
時
衰
退
す
る
が
、
木
村
義
雄
を
は

じ
め
と
し
た
棋
士
ら
の
奮
闘
も
あ
り
、
徐
々
に
人
気
を
取
り
戻
し
て
い
っ

た
。
増
川
宏
一
は
将
棋
が
「
ア
メ
リ
カ
文
化
と
異
質
で
あ
っ
た
が
、
さ
ほ

ど
占
領
政
策
の
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
」
と
し
、「
戦
前
に
強
固
な
人
気

と
愛
好
者
層
が
確
立
し
て
い
た
の
で
、
戦
後
に
関
係
者
の
多
大
の
努
力
に

よ
っ
て
、
再
建
が
速
や
か
に
お
こ
な
わ
れ
た
」13
と
戦
時
中
、
戦
後
の
将

棋
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
先
に
も
触
れ
た
「
ヤ
ミ
論
語
」14
で
安
吾

は
職
業
野
球
が
大
衆
の
人
気
を
「
あ
つ
め
は
じ
め
て
い
る
」
と
し
な
が

ら
、「
職
業
野
球
の
内
容
が
充
実
し
た
か
ら
、
大
衆
の
興
味
が
あ
つ
ま
る

の
で
あ
る
。
将
棋
が
そ
う
だ
」
と
将
棋
が
す
で
に
大
衆
の
人
気
を
獲
得
し
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て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
四
九
年
五
月
二
九
日
の
『
毎

日
新
聞
』
大
阪
版
に
掲
載
さ
れ
た
「
碁
に
も
名
人
戦
つ
く
れ
」
で
は
、「
将

棋
の
人
気
は
い
う
ま
で
も
な
く
実
力
第
一
人
者
を
争
う
名
人
戦
の
人
気
で

あ
る
。（
中
略
）
実
力
だ
け
で
争
う
勝
負
と
い
う
も
の
は
残
酷
き
わ
ま
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
激
し
さ
、
必
死
の
力
闘
が
人
気
を
生
む
の
で
あ
る
」

と
、
そ
の
人
気
の
理
由
を
安
吾
は
語
っ
て
い
る
。
一
九
四
九
年
一
一
月
発

行
の
『
文
藝
春
秋
』
に
発
表
さ
れ
た
「
戦
後
新
人
論
」
で
は
「
将
棋
界
が

全
員
と
み
に
活
気
を
呈
し
た
如
く
、
漫
画
界
も
全
員
活
気
を
呈
し
た
点
で

戦
後
の
華
々
し
い
も
の
ゝ
一
つ
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
」
と
戦
後
に
漫
画
が

興
隆
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
引
き
合
い
に
将
棋
が
持
ち
出
さ
れ
て

い
る
。

　

野
球
が
庶
民
の
間
で
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
が
、
同
様
に

将
棋
も
庶
民
に
と
っ
て
親
し
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
町
内
の
二
天
才
」

の
作
中
で
は
縁
台
将
棋
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は
庶
民
の
将
棋
文
化
を
象

徴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
争
で
一
時
途
切
れ
た
も
の
の
「
全
国
各
地
で

夕
涼
み
の
縁
台
将
棋
も
再
び
始
ま
っ
た
」15
と
戦
後
も
親
し
ま
れ
て
い
た
。

ま
た
、
安
吾
も
「
私
自
身
は
、
む
し
ろ
囲
碁
に
い
さ
ゝ
か
の
タ
シ
ナ
ミ
が

あ
り
、
将
棋
の
方
は
縁
台
将
棋
の
ビ
リ
に
列
る
の
が
や
う
や
く
で
あ
る
」16

と
縁
台
将
棋
を
指
し
て
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
安
吾
に
と
っ
て
将
棋

