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提
　
言

絶
望
の
淵
か
ら
時
代
に
切
り
込
む
思
想
史
─
安
丸
良
夫
氏
を
偲
ん
で

─
桂
島　

宣
弘

　

二
〇
一
六
年
四
月
四
日
に
安
丸
良
夫
氏
が
突
然
こ
の
世
を
去
っ

た
（
享
年
八
一
歳
）。
多
く
の
方
々
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
長
い

間
安
丸
良
夫
氏
か
ら
直
接
・
間
接
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
で

き
た
者
の
一
人
と
し
て
、
そ
の
衝
撃
は
大
き
く
、
未
だ
に
言
葉
が

見
つ
か
ら
な
い
。
加
え
て
、
既
に
『
思
想
』
一
一
〇
六
号
、『
現

代
思
想
』
四
四
─
一
六
号
な
ど
が
追
悼
特
集
を
組
み
、
然
る
べ
き

方
々
が
き
わ
め
て
味
わ
い
深
い
追
悼
文
を
寄
せ
て
い
る
中
で
、
こ

れ
以
上
何
か
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
か
躊
躇
し
て
い
る

と
い
う
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
わ
た
く
し
に
は
な
か
な
か
こ
の
文
章
を
書
き
進
め
ら

れ
な
い
理
由
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
一
年
九
・
一

一
以
降
の
世
界
の
状
況
、
あ
る
い
は
二
〇
一
一
年
三
・
一
一
以
降

の
日
本
の
状
況
の
中
で
、
自
身
の
全
研
究
を
賭
し
て
必
死
に
未
来

を
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
に
違
い
な
い
安
丸
氏
が
、
わ
れ
わ
れ
に
残

し
た
課
題
の
重
さ
に
、
わ
た
く
し
が
と
て
も
耐
え
ら
れ
そ
う
も
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、（
最
晩
年
の
安

丸
氏
の
著
作
・
発
言
か
ら
推
察
す
る
と
）
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
一

九
世
紀
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
資
本
主
義
世
界
の
暴
力
・
破
壊
が

加
速
度
的
に
高
ま
っ
て
い
る
中
で
、
近
代
黎
明
期
に
は
一
度
は

そ
れ
に
立
ち
向
か
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
人
び
と
（
＝
民
衆
）
の

「
通
俗
道
徳
的
生
活
規
律
」
自
体
が
、
今
や
そ
の
歴
史
的
臨
界
点

を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
上
の
何
か
が
（
方
法
的
に

も
）
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
敏
感
で
あ
っ
た
安
丸
氏
が
、
自
身
の

戦
後
研
究
の
総
体
を
再
検
証
し
つ
つ
、
近
代
史
の
「
時
代
性
」
か

ら
未
来
へ
の
手
が
か
り
を
探
る
こ
と
で
、
歴
史
学
や
思
想
史
学

の
現
代
的
有
効
性
を
何
と
か
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
た
姿
勢
と
、
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77　［提言］絶望の淵から時代に切り込む思想史
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「
し
あ
わ
せ
共
同
体
」（「
原
発
災
害
と
し
あ
わ
せ
共
同
体
」『
環
』
四
九

巻
、
二
〇
一
三
年
）
に
安
住
す
る
か
に
見
え
る
現
代
の
学
界
・
学
問
、

そ
し
て
わ
た
く
し
の
姿
と
の
あ
ま
り
の
落
差
の
大
き
さ
に
、
わ
た

く
し
が
ほ
と
ん
ど
絶
句
し
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
あ

る
い
は
、
安
丸
氏
は
自
身
が
ペ
シ
ミ
ス
ト
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
し

ば
し
ば
独
白
し
て
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
決

し
て
失
わ
な
い
ま
ま
絶
望
も
せ
ず
、「
歴
史
学
を
革
新
す
る
こ
と

で
歴
史
学
と
い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
頑
固
に
守
り
抜
こ
う
」（『
文

明
化
の
経
験
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
他
な
ら
ぬ
安
丸
氏
自
身
が
描
き
出
し
て
き
た
近
世
・
近
代
日

