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小
泉
信
三
が
、
上
皇
の
皇
太
子
時
代
、
そ
の

教
育
係
と
し
て
と
も
に
読
ん
だ
の
が
、
サ
ー
・

ハ
ロ
ル
ド
・
ニ
コ
ル
ソ
ン『
ジ
ョ
オ
ジ
五
世
伝
』、

福
澤
諭
吉
『
帝
室
論
』、
幸
田
露
伴
『
運
命
』、

志
賀
直
哉『
城
の
崎
に
て
』、井
上
靖『
蒼
き
狼
』、

川
端
康
成
『
古
都
』
な
ど
の
名
著
で
あ
っ
た
。

本
は
人
を
育
て
、
名
著
は
帝
王
を
育
て
る
。

小
泉
信
三
賞
の
入
江
論
文
は
、
そ
ん
な
名
著

の
恩
恵
を
十
分
に
受
け
止
め
た
、
重
厚
な
論
文

で
あ
っ
た
。
著
者
は
、「
愛
」
を
「
無
限
」
に

向
か
う
欲
動
だ
と
し
つ
つ
、
現
代
社
会
に
お
い

て
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
ろ
く
薄
命
な
存
在

で
あ
る
こ
と
を
、
三
島
由
紀
夫
作
品
な
ど
を
引

用
し
な
が
ら
説
明
し
、最
後
に
自
ら
の
劣
等
感
、

「
無
虚
な
虚
構
」
を
告
白
し
て
、
こ
れ
を
救
済

す
る
も
の
は
「
海
」と
「
太
陽
」
だ
と
す
る
。

高
校
生
離
れ
し
た
文
章
と
、
巧
み
な
語
彙
の
連

続
が
読
み
手
を
う
な
ら
せ
る
作
品
で
あ
っ
た
。

次
席
の
中
村
論
文
は
、
平
成
の
大
き
な
問
題

の
ひ
と
つ
は
、
投
票
率
の
低
下
で
あ
る
と
指
摘

し
、
特
に
、
若
年
層
の
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
こ

と
に
着
目
す
る
。国
民
が
主
権
者
で
あ
る
以
上
、

政
治
に
他
人
事
で
は
い
け
な
い
と
警
鐘
を
鳴
ら

し
、「
現
実
政
治
を
重
視
し
た
実
感
の
持
て
る

主
権
者
教
育
」
の
実
現
を
説
く
。
高
校
生
の
目

線
に
立
ち
な
が
ら
、
大
胆
な
政
策
提
言
を
行
っ

て
い
る
好
論
文
で
あ
る
。

佳
作
三
点
の
う
ち
、
ま
ず
小
宮
論
文
は
、
図

書
館
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
正
面
か
ら
立
ち
向

か
っ
た
論
文
で
あ
る
。
あ
る
べ
き
図
書
館
の
姿

を
海
外
の
事
例
を
取
り
上
げ
な
が
ら
模
索
し
、

さ
ら
に
、
司
書
の
役
割
の
重
要
性
に
言
及
し
、

そ
の
地
位
向
上
や
司
書
教
育
の
見
直
し
を
提
言

す
る
。
将
来
は
編
集
者
に
な
り
た
い
と
い
う
著

者
に
と
っ
て
、図
書
館
は
「
夢
を
つ
な
ぐ
場
所
」

で
あ
る
と
い
う
。
夢
と
期
待
の
詰
ま
っ
た
論
文

で
あ
っ
た
。

武
井
論
文
は
、
平
成
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
き
た
憲
法
改
正
論
議
や
改

正
組
織
犯
罪
法
、
障
害
者
郵
便
制
度
悪
用
事
件

な
ど
を
丁
寧
に
分
析
し
、
憲
法
や
法
律
の
改
正

に
関
す
る
議
論
が
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
固
定
さ
れ
た
感
情
に
支
配
さ
れ
、
十
分
な