は
身
近
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

先
に
も
参
照
し
た
「
日
本
野
球
は
プ
ロ
に
非
ず
」
で
は
、「
職
業
人
」

と
は
「
全
力
を
つ
く
し
、
イ
ノ
チ
を
か
け
、
死
を
か
け
る
」
も
の
で
あ
る

こ
と
が
語
ら
れ
、「
碁
、
将
棋
で
も
、
角
力
で
も
、
プ
ロ
に
は
、
必
死
の

修
業
が
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
将
棋
が
そ
う
し
た
職
業
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
が
い
わ
れ
て
い
た
。
将
棋
を
「
全
力
を
つ
く
し
、
イ
ノ
チ
を
か
け
、
死

を
か
け
る
」
職
業
と
す
る
安
吾
の
職
業
観
は
他
の
文
章
で
も
語
ら
れ
て
い

る
。
一
九
四
七
年
八
月
の
『
群
像
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
散
る
日
本
」
で
は
、

以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

名
人
に
と
つ
て
は
将
棋
は
遊
び
で
は
な
い
筈
で
、
わ
が
生
命
を
さ
ゝ
げ
、

一
生
を
賭
け
た
道
で
は
な
い
か
。
常
に
勝
負
の
ギ
リ
ギ
リ
を
指
し
、
ぬ
き

さ
し
な
ら
ぬ
絶
対
の
コ
マ
を
指
す
故
、
芸
術
た
り
う
る
。
文
学
も
同
じ
こ

と
、
空
虚
な
文
字
を
あ
や
つ
つ
て
単
に
字
面
を
と
ゝ
の
へ
た
り
、
心
に
も
な

い
時
局
的
な
迎
合
を
す
る
、
芸
術
た
り
う
る
筈
は
な
い
。

　

将
棋
が
「
わ
が
生
命
を
さ
ゝ
げ
、
一
生
を
賭
け
た
道
」
で
あ
り
、
だ
か

ら
こ
そ
「
芸
術
た
り
う
る
」
と
い
う
安
吾
の
将
棋
観
が
表
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
将
棋
が
戦
後
に
な
っ
て
も
人
々
に
人
気
で
あ
っ
た
こ

と
や
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
将
棋
は
安
吾
の
中
で

文
学
と
同
じ
よ
う
に
命
を
か
け
た
職
業
で
あ
っ
た
。
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四
　
ロ
マ
ン
と
し
て
の
野
球
と
将
棋

　

人
々
に
親
し
ま
れ
た
野
球
と
将
棋
だ
が
、「
町
内
の
二
天
才
」
で
は
そ

れ
ら
を
め
ぐ
る
親
の
空
回
り
が
滑
稽
に
描
か
れ
て
い
る
。
金
サ
ン
は
長
助

を
教
育
す
る
と
き
、「
野
球
と
い
う
も
の
を
全
然
自
分
で
し
た
こ
と
が
な

い
人
」
で
あ
る
た
め
、「
人
の
講
釈
の
耳
学
問
」
や
「
書
物
雑
誌
」、「
東

西
の
戦
記
や
理
論
」
で
情
報
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ア
メ
リ

カ
の
大
投
手
の
伝
記
」
を
参
照
し
、
息
子
を
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
つ
れ
て
い
く
。

こ
の
伝
記
と
は
当
時
流
行
っ
た
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ

る
。
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
四
九
年
に
か
け
て
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス
に
関
連

す
る
書
物
が
数
多
く
出
版
17
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
八
年
八
月
に
ベ
ー
ブ
・

ル
ー
ス
は
亡
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
拍
車
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
。

安
吾
も
一
九
四
九
年
一
一
月
発
行
の
『
近
代
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
ス

ポ
ー
ツ
・
文
学
・
政
治
」
で
「
あ
の
と
き
ベ
ー
ブ
ル
ー
ス
を
見
た
が
、
ス

ケ
ー
ル
が
大
き
い
、
一
流
の
俳
優
だ
ね
。
一
芸
に
達
す
る
と
は
恐
ろ
し
い

こ
と
だ
。
と
に
か
く
全
力
を
出
し
き
つ
て
ゐ
る
」
と
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス
を