本
の
民
衆
が
抱
え
て
き
た
、
と
て
つ
も
な
い
困
難
の
重
み
に
寄
り

添
い
、
か
つ
か
れ
ら
に
深
く
畏
敬
の
念
を
懐
い
て
い
た
が
故
で
あ

り
（『
出
口
な
お
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
七
年
）、
そ
う
し
た
畏
敬
が

安
丸
氏
の
業
績
全
体
を
貫
い
て
い
る
こ
と
に
幾
度
か
違
和
感
を
懐

き
つ
つ
も
、
そ
の
叙
述
が
む
し
ろ
学
問
的
業
績
の
深
部
か
ら
読
者

を
鼓
舞
し
て
き
た
こ
と
に
よ
う
や
く
気
づ
き
始
め
た
が
故
の
、
戦

慄
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
わ
た
く
し
の
中
に
芽
生
え
始
め
た

か
ら
で
も
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
個
人
的
な
こ
と
が
ら
を
一
つ
だ
け
記

し
て
お
く
な
ら
ば
、
一
九
九
三
年
に
開
催
さ
れ
た
日
本
史
研
究

会
例
会
で
、
安
丸
氏
『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
二
年
）
の
書
評
が
行
わ
れ
た
。
書
評
者
は
私
で
あ
っ
た
が
、
安

丸
氏
を
眼
前
に
当
日
の
レ
ジ
ュ
メ
（
未
発
表
）
で
次
の
よ
う
な
こ

と
を
の
べ
た
。「
本
書
か
ら
は
、
天
皇
制
の
呪
縛
＝
国
家
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
支
配
か
ら
の
解
放
へ
の
「
諦
観
」、
民
衆
＝
生
活
者
へ

の
「
諦
観
」
が
伝
わ
っ
て
く
る
。（
中
略
）「
生
活
者
と
し
て
の
民

衆
は
、
国
家
の
論
理
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
受
け
流
し
、
生
活

者
と
し
て
の
自
前
の
生
き
方
を
図
太
く
守
り
ぬ
い
た
」
の
だ
と
い

う
。
こ
れ
が
安
丸
氏
の
近
代
民
衆
像
で
あ
り
、
天
皇
制
と
の
関
わ

り
の
「
結
論
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。（
中
略
）
本
書
に
は
、
こ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
、
何
か
「
諦
観
」
じ
み
た
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い

る
こ
と
を
わ
た
く
し
は
感
じ
る
の
で
あ
る
」。
今
に
し
て
思
え
ば
、

こ
の
わ
た
く
し
の
発
言
が
恥
ず
か
し
い
ほ
ど
無
力
な
も
の
で
あ
る

こ
と
と
は
対
照
的
に
、「
生
活
者
と
し
て
の
民
衆
」「
国
家
の
論
理

を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
受
け
流
し
、
生
活
者
と
し
て
の
自
前
の

生
き
方
を
図
太
く
守
り
ぬ
い
た
」
民
衆
か
ら
し
か
歴
史
は
動
か
な

い
こ
と
を
、
冷
戦
崩
壊
と
い
う
歴
史
的
転
換
期
、
言
語
論
的
転
回

や
構
造
主
義
的
思
想
史
の
隆
盛
と
い
う
ま
さ
し
く
現
代
の
起
点
と

で
も
い
う
変
転
期
に
、（
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
秘
め
つ
つ
）
安
丸
氏
は
凝
視

し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
か
ら
既
に
二
十
数
年
が
経
っ

て
い
る
が
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
民
衆
世
界
の
内
側
か
ら

歴
史
を
前
に
進
め
る
方
途
を
未
だ
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
、
安
丸
氏
の
研
究
の
主
な
軌
跡
を
た
ど
っ
て
お
き
た
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い
。
現
在
で
は
、
そ
の
業
績
の
ほ
と
ん
ど
は
、『
安
丸
良
夫
集
』

全
七
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で

あ
る
が
、（
独
断
的
で
は
あ
る
が
）
順
に
主
要
業
績
を
挙
げ
る
な
ら

ば
、『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』（
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
）、

