
評
反
対
！

」

と
野
次
が
飛
ん
だ
の
に
は
閉
口
し
て
し
ま
っ

た 。

大
学
院
時
代
は 、

学
資
の
た
め
も
あ
っ

て 、

私
自

身
で
「
霞
ケ

丘
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
教
室」

を
主
宰
し 、

子
供
た
ち
を
教
え
た
が 、

間
も

な
く
中
国
研
究
の
方
に
本
腰

を
入
れ

な
け
れ
ば

な
ら

な
く

な
っ

て
き
た
の
で 、

お
茶
の
水
の
日
仏
会
館
で
子
供
た
ち
の
発
表
会
を
や
っ

て
教
室

を
閉
じ
た

。

最
近
の
想
い
出
の
一

つ
は

、

あ
の
文
化
大
革
命
の
激
動
期
に
中
国
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る

。

上
海
の
工

業
展
覧
会
で
中
国
製
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
が
展
示
し
て
あ
っ

た
の
で 、

許
可
を
求
め
て
蝉
い
て
み
た
ら 、

な
か

な
か
良

い
音
が
す
る
。

女
子
紅
衛
兵
の
服
務
員
に
ピ
ア
ノ
が
蝉
け
る
人
が
い
た
の
で 、

彼
女
の
伴
奏
で
毛
沢
東
讃
歌
の

「
東
方
紅
」

を
即
興
で
弾
い
た
と
こ
ろ 、

黒
山
の
紅
衛
兵
か
ら
大
き

な
拍
手
を
浴
び
た 。

一

九
六
九
年
か
ら
七
一

年
ま
で
外
務
省
特
別
研
究
員
と
し
て
香
港
に
留
学
し
て
い
た
と
き
に
は 、

シ
テ
ィ
l

ホ

ー
ル
で
小
室
内
楽
を
演
奏
し
た 。

音
楽
に
飢
え
て
い
る
香
港

な
の
で
あ
ろ
う 、

翌
日
の
『
ホ
ン
コ
ン
・
ス
タ
l

』

紙
に
写
真
入
り
で
記
事
が
出
た
の
で 、

ま
た
ま
た
気
恥
か
し
く

な
っ

て
し
ま
っ

た 。

ど
う
も 、
「
私
と
ヴ
ァ

イ
オ
リ

ン
」

は 、

気
恥
か
し
さ
の
連
続
で
あ
る 。

清
水
幾
太
郎
氏
が
最
近
の
『
朝
日
新
聞
』

に
テ
レ
ビ
の
「
題
名
の

な
い
音
楽
会
」

を
愛
好
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

書
い
て
お
ら
れ
た 。

音
楽
に
は
全
く
の
素
人
だ
と
自
称
さ
れ
る
清
水
先
生
は 、

昨
年
末
の
忘
年
会
に
是
非
私
の
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
を
と
求
め
ら
れ
た
の
だ
が 、

や
は
り
気
恥
か
し
さ
の
あ
ま
り
お
こ
と
わ
り
し
て
し
ま
っ

た 。

だ
が 、

「
私
と
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン

」

な
ん
て
書
い
て
し
ま
っ

た
以
上 、

い
つ
か
は
弾
か
ね
ば

な
ら

な
い
と
覚
悟
し
て
い
る

。

｜｜l
『
文
義
春
秩』
一
九
七
回・
三
〈
巻
頭
随
筆〉
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こ
こ
数
年 、

中
国
を
め
ぐ
る
内
外
の
動
き
が
大
き

な
展
開
を
示
し
た
た
め
か 、

夏
休
み
と
い
う
私
に
と
っ

て
の

さ
さ
や
か

な
H

特
権
H

も
十
分
に
享
受
し
た
た
め
し
が

な
か
っ

た
が 、

今
年
は
久
し
ぶ
り
に
信
州
の
夏
を
満
喫
す

る
こ
と
が
で
き
た

。

子
供
た
ち
を
連
れ
て 、

松
本
の
私
の
山
荘
の
眼
前
の
弘
法
山
か
ら
生
妻
の
池
と
そ
の
背
後
の
山
々
を
ヤ
ブ
を
分

け
て
歩
い
た
り
し
た
け
れ
ど 、

最
近 、

前
方
後
方
墳
が
発
見
さ
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
弘
法
山
は 、

町
中
に
育
っ

た

私
が
幼
時
に
近
所
の
子
供
た
ち
と
H

冒
険H

を
し
に
行
っ

た
と
こ
ろ
で
あ
り 、

国
民
学
校
（
小
学
校
二
二
年
生
の
と

き
に
終
戦
を
迎
え
た
私
た
ち
は 、

た
し
か

て

二
年
生
の
頃 、

食
糧
の
た
め
の
ア
カ
ザ
の
葉
や
オ
オ
バ
コ
を
採
り

に
登
っ

た
山
で
も
あ
る
。

そ
ん

な
想
い
出
に
彩
ら
れ
た
松
本
の
夏
は 、

私
に
と
っ

て
か
け
が
え
の

な
い
も
の
だ
が 、

東
京
に
戻
る
日
は
す
ぐ
に
や
っ

て
き
た

。

私
の
よ
う
に
国
際
関
係
論
を
講
義
し
た
り 、

中
国
研
究 、

か
と

精
神
的
に
わ
ず
ら
わ
し
い
こ
と
も
多
い

。
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そ
れ
も
現
代
中
国
研
究
に
携
わ
っ

て
い
る
と 、

そ
の
よ
う

な
毎
日
の

な
か
で 、

ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
を
手
に
し 、

手な
あ に
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か
に
汚
れ
た
楽
譜
を
と
り
出
し
て
夢
中
で
弾
く
時
聞
は 、