高
く
評
価
し
て
い
る
。
自
分
の
息
子
を
育
て
る
た
め
に
、
自
分
の
経
験
で

は
な
く
他
人
に
頼
る
と
い
う
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
金
サ
ン
の
姿
は
、
よ
り
滑

稽
味
が
感
じ
ら
れ
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
息
子
を
将
棋
の
名
人
に
し
た
い
源
サ
ン
も
同
様
で
あ
る
。
源
サ

ン
は
「
紋
付
」
を
「
新
調
」
し
て
将
棋
大
会
に
出
か
け
て
い
く
。
い
か
に

も
仰
々
し
い
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
サ
ン
も
源
サ
ン
も
勝
負
の
日
に
は
、

セ
ビ
ロ
着
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
態
度
が
結
末
の
息
子
た
ち
が

あ
っ
け
な
く
負
け
て
し
ま
う
こ
と
を
よ
り
際
立
た
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
空
回
り
し
た
「
親
バ
カ
」
二
人
は
息
子
に
自
分
ら
の
夢
を
仮

託
し
て
い
る
が
、
当
の
子
ど
も
た
ち
は
ど
こ
か
他
人
事
で
あ
る
。
長
助
は

「
存
分
に
野
球
が
た
の
し
め
て
、
学
問
な
ぞ
は
で
き
な
く
と
も
親
の
文
句

は
食
わ
な
い
か
ら
、
こ
れ
ぐ
ら
い
結
構
な
こ
と
は
な
い
」
と
喜
ん
で
特
訓

を
し
て
お
り
、
ま
た
、
正
吉
は
「
午
ま
で
遊
ん
で
く
る
と
云
っ
て
、
で
か

け
ま
し
た
よ
」
と
メ
メ
ズ
小
僧
と
の
勝
負
前
に
遊
び
に
行
っ
て
し
ま
う
。

一
生
や
命
を
か
け
る
ほ
ど
熱
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
職
業
人
」

と
し
て
到
底
な
り
え
な
い
姿
に
夢
を
見
て
い
る
「
親
バ
カ
」
二
人
の
姿
も

「
諷
刺
小
説
」
と
さ
れ
た
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
「
親
バ
カ
」
二
人
の
空
回
り
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
彼
ら

は
子
ど
も
た
ち
に
夢
を
見
て
い
る
。
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
欲
望
が
見
て
と

れ
る
。
そ
れ
は
現
時
点
の
階
層
か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
成
り
上
が
り
の
欲

望
で
あ
る
。
加
え
て
、
そ
れ
は
、
自
身
の
欲
望
を
子
ど
も
に
押
し
付
け
る

と
い
う
屈
折
し
た
欲
望
で
あ
る
。

　

本
作
で
、
金
サ
ン
は
魚
屋
、
源
サ
ン
は
床
屋
で
あ
る
。
一
九
五
〇
代
前

半
で
は
、
彼
ら
の
よ
う
な
自
営
業
者
層
は
人
口
の
過
半
数
を
超
え
て
い

た
。
後
に
こ
う
し
た
階
層
は
徐
々
に
減
っ
て
い
き
労
働
者
階
級
が
増
え
て

い
く
18
。
戦
後
、
日
本
で
は
教
育
改
革
に
よ
り
小
中
学
校
の
九
年
間
が
義
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務
教
育
と
な
っ
た
り
、
新
制
大
学
が
発
足
さ
れ
た
り
と
変
化
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
当
時
の
成
り
上
が
り
と
は
、「
学
歴
社
会
や
立
身
出
世
物
語
を

背
景
に
し
た
受
験
社
会
」
で
の
「
社
会
的
上
昇
移
動
」19
で
あ
り
、「
受
験

を
と
り
ま
く
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
や
受
験
の
世
界
」
は
「
戦
前
と
ほ
と

ん
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
」20
で
あ
っ
た
。「
町
内
の
二
天
才
」
で
は
、
子
ど