『
出
口
な
お
』（
前
掲
）、『
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
前
夜
』（
朝
日

新
聞
社
、
一
九
七
七
年
）、『
神
々
の
明
治
維
新
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七

九
年
）、「
困
民
党
の
意
識
過
程
」（『
思
想
』
七
二
六
号
、
一
九
八
四
年
）、

「「
近
代
化
」
の
思
想
と
民
俗
」（『
日
本
民
俗
文
化
大
系 

風
土
と
文
化
』

小
学
館
、
一
九
八
六
年
）、「
近
代
転
換
期
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
」

（『
日
本
近
代
思
想
大
系 

宗
教
と
国
家
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
）、『
近

代
天
皇
像
の
形
成
』（
前
掲
）、『
一
揆
・
監
獄
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』

（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
に
方
法
・

現
代
思
想
な
ど
を
扱
っ
た
『〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
』（
校
倉

書
房
、
一
九
九
六
年
）、『
現
代
日
本
思
想
論
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四

年
）、
一
九
八
〇
年
代
の
自
ら
の
論
考
を
集
め
た
『
文
明
化
の
経

験
』（
前
掲
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
年
は
『
安
丸
良
夫
集
』

の
刊
行
と
も
相
ま
っ
て
自
ら
の
研
究
を
総
括
せ
ん
と
し
て
い
た

『
安
丸
思
想
史
へ
の
対
論
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
〇
年
）
が
共
編

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
な
り
に
大
ま
か
に
時
期
区
分
し

て
お
く
な
ら
ば
、「
通
俗
道
徳
」
論
と
い
う
「
主
体
形
成
」
論
の

段
階
、
そ
れ
を
「
深
層
意
識
」
に
踏
み
込
ん
で
捉
え
た
「
宗
教
的

主
体
形
成
」
論
と
い
う
段
階
、
さ
ら
に
維
新
変
革
期
に
お
け
る
思

想
史
の
構
造
全
体
を
宗
教
史
的
に
見
通
し
た
「
宗
教
的
対
峙
」
論
、

そ
れ
を
社
会
意
識
の
動
態
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
「
民

俗
的
対
峙
」
論
と
い
う
段
階
、
そ
し
て
国
民
批
判
・
国
民
国
家
論

に
立
っ
た
段
階
、
自
ら
の
研
究
総
体
を
総
括
し
二
一
世
紀
世
界
・

日
本
を
見
通
す
視
点
を
模
索
し
て
い
た
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
業
績
の
詳
細
に
は
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
安
丸
氏
は
終
生
思
想
史
の
方

法
論
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
研
究
者
で
あ
り
、
何
度
も
方
法
論
の
論

考
・
著
書
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
丸
氏
の
方
法
論
に
関
わ

る
議
論
は
、
多
く
の
業
績
と
並
ん
で
今
後
も
叩
き
台
と
し
て
い

く
べ
き
重
要
な
財
産
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
点
に
だ

け
言
及
し
て
お
き
た
い
。
安
丸
氏
自
身
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と

（『〈
方
法
〉
と
し
て
の
思
想
史
』
前
掲
）、
自
ら
の
方
法
の
形
成
に
大
き

な
役
割
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
戦
後
歴
史
学
に
絶
大
な
影
響
力

を
誇
っ
た
正
統
派
マ
ル
ク
ス
主
義
（
講
座
派
マ
ル
ク
ス
主
義
）、
丸
山

真
男
氏
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五

二
年
）、
六
〇
年
代
か
ら
盛
ん
に
な
る
近
代
化
論
、
色
川
大
吉
氏

の
民
衆
思
想
史
研
究
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
四
者
は

安
丸
氏
に
と
っ
て
は
無
論
相
互
に
密
接
に
関
連
し
た
問
題
で
あ
っ

て
、
わ
た
く
し
な
り
に
一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
思
想
を
社
会
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性
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
こ
そ
が
、