議
論
が
尽
く
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
指
摘
す

る
。
そ
の
上
で
、国
の
側
に
は
丁
寧
な
説
明
を
、

国
民
の
側
に
は
政
治
へ
の
関
心
を
求
め
る
。
多

様
な
意
見
の
間
の
対
話
の
受
容
性
を
説
く
、
意

欲
的
な
論
文
で
あ
る
。

本
間
論
文
は
、
女
性
の
社
会
進
出
と
い
う
観

点
か
ら
平
成
を
回
顧
し
、
大
学
進
学
と
雇
用
と

い
う
視
点
か
ら
、そ
の
実
態
を
解
明
し
て
い
く
。

女
性
の
四
年
制
大
学
進
学
率
が
五
〇
％
を
超
え

な
が
ら
、
東
京
大
学
で
は
女
性
の
割
合
が
二
〇

％
に
及
ば
な
い
現
状
に
、
著
者
は
根
強
い
偏
見

を
見
い
だ
し
、
ま
た
、
女
性
の
環
境
に
つ
い
て

も
、
待
遇
や
賃
金
な
ど
は
発
展
途
上
に
あ
る
と

す
る
。
女
性
の
社
会
進
出
は
数
字
の
上
で
は
進

み
な
が
ら
、
意
識
や
実
態
は
あ
ま
り
変
化
し
て

い
な
い
。
鋭
い
社
会
へ
の
目
線
を
感
じ
ら
れ
る

論
文
で
あ
っ
た
。

高
校
生
た
ち
は
皆
、
平
成
の
時
代
に
生
ま
れ

た
世
代
で
あ
り
、入
選
作
品
の
う
ち
三
作
品
が
、

「
平
成
を
振
り
返
っ
て
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作

品
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
人
生
、
そ

れ
を
取
り
巻
く
環
境
を
回
顧
す
る
試
み
で
あ

り
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
令
和
の
時
代
の
あ

る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。
回

顧
と
展
望
、そ
こ
に
意
欲
と
夢
が
込
め
ら
れ
た
、

作
品
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

回
顧
と
夢
と
、
展
望
と

小お

川が

原わ
ら

正ま
さ

道み
ち

（
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法
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良
い
テ
ー
マ
は
、良
い
作
品
を
呼
ん
で
く
る
。

今
年
の
場
合
は
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
公
共
性
」

が
そ
れ
で
、
犯
罪
の
犠
牲
者
の
実
名
報
道
の
是

非
を
め
ぐ
る
論
考
は
、
い
ず
れ
も
読
み
応
え
が

あ
っ
た
。

マ
ス
コ
ミ
の
自
重
を
求
め
る
意
見
が
多
く
、

取
り
上
げ
る
例
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
似
た
よ
う
な

作
り
と
な
り
、
何
作
も
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、

記
憶
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

結
果
的
に
こ
の
テ
ー
マ
か
ら
受
賞
作
が
出
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
良
い
作
品
の
そ
の
先
に
、