も
た
ち
が
中
学
校
に
通
う
も
の
の
、「
お
前
は
小
学
校
の
時
か
ら
算
術
が

で
き
な
か
っ
た
な
ァ
」
と
い
う
金
サ
ン
の
発
言
か
ら
、
源
サ
ン
が
算
術

に
難
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
源
サ
ン
を
馬
鹿
に
す
る
金
サ
ン

も
「
指
で
字
を
か
い
て
」
よ
う
や
く
計
算
が
で
き
る
と
い
う
始
末
で
あ

る
。
そ
し
て
、
金
サ
ン
は
息
子
で
あ
る
長
助
に
日
々
野
球
の
特
訓
を
さ
せ

る
が
「
学
問
な
ぞ
は
で
き
な
く
と
も
親
の
文
句
は
食
わ
な
い
か
ら
、
こ
れ

ぐ
ら
い
結
構
な
こ
と
は
な
い
」
と
勉
強
を
強
い
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に

学
問
と
は
縁
遠
い
金
サ
ン
と
源
サ
ン
は
、
学
問
と
は
別
の
成
り
上
が
り
の

方
法
と
し
て
将
棋
と
野
球
に
夢
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

「
ど
う
せ
東
大
を
卒
業
し
て
も
職
業
野
球
に
入
り
、
野
球
で
飯
を
食
ふ
べ

き
人
な
ん
だ
か
ら
、
三
年
無
駄
に
し
な
い
で
、
今
す
ぐ
野
球
に
入
つ
た
方

が
い
ゝ
」（「
ス
ポ
ー
ツ
・
文
学
・
政
治
」）
と
い
う
考
え
が
戦
後
に
で
て

き
た
と
安
吾
が
語
っ
て
い
た
こ
と
と
同
様
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
将

棋
で
い
え
ば
、
無
学
無
盲
で
貧
乏
で
あ
っ
た
阪
田
三
吉
が
戦
後
に
織
田
作

之
助
「
可
能
性
の
文
学
」21
を
き
っ
か
け
と
し
、
北
條
秀
司
の
戯
曲
『
王

将
』22
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
23
。
阪
田
が
こ
こ
ま
で
人
々

の
注
目
を
集
め
た
の
は
、
そ
こ
に
才
さ
え
あ
れ
ば
庶
民
で
も
成
り
上
が
れ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
ロ
マ
ン
を
多
く
人
々
が
見
て
い
た
か
ら
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
、
野
球
や
将
棋
に
そ
う
し
た
ロ
マ
ン
を
見
出
す
の
は
、
そ

れ
ら
が
庶
民
の
間
で
親
し
ま
れ
て
お
り
、
費
用
も
さ
ほ
ど
か
か
ら
ず
誰
で

も
で
き
る
も
の
と
し
て
身
近
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。〈
豆
天
才
ブ
ー
ム
〉

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
や
絵
画
と

い
っ
た
費
用
の
掛
か
る
分
野
で
活
躍
し
、
親
も
そ
の
分
野
の
専
門
家
で
あ

る
と
い
う
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
た
。
親
し
み
が
あ
り
誰
で
も
で
き
る
将
棋

や
野
球
は
、
父
親
た
ち
に
学
問
で
は
な
い
別
の
成
り
上
が
り
の
方
法
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
　
戦
前
に
お
け
る
「
天
才
」
と
「
町
内
の
二
天
才
」
の
「
天
才
」

　
「
町
内
の
二
天
才
」
で
は
「
豆
天
才
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。

安
吾
は
戦
前
期
に
も
「
天
才
」
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
一
九
三
五
年
二

月
発
行
の
『
東
洋
大
学
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ

た
男
の
話
」24
で
は
、「
天
才
」
に
つ
い
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
話
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
「
私
」
が
ま
だ
東
洋
大
学
の
学
生
だ
っ

た
時
に
事
故
に
遭
い
、
そ
の
こ
と
を
詩
人
の
菱
山
修
三
が
う
ら
や
ま
し
が

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
菱
山
が
い
う
に
は
「
天
才
」
と
は
「
一
列
一
体