自
ら
に
先
立
つ
思
想
史
研
究
を
精
査
し
つ
つ
安
丸
氏
が
提
示
し
た

視
点
・
方
法
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
安
丸
氏
は
、
思
想

を
「
現
実
の
土
台
に
対
応
す
る
い
わ
ば
日
常
的
状
態
に
お
い
て
と

ら
え
ら
れ
た
社
会
的
意
識
形
態
」
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
を

早
い
時
期
か
ら
提
示
し
て
お
り
、『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』

（
前
掲
）
で
展
開
さ
れ
た
周
知
の
「
通
俗
道
徳
」
論
は
、
こ
の
視
点

か
ら
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
丸
山
真
男
批
判
と
も
密
接
に
関
わ
る
問
題

で
あ
り
、「
丸
山
氏
は
、
独
自
に
確
保
さ
れ
た
分
析
の
次
元
を
再

度
「
土
台
」
に
か
か
わ
ら
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」「
支
配
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
在
的
分
析
が
、
そ
れ
を
つ
き
く
ず
し
て
い
く
契

機
を
措
定
し
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
き
た
」
も
の
と
さ
れ
、
思
想
を

社
会
性
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
っ
た
と

い
う
論
点
を
提
示
し
て
い
る
。
丸
山
批
判
と
し
て
は
、
そ
の
「
近

代
主
義
」
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
で
は
、
数
少
な
い
方

法
論
批
判
と
し
て
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
先

に
安
丸
氏
の
研
究
に
つ
い
て
、「
通
俗
道
徳
」
論
、「
宗
教
的
主

体
形
成
」
論
、「
宗
教
的
対
峙
」
論
、「
民
俗
的
対
峙
」
論
、
そ
し

て
国
民
国
家
論
と
い
う
段
階
に
区
分
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
全
体
に

貫
か
れ
て
い
る
の
も
、
思
想
を
「
社
会
的
意
識
形
態
」
と
し
て
捉

え
る
と
い
う
視
点
・
方
法
で
あ
っ
た
。「
社
会
的
意
識
形
態
」
論

と
し
て
の
「
通
俗
道
徳
」
論
か
ら
始
ま
り
、「
社
会
的
意
識
形
態
」

を
先
鋭
に
示
す
宗
教
意
識
や
「
民
俗
」
の
分
析
、
そ
の
思
想
空
間

（
＝
ア
リ
ー
ナ
）
内
部
で
の
争
闘
の
分
析
、
こ
う
し
た
争
闘
を
経
て

形
成
さ
れ
る
国
民
意
識
の
形
成
が
ど
の
よ
う
な
新
た
な
排
除
・
隠

蔽
・
抑
圧
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
社

会
的
意
識
形
態
」
論
を
宗
教
社
会
学
や
構
造
主
義
哲
学
な
ど
と
突

き
合
わ
せ
つ
つ
練
り
上
げ
た
一
貫
し
た
方
法
的
立
場
が
、
こ
こ
に

は
表
明
さ
れ
て
い
る
。

　

恐
ら
く
自
身
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
べ
た
最
後
の
論
考
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
る
『
文
明
化
の
経
験
』（
前
掲
）「
序
論
（
課
題
と
方

法
）」
に
お
い
て
も
、
安
丸
氏
は
自
ら
の
方
法
に
つ
い
て
「
社
会

的
意
識
形
態
」
の
一
節
を
設
け
て
お
り
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学

の
認
識
論
的
反
省
も
参
考
に
し
た
「
第
一
の
自
然
」
と
し
て
の
生

活
世
界
」
こ
そ
が
「
本
源
的
な
現
実
態
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
解

明
が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
の

視
点
・
方
法
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
、「
社
会
的
意
識

形
態
」
と
し
て
の
「
通
俗
道
徳
」
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
近
代
化

し
て
ゆ
く
日
本
社
会
に
お
い
て
新
し
く
形
成
さ
れ
た
意
識
形
態
で

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
契
機
か
ら
く
り
か
え
し
鍛
え
ら
れ
て
、
そ
の