個
性
的
な
作
品
を
求
め
る
心
理
が
選
ぶ
側
に
は

存
在
す
る
。

個
性
派
の
代
表
が
入
江
太
一
君
の
「
永
遠
的

な
『
愛
』
は
捉
え
ら
れ
る
か
？
」。
無
限
と
い

う
抽
象
的
な
テ
ー
マ
と
対
峙
す
る
に
あ
た
っ

て
、
こ
れ
を
愛
と
置
き
換
え
、
理
想
と
現
実
の

軋
轢
へ
と
論
を
進
め
る
。

わ
ず
か
八
千
字
弱
の
内
に
ニ
ー
チ
ェ
、
プ
ラ

ト
ン
か
ら
三
島
由
紀
夫
ま
で
登
場
し
、
最
後
は

ラ
ン
ボ
ー
の
引
用
で
閉
じ
ら
れ
る
。
ポ
ー
ズ
と

し
て
の
博
覧
強
記
で
は
な
く
、
著
者
が
普
段
か

ら
人
文
学
系
の
教
養
を
進
ん
で
身
に
つ
け
て
い

る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

独
自
の
文
体
も
、
審
査
員
か
ら
高
評
価
を
受

け
た
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
テ
ン
シ
ョ
ン
の
高

い
部
分
を
引
用
し
て
み
る
。

〈
や
わ
い
花
々
は
ほ
ろ
酔
い
加
減
の
甘
い
香
気

を
振
り
巻
き
、
そ
の
繊
細
な
花
弁
を
な
よ
や

か
に
、
そ
し
て
し
と
や
か
に
開
い
て
、
日
夜

そ
の
理
解
者
た
る
ミ
ツ
バ
チ
と
の
逢
瀬
を
待

ち
わ
び
て
い
る
。〉

文
学
青
年
の
王
道
を
行
く
美
文
で
あ
る
。
昔

の
自
分
を
思
い
返
し
て
、
嬉
し
い
よ
う
な
恥
ず

か
し
い
よ
う
な
、
く
す
ぐ
っ
た
い
読
後
感
が
残

っ
た
。

同
様
に
テ
ー
マ
を
う
ま
く
消
化
し
た
の
が
、

次
作
の
中
村
祐
真
君
。
平
成
と
い
う
時
代
を
位

置
付
け
る
に
当
た
っ
て
、
真
正
面
か
ら
政
治
を

論
じ
た
骨
太
の
作
品
で
あ
る
。「
若
者
の
投
票

率
低
下
に
つ
い
て
、
政
治
家
志
望
10
代
の
目
線

で
考
え
る
」
と
タ
イ
ト
ル
は
長
い
が
、
内
容
の

良
い
レ
ジ
ュ
メ
に
な
っ
て
い
る
。
政
治
教
育
の

現
場
で
求
め
ら
れ
る
「
中
立
」
は
、
そ
の
定
義

が
曖
昧
で
あ
る
た
め
に
機
能
し
て
い
な
い
、
と

い
う
指
摘
は
審
査
員
全
員
の
共
感
を
集
め
た
。

武
井
若
葉
君
は
憲
法
か
ら
平
成
を
振
り
返
っ

た
。
一
方
に
国
民
の
政
治
的
無
関
心
と
安
定
志

向
が
あ
り
、他
方
に
国
の
多
数
決
主
義
が
あ
る
。

憲
法
を
巡
る
議
論
が
健
全
化
す
る
た
め
の
ヒ
ン

ト
が
、
具
体
例
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
先

の
中
村
君
は
政
治
家
志
望
だ
が
、
武
井
君
に
も

大
志
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。

同
じ
平
成
を
、
女
性
の
社
会
進
出
の
立
場
か

ら
論
じ
た
の
が
本
間
詩
織
君
。
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ

世
代
に
特
有
の
男
性
へ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
が
皆

無
で
、
そ
れ
こ
そ
「
中
立
」
的
な
、
伸
び
伸
び

と
し
た
論
じ
方
に
好
感
が
持
て
た
。

小
宮
梨
菜
君
は
「
自
我
作
古
」
を
テ
ー
マ
に

選
ん
だ
。
通
常
な
ら
、
こ
の
表
現
の
定
義
か
ら

始
ま
る
と
こ
ろ
だ
が
、
彼
女
は
一
貫
し
て
図
書

館
を
論
じ
、
読
者
は
良
い
意
味
で
肩
透
か
し
を

食
ら
う
。
人
と
人
、
人
と
世
界
を
「
つ
な
ぐ
」

存
在
と
し
て
の
図
書
館
を
提
唱
す
る
こ
と
が
彼

女
な
り
の
「
自
我
作
古
」、
と
い
う
の
が
結
論
。

見
事
に
着
地
し
て
い
る
。

受
賞
作
は
、
テ
ー
マ
と
作
者
の
個
性
の
出
会

い
に
必
然
性
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
テ
ー
マ
選

び
は
自
己
と
の
対
話
と
い
う
こ
と
か
。

テ
ー
マ
と
個
性荻お

ぎ

野の

安あ
ん

奈な

（
慶
應
義
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研
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教
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三
月
に
審
査
員
で
課
題
を
決
め
た
と
き
、
五

つ
の
課
題
に
高
校
生
が
ど
の
よ
う
に
応
え
て
く

る
の
か
が
楽
し
み
だ
、
と
皆
で
話
し
て
い
た
。

期
待
以
上
に
、
そ
し
て
今
年
は
特
に
、
み
ん
な
、

の
び
の
び
と
自
由
に
考
え
て
く
れ
て
い
た
。

平
成
最
後
の
年
、
そ
し
て
令
和
元
年
の
今
年

─
─
平
成
の
後
ろ
半
分
を
生
き
た
彼
ら
に
「
平

成
を
振
り
返
っ
て
」と
い
う
課
題
が
出
さ
れ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
応
募
者
総
数
の
三
六
％
と