に
そ
の
母
親
が
不
注
意
で
、
幼
年
時
代
に
乳
母
車
を
ひ
つ
く
り
返
し
て
頭
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を
石
に
叩
き
つ
け
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
例
外
な
し
に
や
つ
て
ゐ
る
も

の
だ
」
と
い
う
も
の
で
、
事
故
に
あ
っ
た
「
私
」
を
菱
山
は
「
天
才
」
と

祝
福
す
る
。
そ
ん
な
菱
山
も
事
故
に
遭
い
、
前
頭
部
を
強
打
し
全
治
一
ヵ

月
の
重
傷
を
負
う
。
菱
山
は
自
身
も
こ
れ
で
「
天
才
」
に
な
れ
る
と
思
う

の
だ
が
、
医
者
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
、
悲
し
み
に
く

れ
る
。
は
げ
ま
す
医
者
の
忠
告
に
共
鳴
し
、
菱
山
は
退
院
し
物
語
は
閉
じ

ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
描
か
れ
る
「
天
才
」
と
は
、
事
故
に
遭
っ
て
で
も
な
り
た
い
も

の
だ
が
、
実
際
に
事
故
に
あ
っ
て
も
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
、
深

い
羨
望
と
絶
望
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
天
才
」
と
「
町

内
の
二
天
才
」
で
描
か
れ
て
い
る
「
天
才
」
の
間
に
は
、
決
し
て
小
さ
く

は
な
い
差
異
が
あ
る
。「
町
内
の
二
天
才
」
で
は
「
親
バ
カ
」
二
人
の
夢

に
や
ぶ
れ
た
姿
に
滑
稽
さ
を
読
み
取
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、「
天
才
に
な

り
そ
こ
な
つ
た
男
の
話
」
の
菱
山
の
姿
に
は
、「
天
才
」
に
な
り
そ
こ
な
っ

た
彼
の
悲
し
み
が
読
み
取
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ま
れ
て
い

る
の
か
。

　
「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ
た
男
の
話
」
の
前
年
で
あ
る
一
九
三
四
年

一
〇
月
発
行
の
『
世
紀
』
で
発
表
さ
れ
た
太
宰
治
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」

に
も
、「
天
才
」
が
出
て
く
る
。
主
人
公
の
「
僕
」
は
木
下
青
扇
と
い
う

男
に
家
を
貸
す
。
青
扇
は
「
自
由
天
才
流
書
道
教
授
」
と
い
う
肩
書
を

持
っ
て
い
た
が
、
一
向
に
家
賃
を
払
わ
な
い
。
後
に
、
こ
の
肩
書
も
嘘
で

あ
る
と
わ
か
る
の
だ
が
、
彼
は
た
だ
の
無
職
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
僕
」

は
こ
の
青
扇
に
「
無
性
格
は
天
才
の
特
質
だ
」
と
い
う
よ
う
に
な
ぜ
か

「
天
才
」
を
見
て
い
る
。

　
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
で
描
か
れ
て
い
る
「
天
才
」
は
、
時
代
状
況

が
深
く
関
係
し
て
い
る
。
川
崎
和
啓
は
「
無
性
格
」
の
背
景
と
し
て
、
儒

教
倫
理
を
は
じ
め
、
大
正
教
養
主
義
や
自
然
主
義
、
そ
れ
を
否
定
克
服
す

る
マ
ル
ク
ス
主
義
で
さ
え
も
通
用
せ
ず
、「
依
拠
す
べ
き
思
想
も
倫
理
も

存
在
し
な
」
い
時
代
に
な
っ
て
い
た
こ
と
25
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
ど

の
よ
う
な
価
値
観
に
も
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
若
い
知

性
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
精
神
の
空
洞
と
自
己
喪
失
の
哀
し
み
」
を
太
宰

は
青
扇
と
い
う
「「
無
性
格
」
者
を
造
型
す
る
こ
と
」
で
「
示
し
た
か
っ
た
」

と
川
崎
は
論
じ
て
い
る
。「
無
性
格
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の

