
　

労
作
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
非
常
に
大
胆
、
結

果
的
に
は
野
心
作
と
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の

が
本
書
に
つ
い
て
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。

　

本
書
は
九
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
デ
フ
レ
・
自

由
化
時
代
〜
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
展
開
と
限
界

〜
』
の
、『
デ
フ
レ
・
自
由
化
時
代
の
協
同
組
合
〜

縦
割
り
法
制
か
ら
統
一
法
制
へ
〜
』（
九
九
年
刊

行
）
に
次
ぐ
各
論
編
の
第
二
弾
で
あ
る
。

　

本
書
の
ね
ら
い
は
「
こ
れ
ま
で
の
日

本
農
業
に
つ
い
て
の
通
念
を
打
破
す

る
」
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の�
打
破�

さ
れ
る
べ
き
通
念
と
し
て
、「
第
一
に
、

日
本
農
業
は
、
稲
作
中
心
の
自
給
自
足

的
な
も
の
で
、
市
場
経
済
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
第

二
に
、
農
業
、
と
く
に
日
本
農
業
に
は
、
経
済
一

般
と
は
異
な
る
農
業
固
有
の
論
理
が
存
在
す
る
。

第
三
に
、
日
本
農
業
は
、
家
族
経
営
中
心
で
あ
っ

て
、
企
業
経
営
が
広
く
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
。」

の
三
つ
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、「
こ
の
日
本
農
業
に

つ
い
て
の
通
念
は
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
フ

レ
・
規
制
時
代
の
産
物
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
一
の
「
稲
作
中
心
の
自
給
自
足
的
な
も

の
」
で
あ
る
こ
と
を�
打
破�
す
る
た
め
に
、
そ

も
そ
も
「
稲
は
、
日
本
列
島
原
産
の
植
物
で
は
な

い
。
日
本
の
気
候
風
土
に
も
と
と
も
と
適
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
農
業
の
歴
史
を
縄

文
、
弥
生
の
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
も
い
る
。
こ
う

し
た
日
本
農
業
の
位
置
づ
け
を
踏
ま
え
て
、
日
本

農
業
再
生
の
た
め
に
は
、
①
農
産
物
需
要
の
変
化

に
対
応
し
た
農
業
生
産
構
造
の
変
化
、
②
農
業
に

お
け
る
経
営
の
効
率
化
、
③
創
造
性
豊
な
担
い
手

の
育
成
・
確
保
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
前
提
と
し
て

の
④
農
業
の
全
面
的
自
由
化
、
を
打
ち
出
し
て
い

る
。

　

本
書
の
基
本
に
あ
る
デ
フ
レ
・
自
由
化
時
代
の

歴
史
的
位
置
づ
け
等
に
つ
い
て
の
評
価
は
そ
の
道

の
専
門
家
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は

農
業
に
限
定
し
て
い
く
つ
か
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
第
一
に
、「
農
業
は
、
技
術
的
に
は
と
も
か

く
、
経
済
的
に
は
、
一
般
産
業
と
本
質
的
に
異
な

る
産
業
で
は
な
い
」
と
の
認
識
に
つ
い
て
で
あ
る
。

目
下
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
交
渉
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で

我
が
国
に
お
け
る
農
業
の
存
在
意
義
と
し
て
食
料

安
全
保
障
と
あ
わ
せ
て
農
業
の
持
つ
多
面
的
機
能

の
発
揮
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
価
値

だ
け
で
な
く
、
非
経
済
的
価
値
に
つ
い
て
の
評
価

が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
、
一
方

で
は
経
済
価
値
だ
け
で�
豊
か
さ�
を
測
る
、
経

済
学
の
意
義
・
意
味
が
盛
ん
に
問
わ
れ
て
も
い
る

よ
う
に
、
複
眼
的
視
点
で
の
整
理
が
必
要
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
水
田
稲
作
は
外
来

の
も
の
で
あ
り
、
水
田
を
開
田
し
て
い
く
た
め
に

筆
舌
に
尽
し
難
い
先
祖
の
汗
水
を
必
要
と
し
、
ま

た
冷
害
・
凶
作
の
歴
史
を
経
て
き
た
こ
と
も
確
か

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
外
来
で
あ
っ

て
も
、
二
千
年
余
の
時
間
の
経
過
の
中
で
技
術
の

進
歩
を
も
踏
ま
え
て
適
地
適
作
化
し
、
主
食
と
し

て
の
地
位
を
形
成
し
、
地
域
ご
と
に
多
様
で
豊
富

な
食
文
化
の
中
心
を
な
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
は

重
い
。
食
料
安
全
保
障
は
食
料
、
主
食
と
し
て
の

米
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
食
文
化
、
さ
ら
に
は
農

村
文
化
と
も
一
体
を
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

第
三
に
、
全
面
自
由
化
し
た
と
し
て

も
、
米
以
外
の
外
来
の
適
種
が
導
入
さ

れ
る
と
と
も
に
、
新
規
参
入
の
増
加
、

流
通
の
多
様
化
等
国
内
農
業
の
再
編
に

よ
っ
て
活
性
化
が
期
待
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、

傾
斜
地
が
多
い
我
が
国
で
は
、
土
地
利
用
型
作
物

で
の
国
際
競
争
力
確
保
は
困
難
で
あ
る
。

　

著
者
が
摘
出
し
て
い
る
と
お
り
我
が
国
農
業
は

多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
ま
た
耳
を
傾
け
る

べ
き
提
言
も
多
い
。
要
は
、
経
済
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
問
題
の
中
で
、
市
場
原

理
だ
け
で
は
対
応
不
可
能
な
我
が
国
農
業
の
限
界

部
分
に
つ
い
て
の
、
現
場
と
学
際
的
議
論
を
踏
ま

え
た
現
実
的
対
処
が
重
要
と
考
え
る
。

（
二
〇
〇
二
年
九
月
、 
二
一
九
頁
、 
二
、七
三
〇
円
）

（
蔦
谷
栄
一
）

『
市
場
経
済
の
中
の
日
本
農
業　
　
　
　

　
 〜
縄
文
時
代
か
ら
デ
フ
レ
・
自
由
化
時
代
ま
で
〜
』

炭
本
昌
哉
著
（
農
林
統
計
協
会
）　  　
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