最
も
多
く
が
選
択
し
、そ
こ
か
ら
二
つ
の
佳
作
、

武
井
若
葉
さ
ん
、
本
間
詩
織
さ
ん
と
、
一
つ
の

次
席
、
中
村
祐
真
君
が
選
ば
れ
た
。

武
井
さ
ん
は
、「
憲
法
、
法
律
改
正
議
論
に

対
す
る
国
と
国
民
の
意
見
の
持
ち
方
」
と
い
う

論
文
で
あ
る
。
平
成
を
憲
法
や
法
律
の
あ
り
方

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
か
っ

た
と
位
置
づ
け
、
議
論
の
あ
り
方
は
不
十
分
だ

っ
た
と
み
な
す
。
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
議

論
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
？　

現
在
は
過
去
の
積

み
重
ね
で
あ
る
た
め
に
過
去
を
知
る
必
要
が
あ

る
と
し
て
、
憲
法
改
正
論
議
、
共
謀
罪
を
盛
り

込
ん
だ
改
正
組
織
犯
罪
法
、
障
害
者
郵
便
制
度

悪
用
事
件
を
考
察
し
て
、
満
足
の
い
く
議
論
が

な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
平
成
の
歴
史
へ
の
反
省

の
上
で
、
政
治
、
国
民
に
対
す
る
要
求
を
ま
と

め
、
令
和
は
、「
議
論
の
過
程
に
納
得
で
き
る

時
代
」
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

本
間
さ
ん
は
、「
令
和
を
心
豊
か
な
時
代
と

す
る
た
め
に
～
女
性
の
社
会
進
出
を
通
し
て

～
」と
題
す
る
論
文
を
ま
と
め
て
い
る
。『
サ
ピ

エ
ン
ス
全
史
』で
は
、「
過
去
一
世
紀
に
お
い
て

社
会
的
・
文
化
的
性
別
の
役
割
は
、
途
方
も
な

く
変
革
を
経
験
し
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の

変
革
を
、
日
本
で
は
平
成
期
に
経
験
し
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。そ
こ
に
生
き
る
若
い
筆
者
は
、

な
お
残
る
違
和
感
を
「
ア
ン
コ
ン
シ
ャ
ス
・
バ

イ
ア
ス
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
い
な
が
ら

冷
静
な
分
析
を
展
開
し
て
い
く
。そ
の
文
章
に
、

私
は
時
代
は
確
か
に
変
わ
っ
た
と
実
感
し
た
。

次
席
に
選
ば
れ
た
中
村
さ
ん
の
論
文
は
「
若

者
の
投
票
率
低
下
に
つ
い
て
、
政
治
家
志
望
10

代
の
目
線
で
考
え
る
」
で
あ
る
。
投
票
者
教
育

の
あ
り
方
を
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
例
に
出
し
て
説

明
す
る
際
に
、
日
本
に
お
け
る
「
教
育
の
中
立

性
」
と
い
う
問
題
に
気
づ
い
て
、
こ
れ
を
解
決

し
て
い
く
論
に
発
展
し
て
い
く
と
こ
ろ
は
お
も

し
ろ
い
。
こ
う
い
う
方
向
で
の
投
票
者
教
育
が

進
ん
で
い
く
と
、
実
際
の
政
治
・
政
策
に
詳
し

い
若
者
た
ち
が
増
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け

で
、
た
だ
単
に
投
票
率
を
上
げ
る
こ
と
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
実
に
良
い
。

佳
作
の
一
つ
は
、
小
宮
梨
菜
さ
ん
の
「
図
書

館
の
存
在
意
義
を
問
う
」
で
あ
っ
た
。
福
澤
が

図
書
館
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
着
目
し
、
読

書
好
き
の
筆
者
が
図
書
館
に
つ
い
て
、
過
去
・

他
国
へ
の
視
界
を
拡
げ
て
縦
横
無
尽
に
考
え
て

い
く
。
日
本
で
は
図
書
館
の
利
用
者
が
減
り
、

図
書
館
へ
の
予
算
も
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
…
…
と
彼
女
は
考
え
、「
私
は
、図
書
館
の
重