強
い
時
代
的
不
安
感
」
が
、「
天
才
」
の
不
可
能
性
を
通
し
て
表
現
さ
れ

た
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
安
藤
宏
は
「
天
才
」
と
い
う
語
は
「「
青
年
」
た
ち
の
自
己
実

現
を
い
さ
さ
か
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
に
表
象
す
る
」
高
山
樗
牛
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
が
書
か
れ
た

時
期
に
は
「「
天
才
」
の
時
代
は
終
わ
っ
て
い
る
」26
と
、
近
代
の
「
青
年
」

像
が
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
安
藤

は
そ
の
理
由
を
「
学
歴
の
デ
フ
レ
化
」
や
「
就
職
難
」、「「
大
衆
」
社
会

の
勃
興
な
ど
に
よ
っ
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
役
割
が
著
し
く
変
質
」
し
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た
か
ら
だ
と
述
べ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
で
描
か
れ
る
「
天
才
」
と
は
、

何
に
も
す
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
青
年
」
に
「
天
才
」
を
見
出
そ
う
と

す
る
が
、
そ
の
「
天
才
」
そ
の
も
の
が
す
で
に
成
り
立
た
な
い
と
い
う
時

代
の
閉
塞
感
に
裏
打
ち
さ
れ
た
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
「
天
才
」
だ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
「
天
才
」
を
め
ぐ
る
閉
塞
感
を
同
時
代
に
生
き
た
安
吾
も
共

有
し
て
い
た
。「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ
た
男
の
話
」
の
菱
山
は
「
天
才
」

へ
強
い
羨
望
を
感
じ
て
い
る
。
頭
を
石
に
た
た
き
つ
け
た
と
し
て
も
「
天

才
」
に
な
れ
る
わ
け
が
な
い
の
だ
が
、
菱
山
は
本
気
で
そ
う
す
れ
ば
「
天

才
」
に
な
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
菱
山
の
「
天
才
」
に
な
れ
な
い
こ
と
に

絶
望
し
て
い
る
姿
は
、
医
者
に
宣
告
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
回
顧
し
た
と

き
で
さ
え
「
声
涙
と
も
に
く
だ
る
底
の
身
も
世
も
あ
ら
ぬ
も
の
だ
つ
た
」

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ
た
男
の
話
」
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
は
、
何
も
す
が
る
も
の
が
な
い
が
ゆ
え
に
信
じ
が
た
い
こ
と

を
信
じ
る
こ
と
で
妄
想
的
に
「
天
才
」
に
な
ろ
う
と
す
る
姿
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
幻
想
を
抱
く
の
は
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
で
描
か
れ
て
い

た
よ
う
に
「
天
才
」
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
時
代
の
閉
塞

感
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ
た
男
の
話
」
と
「
町
内
の
二
天

才
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
天
才
」
を
見
比
べ
て
み
る
と
、「
町
内
の
二
天
才
」

の
「
天
才
」
が
い
か
に
楽
天
的
な
「
天
才
」
で
あ
る
か
を
理
解
で
き
る
。

「
町
内
の
二
天
才
」
の
「
天
才
」
は
特
訓
や
努
力
を
す
れ
ば
な
れ
る
か
も

し
れ
な
い
と
庶
民
に
夢
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
り
に
そ
の
夢
が
叶
わ

な
い
も
の
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、「
親
バ
カ
」
と
し
て
笑
い
と

ば
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
天
才
」
は
「
天
才
に
な
り
そ

こ
な
つ
た
男
の
話
」
の
悲
壮
な
「
天
才
」
と
は
異
な
り
、
将
棋
や
野
球
と

い
っ
た
親
し
み
の
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
庶
民
の
子
ど
も
ら
が
憧
れ
て
目
指

す
こ
と
が
で
き
、
皮
肉
る
こ
と
が
で
き
る
「
天
才
」
で
あ
っ
た
。

　
「
町
内
の
二
天
才
」
は
「
諷
刺
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
掲
げ
て
発