後
の
日
本
社
会
を
規
定
し
た
」
こ
と
、「
市
場
関
係
の
衝
撃
を
ク

ッ
シ
ョ
ン
と
す
る
論
理
と
し
て
「
通
俗
道
徳
」
が
も
っ
と
も
適
合

的
で
あ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
通
俗
道
徳
」
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は
、「
生
活
体
験
、
道
徳
的
普
遍
化
、
世
界
観
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
、

狭
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
四
つ
の
次
元
を
貫
く
も
の
と
し
て
、

（
二
〇
〇
七
年
時
点
で
の
方
法
論
と
し
て
）
新
た
に
再
定
義
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
思
想
を
社
会
性
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
捉

え
る
の
か
と
い
う
視
点
・
方
法
こ
そ
が
、
安
丸
氏
の
思
想
史
の
終

生
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
安
丸
氏
は
、
こ
う
し
た
「
社
会
的
意
識
形
態
」
の
も

っ
と
も
深
部
に
、「
半
意
識
的
な
い
し
前
意
識
的
な
契
機
も
、
歴

史
分
析
の
重
要
な
契
機
と
し
て
組
み
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
の

べ
、
一
九
世
紀
思
想
史
に
つ
い
て
は
「
資
本
主
義
世
界
シ
ス
テ
ム

と
そ
の
も
と
で
の
文
明
化
と
い
う
文
脈
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
の

国
民
国
家
日
本
で
の
国
民
化
、
と
り
わ
け
そ
の
な
か
で
の
近
代
的

政
治
文
化
と
い
う
文
脈
、
そ
の
過
程
の
権
威
的
中
枢
と
し
て
の
国

体
論
と
天
皇
制
、
地
域
の
名
望
家
や
知
識
人
と
の
断
絶
と
接
合
と

い
う
文
脈
、
民
俗
文
化
的
な
祭
礼
行
事
、
信
仰
な
ど
の
共
同
体
的

習
俗
・
伝
統
の
文
脈
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
要
因
を
前
景

化
す
る
こ
と
で
、「
歴
史
研
究
と
い
う
場
で
構
成
さ
れ
た
特
有
の

論
理
＝
歴
史
の
論
理
」
を
発
見
し
、
そ
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
が
示
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
。

　

再
度
、
現
実
に
戻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
以
上
の
べ
て
き
た
安

丸
氏
の
視
点
・
方
法
は
、
自
ら
の
研
究
を
現
代
世
界
の
「
時
代

性
」
と
の
関
わ
り
で
提
示
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
必
然
的
に
導
い
た

も
の
と
い
え
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
安
丸
氏
の
研
究
は
、「
過
去

と
歴
史
的
に
向
き
合
う
こ
と
で
未
来
を
展
望
す
る
」、
い
わ
ば
歴

史
学
の
「
お
手
本
」
の
よ
う
な
作
業
で
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る

が
、
そ
れ
が
加
速
度
的
に
困
難
に
な
っ
て
い
く
時
代
、
あ
る
い
は

そ
こ
か
ら
「
逃
避
」
し
て
い
く
学
問
が
激
増
し
て
い
く
中
で
行
わ

れ
た
こ
と
が
、
後
進
の
世
代
に
と
っ
て
は
大
き
な
励
ま
し
と
な
っ

て
い
た
。
そ
し
て
、
安
丸
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
が
持
続
し
て
い
た
の

は
、
ま
さ
に
絶
望
と
背
中
合
わ
せ
の
中
で
、
常
に
理
論
的
方
法
的

検
証
を
伴
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
今
も
、
安
丸
氏
の
対
峙

し
た
近
現
代
は
、
未
来
を
見
通
せ
な
い
ま
ま
、
暴
力
と
破
壊
を
伴

い
人
び
と
に
多
く
の
不
安
を
与
え
つ
つ
進
行
中
で
あ
る
。
こ
う
し

た
中
で
、
歴
史
学
・
思
想
史
学
が
何
ら
か
の
将
来
・
未
来
を
提
示

で
き
る
の
か
、
安
丸
氏
の
残
し
た
き
わ
め
て
重
い
宿
題
が
、
わ
れ

わ
れ
の
前
に
存
在
し
て
い
る
。

 

（
立
命
館
大
学
教
授
）
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