要
性
を
論
じ
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
の
あ
り
方

に
一
石
を
投
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
…
…
こ

れ
を
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
こ
そ

が
、
私
な
り
の
自
我
作
古
で
あ
る
」と
結
ん
で

い
く
。

小
泉
賞
は
入
江
太
一
君
の「
永
遠
的
な『
愛
』

は
捉
え
ら
れ
る
か
？
」が
、審
査
員
全
会
一
致
で

選
ば
れ
た
。
無
限
か
ら
永
遠
を
考
え
自
由
自
在

に
考
え
を
深
め
て
い
く
。
塾
高
で
は
こ
う
い
う

学
生
が
育
つ
の
か
と
感
服
。
こ
の
論
文
、
と
に

か
く
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。

の
び
の
び
と
自
由
に
考
え
る

若
者
た
ち
の
熱
気権け

ん

丈
じ
ょ
う

善よ
し

一か
ず

（
慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
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今
回
も
、
多
数
の
応
募
作
品
の
中
か
ら
五
編

の
入
選
作
品
を
選
ぶ
の
は
大
変
だ
っ
た
。
課
題

別
に
み
れ
ば
、「
平
成
を
振
り
返
っ
て
」
を
選

ん
だ
作
品
の
応
募
が
一
番
多
か
っ
た
が
、
平
成

時
代
に
生
ま
れ
育
っ
た
高
校
生
の
問
題
意
識
を

反
映
さ
せ
や
す
い
課
題
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
小
泉
信
三
賞
に
は
入
江
太
一
さ
ん
の

作
品
が
選
ば
れ
た
。
文
学
的
装
飾
と
哲
学
的
考

察
を
併
せ
も
つ
こ
の
作
品
は
、
小
論
文
と
し
て

は
異
色
で
あ
る
。
し
か
し
、「「
無
限
」
と
、
如

何
に
す
れ
ば
我
々
は
和
解
し
共
立
し
あ
え
る

か
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
立
て
、そ
れ
を
「
無
限
」

の
「
代
理
物
で
あ
る
「
愛
」
の
考
察
」
に
よ
っ

て
突
き
詰
め
て
い
く
と
い
う
方
法
論
は
、
と
て

も
魅
力
的
だ
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
文
学
作

品
な
ど
か
ら
の
豊
富
な
引
用
を
織
り
交
ぜ
な
が

ら
、
論
理
を
有
機
的
に
積
み
重
ね
て
い
く
構
成

は
、
完
全
に
「
小
論
文
的
」
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
、
こ
の
作
品
は
小
泉
信
三
賞
に
ふ
さ
わ
し

い
。次

席
の
中
村
祐
真
さ
ん
の
作
品
で
は
、
若
者

の
投
票
率
の
低
さ
の
原
因
が
若
者
の
政
治
的
無

関
心
に
あ
る
と
し
、
主
権
者
教
育
の
改
革
を
求

め
る
と
い
う
問
題
意
識
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ

て
い
る
。
主
張
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
論
理

構
成
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
評
価
さ
れ

た
。
た
だ
、
結
論
と
し
て
示
さ
れ
た
「
国
が
政

治
的
中
立
な
、
か
つ
現
場
政
治
の
内
容
を
盛
り

込
ん
だ
主
権
者
教
育
の
教
材
及
び
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
つ
く
る
」
と
い
う
方
策
は
、
実
現
可
能
性