表
さ
れ
た
。
息
子
を
天
才
と
し
て
扱
う
二
人
の
「
親
バ
カ
」
を
諷
刺
し
た

も
の
で
あ
っ
た
が
、
諷
刺
で
き
る
こ
と
自
体
が
「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ

た
男
の
話
」
の
「
天
才
」
と
は
大
き
く
異
な
り
、
庶
民
が
「
天
才
」
へ
の

憧
れ
を
身
近
な
も
の
と
し
て
持
て
る
時
代
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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1	
坂
口
安
吾
「
町
内
の
二
天
才
」（『
キ
ン
グ
』
一
九
五
三
年
一
二
月
）。
本
稿
で
示

し
た
本
文
引
用
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

2	

坂
口
安
吾
『
勝
負
師

―
将
棋
・
囲
碁
作
品
集
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
八

年
四
月
）

3	

奥
野
健
男
「
解
説
」（『
定
本　

坂
口
安
吾
全
集　

第
六
巻
』
冬
樹
社
、
一
九
七
〇

年
八
月
）

4	

鈴
木
雄
史
「
町
内
の
二
天
才
」（『
坂
口
安
吾
事
典
〔
作
品
編
〕』
至
文
堂
、

二
〇
〇
一
年
九
月
）

5	

関
井
光
男
「
解
題
」（『
定
本　

坂
口
安
吾
全
集　

第
六
巻
』
冬
樹
社
、
一
九
七
〇

年
八
月
）

6	

西
田
紘
（
当
時
六
歳
）
と
矢
野
目
清
彦
（
当
時
四
歳
）
の
二
人
が
個
人
展
を
や

り
、
注
目
を
あ
つ
め
た
。
西
田
紘
の
父
で
あ
る
西
田
信
一
（「
作
品
の
真
価
を
世

に
問
う
」『
婦
人
朝
日
』
一
九
五
〇
年
四
月
）
に
よ
れ
ば
、
展
覧
会
は
一
九
五
〇

年
一
月
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
豆
天
才
」
や
「
豆
ピ
カ
ソ
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
は
じ
め
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
上
で
話
題
に
な
っ
た
と
い
う
。

7	

谷
川
建
司
「
野
球
の
復
興
と
日
米
関
係
」（『
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
と
日
本
占
領
』
京

都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
二
一
年
一
一
月
）

8	

村
上
浩
介
「
野
球
」（『
戦
後
日
本
の
大
衆
文
化
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
）

9	

坂
口
安
吾
「
ヤ
ミ
論
語
」（『
世
界
日
報
』
一
九
四
八
年
二
月
二
三
日
～
七
月
一
二

日
）。
初
出
未
見
。
引
用
は
坂
口
安
吾『
坂
口
安
吾
全
集　

第
六
巻
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
八
年
七
月
）
に
よ
る
。

10	

時
野
谷
ゆ
り
「
解
題
」（
坂
口
安
吾
研
究
会
編
『
坂
口
安
吾
論
集
Ⅱ　

安
吾
か

ら
の
挑
戦
状
』
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）

11	

七
北
数
人
『
評
伝　

坂
口
安
吾　

魂
の
事
件
簿
』（
集
英
社
、二
〇
〇
二
年
六
月
）

12	

春
原
千
秋
「
坂
口
安
吾　

観
戦
記
に
み
る
厳
し
い
勝
負
観
」（『
将
棋
を
愛
し
た

文
豪
た
ち
』
メ
デ
ィ
カ
ル　

カ
ル
チ
ュ
ア
、
一
九
九
四
年
三
月
）

13	

増
川
宏
一
「
む
す
び
に
か
え
て
」（『
も
の
と
人
間
の
文
化
史　

二
三
―
Ⅱ
・
将

棋　

Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
五
年
一
一
月
）

14	

注
9
に
同
じ
。

15	

増
川
宏
一
「
戦
後
の
復
興
か
ら
未
来
へ
」（『
将
棋
の
歴
史
』
平
凡
社
、
二
〇
一
三

年
二
月
）

16	

生
前
未
発
表
原
稿
：
坂
口
安
吾
「
後
記
」（『
坂
口
安
吾
全
集　

第
一
五
巻
』
筑

摩
書
房
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）。
文
章
の
最
後
に
は
「
一
九
四
九・八・一
六
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