が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
取
り
組
み
を
参
考
に
す
る
な

ど
し
て
、
よ
り
深
い
議
論
が
欲
し
か
っ
た
。

佳
作
作
品
に
つ
い
て
も
順
に
コ
メ
ン
ト
し
て

い
こ
う
。
ま
ず
小
宮
梨
菜
さ
ん
の
作
品
で
あ
る

が
、
課
題
の
「
自
我
作
古
」
に
結
び
つ
け
、
図

書
館
の
利
便
性
向
上
の
た
め
の
施
策
を
考
察
し

て
い
る
。
現
在
の
図
書
館
制
度
が
大
き
な
変
革

の
時
期
に
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
点
は
高
く
評

価
し
た
い
が
、
内
容
が
多
岐
に
わ
た
り
す
ぎ
て

い
て
、
小
論
文
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
欠
け
る

よ
う
に
感
じ
た
。
な
お
、
第
一
章
の
書
き
方
で

は
、
日
本
へ
の
図
書
館
の
「
伝
来
」
が
戦
後
の

出
来
事
で
、
そ
れ
も
福
澤
諭
吉
が
導
入
し
た
よ

う
に
読
め
て
し
ま
う
。
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
武
井
若
葉
さ
ん
は
、
平
成
時
代
を
、

憲
法
改
正
議
論
、
組
織
犯
罪
処
罰
法
改
正
、
そ

し
て
障
害
者
郵
便
制
度
悪
用
事
件
か
ら
振
り
返

っ
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
読
み

や
す
い
文
章
で
自
分
の
意
見
を
素
直
に
表
明
し

て
い
る
点
に
好
感
を
も
っ
た
。
た
だ
、
扱
わ
れ

た
三
つ
の
論
点
は
そ
れ
ぞ
れ
性
格
が
ま
っ
た
く

異
な
り
、
そ
れ
を
「
国
と
国
民
の
意
見
の
持
ち

方
」と
い
う
切
り
口
で
強
引
に
ま
と
め
た
点
に
、

少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
た
。

本
間
詩
織
さ
ん
の
作
品
は
、
平
成
に
お
け
る

女
性
の
社
会
進
出
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
統
計

数
字
を
基
に
考
察
を
進
め
て
い
る
。
客
観
的
な

事
実
に
基
づ
く
分
析
と
い
う
点
は
評
価
で
き
る

が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
「
言
葉
の
問
題
」
の
分

析
に
も
か
な
り
の
部
分
が
割
か
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
二
つ
の
分
析
が
う
ま
く
結
び
付
け
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
に
感
じ
た
。
論
文
の
構
成
を
工
夫

し
、「
言
葉
の
問
題
」
と
統
計
数
値
の
解
釈
を

関
係
づ
け
る
よ
う
に
も
っ
て
い
け
ば
、
よ
り
よ

い
小
論
文
に
仕
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

応
募
者
全
員
が
、
こ
の
小
論
文
コ
ン
テ
ス
ト

を
踏
み
台
と
し
て
、
よ
り
高
み
を
目
指
し
て
く

れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

審
査
を
終
え
て須す

田だ

伸し
ん

一い
ち

（
慶
應
義
塾
大
学
経
済
学
部
教
授
）
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選
考
委
員
に
な
っ
て
四
年
が
経
つ
が
、
毎
回

ど
ん
な
論
文
が
読
め
る
か
と
心
が
躍
る
。
こ
の

想
い
は
、
選
考
さ
れ
る
先
生
方
も
同
じ
で
あ
ろ

う
。さ

て
御
代
替
わ
り
し
て
最
初
の
小
泉
信
三
賞

は
、
思
わ
ぬ
ダ
ー
ク
ホ
ー
ス
が
首
の
差
で
金
的

を
射
止
め
た
。
入
江
さ
ん
の
「
永
遠
的
な
『
愛
』

は
捉
え
ら
れ
る
か
？
」
で
あ
る
。
選
考
委
員
の

一
人
か
ら
推
す
声
が
あ
り
、
良
く
考
え
る
と
確

か
に
抗
し
が
た
い
魅
力
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

小
泉
賞
と
毛
色
は
違
う
が
、本
賞
の
懐
の
深
さ
、

私
た
ち
委
員
の
度
量
の
大
き
な
と
こ
ろ
を
示
す

選
出
と
な
っ
た
、
と
思
う
。

私
が
何
よ
り
入
江
さ
ん
を
評
価
し
た
の
は
、

高
校
生
ば
な
れ
し
た
伸
び
や
か
な
筆
運
び
で
あ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
か
ら
三
島