17	

久
保
田
高
行
「
ホ
ー
ム
ラ
ン
王
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス
」（『
少
年
野
球
読
本
』
日
米

文
化
社
、
一
九
四
七
年
一
〇
月
）
や
鈴
木
惣
太
郎
「
本
塁
打
王　

ベ
ー
ブ
・
ル
ー

ス
」（『
米
国
野
球
巨
人
伝
』
好
文
堂
、
一
九
四
八
年
七
月
）、
沢
田
謙
『
ベ
ー
ブ・

ル
ー
ス
』（
偕
成
社
、
一
九
四
九
年
四
月
）
な
ど
、
ベ
ー
ブ
・
ル
ー
ス
に
つ
い
て
書

か
れ
た
も
の
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
。

18	

星
埜
惇
「「
高
度
成
長
」
と
社
会
構
造
の
変
化
」（『
岩
波
講
座　

日
本
歴
史

二
三　

現
代
二
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
五
月
）

19	

竹
内
洋
『
立
身
出
世
主
義
［
増
補
版
］
―
近
代
日
本
の
ロ
マ
ン
と
欲
望
』（
世

界
思
想
社
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）

20	
竹
内
洋
『
立
志
・
苦
学
・
出
世
』（
講
談
社
、
一
九
九
一
年
二
月
）
は
、
受
験
現
象

を
「
心
性
史
の
視
点
」
か
ら
、「
受
験
時
代
Ⅰ
」（
明
治
三
〇
年
代
半
ば
か
ら
昭

和
四
〇
年
代
）と「
受
験
の
時
代
Ⅱ
」（
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
現
代
）と
に
区
別
し
、

「
昭
和
四
〇
年
こ
ろ
ま
で
は
戦
前
と
ほ
と
ん
ど
断
絶
が
な
い
」
と
し
て
い
る
。
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21	

織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」（『
改
造
』
一
九
四
六
年
一
二
月
）

22	
新
国
劇
『
王
将
』（
脚
本
：
北
條
秀
司
、
主
演
：
辰
巳
柳
太
郎
、
有
楽
座
、

一
九
四
七
年
六
月
公
演
）

23	

阪
田
三
吉
と
織
田
作
之
助
「
可
能
性
の
文
学
」、
北
條
秀
司
『
王
将
』
の
関
係
に

つ
い
て
は
酒
井
隆
史
「
王
将

―
阪
田
三
吉
と
「
デ
ィ
ー
プ
サ
ウ
ス
」
の
誕
生
」

（『
通
天
閣　

新
・
日
本
資
本
主
義
発
達
史
』
青
土
社
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
に

詳
し
い
。

24	

坂
口
安
吾
「
天
才
に
な
り
そ
こ
な
つ
た
男
の
話
」（『
東
洋
大
学
新
聞
』
一
九
三
五

年
二
月
）。
た
だ
し
、
初
出
未
見
。
引
用
は
、『
坂
口
安
吾
全
集　

第
一
巻
』
筑

摩
書
房
、
一
九
九
九
年
五
月
）
に
よ
る
。

25	

川
崎
和
啓
「「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
作
品
的
意
味

―
太
宰
治
と
自
我
喪

失
の
不
安
」（『
国
文
学
攷
』
一
九
九
〇
年
九
月
）

26	

安
藤
宏
「
コ
ラ
ム
一
九　
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」」（『
太
宰
治
論
』
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
二
一
年
一
二
月
）

［
明
治
大
学
大
学
院
国
際
日
本
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
］