由
紀
夫
ま
で
古
今
東
西
の
文
学
、
哲
学
を
材
に

取
り
、「
永
遠
の
愛
」
を
考
察
す
る
そ
の
文
体

は
衒
学
的
で
、
多
少
、
気
取
っ
た
表
現
も
あ
る

が
、
人
の
心
理
状
態
を
掴
む
の
が
上
手
い
の
に

は
舌
を
巻
い
た
。
将
来
ど
ん
な
仕
事
に
就
き
た

い
の
か
今
は
知
る
由
も
無
い
が
、
文
筆
家
を
生

業
と
す
る
の
な
ら
ば
潜
在
能
力
は
あ
る
し
、
そ

う
で
な
く
て
も
、
文
章
を
書
く
こ
と
は
是
非
続

け
て
ほ
し
い
。

次
席
の
中
村
さ
ん
の
「
若
者
の
投
票
率
低
下

に
つ
い
て
、
政
治
家
志
望
10
代
の
目
線
で
考
え

る
」
は
、
統
計
デ
ー
タ
と
実
体
験
の
両
面
か
ら

説
得
力
あ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
実
体

験
の
部
分
は
自
由
民
主
党
国
際
政
治
・
外
交
論

文
コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞
を
き
っ
か
け
に
得
た
、

国
会
議
員
と
の
交
流
と
い
う
体
験
に
基
づ
い
て

お
り
読
ま
せ
る
。
一
方
、
学
校
教
育
に
お
け
る

筆
者
の
体
験
は
ど
こ
ま
で
一
般
化
で
き
る
か
多

少
疑
問
が
残
っ
た
が
、
完
成
度
が
高
い
論
文
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

佳
作
入
選
の
小
宮
さ
ん
の
「
図
書
館
の
存
在

意
義
を
問
う
」
は
参
考
文
献
だ
け
で
な
く
、
実

体
験
や
図
書
館
司
書
へ
の
取
材
に
よ
っ
て
得
た

情
報
を
交
え
て
論
じ
て
い
る
点
が
良
い
。
た
だ

し
自
分
の
興
味
の
あ
る〝
図
書
館
〟だ
け
を
、「
自

我
作
古
」
に
繋
げ
て
い
る
と
こ
ろ
が
強
引
で
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
な
る
展
開
が
欲
し
か
っ
た
。

武
井
さ
ん
の
「
憲
法
、
法
律
改
正
議
論
に
対

す
る
国
と
国
民
の
意
見
の
持
ち
方
」
は
、
な
か

な
か
骨
太
な
論
文
で
あ
る
。
九
条
を
中
心
と
し

た
憲
法
改
正
へ
の
取
り
組
み
と
、
改
正
組
織
犯

罪
法
の
成
立
に
関
し
、
監
視
社
会
の
到
来
が
憂

慮
さ
れ
る
と
の
視
点
か
ら
、
平
成
の
振
り
返
り

に
向
き
合
う
硬
派
な
姿
勢
を
評
価
す
る
。

本
間
さ
ん
の
「
令
和
を
心
豊
か
な
時
代
と
す

る
た
め
に
～
女
性
の
社
会
進
出
を
通
し
て
～
」

は
、
平
成
時
代
の
統
計
資
料
を
多
様
に
扱
っ
て

い
る
点
を
評
価
す
る
。
そ
れ
以
前
の
時
代
と
の

比
較
が
あ
れ
ば
、
も
っ
と
平
成
の
意
味
付
け
が

明
確
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
論
拠
・
分
析
・

主
張
の
連
携
を
強
め
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
な

結
論
を
導
き
出
せ
た
は
ず
だ
。

文
章
上
達
の
秘
訣
は
と
に
か
く
幾
重
に
も
名

文
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ん
と
す
る
こ
と

を
明
確
に
読
み
手
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、
分
か

り
易
く
書
く
こ
と
。
書
い
た
も
の
が
、
ま
る
で

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
見
る
か
の
よ
う
に

は
っ
き
り
読
み
手
に
伝
わ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。さ

て
、
令
和
二
年
は
ど
ん
な
作
品
に
め
ぐ
り

逢
え
る
か
、
大
い
に
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

読
み
手
の
側
に
立
っ
て

早は
や
　
か
わ川　

浩
ひ
ろ
し

（
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