と
き
の
よ
う
に
私
を
喜
ば
せ 、

慰
撫
し
て
く
れ
る
。

私
に
と
っ

て
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
は 、

今
日 、

そ
の
よ
う

な
意
味
を
ま
ず
第
一

に
も
つ
の
だ
が 、

そ
の
よ
う

な
私
が

『
文
襲
春
秋
』

の
本
年
三
月
号
に
「
私
と
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン

」

と
題
す
る
エ
ァ

セ
イ
を
智
く

ハ
メ
に

な
っ

た
と
こ
ろ 、

多
く
の
人
び
と
か
ら
驚
か
れ
た
り 、

う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
た
り
し
た 。

先
日 、

数
年
ぶ
り
に
恩
師
の
鈴
木
鎮
一

先
生
に
お
会
い
し
た
ら 、

今
も
お
元
気

な
鈴
木
先
生
は
私
の
拙
文
を
す

で
に
読
ま
れ
て
い
て
喜
ん
で
く
だ
さ
っ

た
の
で 、

い
た
く

恐
縮
し
て
し
ま
っ

た 。

私
の
よ
う

な
職
業
を
も
っ
者
の

な
か
に
は 、

音
楽
愛
好
家
や
専
門
家
は
だ
し
の
音
楽
評
論
を
ぶ
つ
者
は
多
い
け
れ
ど
も 、

自
分
で
楽
器
を 、

そ
れ

も ‘
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
を
弾
く
者
は 、

や
は
り
少

な
い
よ
う
で
あ
る
。

今
日
で
は
H

ス
ズ
キ
・

メ
ソ
y
ド

H

と
し
て
知
ら
れ
る
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
の
才
能
教
育
が 、

全
国
に
普
及
し
た
た

め
で
あ
ろ
う
か 、

最
近
の
学
生
た
ち
の
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ

な
ど
を
聴
い
て
み
る
と 、

私
の
学
生
の
頃
に
比
べ
た
ら
弦

の
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
技
術
的
に
は
格
段
の
差
が
あ
る 。

今
日
で
は
わ
が
国
の
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
人
口
も
ピ
ア
ノ
人
口

も 、

幼
時
の
お
稽
古
事
と
し
て
は
世
界
有
数
の
も
の
で
あ
る
が 、

受
験
競
争
や
管
理
社
会
で
の
競
争
の
激
し
さ
の

た
め
か 、

せ
っ

か
く
そ
の
よ
う
に
し
て
幼
時
か
ら
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
や
ピ
ア
ノ
に
親
し
ん
で
も 、

そ
れ
を
持
続
さ
せ

る
の
が

な
か

な
か
困
難
で
あ
る
よ
う
で 、

職
業
と
し
て
音
楽
の
道
を
選
ぶ
者
以
外
は 、

ま
ず
最
初
は
高
校
生
の
頃 、

次
に
は
せ
い
ぜ
い
大
学
生
の
頃
ま
で
で
終
わ
っ

て
し
ま
い 、

ひ
と
た
び
中
断
す
る
と 、

そ
れ
ま
で
の
厳
し
い
町
総

の
反
動
の
た
め
で
も
あ
ろ
う 、

す
っ

か
り
生
活
か
ら
遠
い
存
在
に

な
っ

て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
変
惜
し
い
こ
と
で
あ
り 、

あ
え
て
大
袈・
裟
に
表
現
す
れ
ば 、

一

つ
の
文
化
伽
値
の
内
部
的
損
失
で
あ

信
州
の
自
然
や
郷
里
の
友
人
・

知
人
に
固
ま
れ
て
い
る
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る
よ
う

な
気
も
す
る

。

こ
の
め
た
り
の
問
題
を
ど
う

考
え
て
ゆ
く
の
か
が 、

才
能
教
育
を
受
け
た
者
の
将
来
の
職

業
選
択
の
問
題
と
と
も
に、

す
で
に
四
半
世
紀
を
過
ぎ
て
膨
大

な
才
能
教
育
人
口
を
世
に
送
り
出
し
た
才
能
教
育

の 、

今
日
の
段
階
に
お
け
る
一

つ
の
重
要

な
問
題
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

私
と
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
と
の
出
会
い
が
私
自
身
の
成
長
の
プ
ロ
セ
ス
に
ど
の
よ
う

な
ハ
プ
ニ
ン
グ
を
も
た
ら
し
た

か
に
つ
い
て
は 、

右
の
エ
y

セ
イ
で
触
れ
た
の
で
こ
こ
に
は
繰
り
返
さ

な
い
が 、

私
が
初
め
て
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
を

手
に
し 、

鈴
木
先
生
の
門
下
に
交
わ
っ

た
の
は 、

終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
二
年
初
頭
で
あ
っ

た 。

そ
れ
は
信
州
に

あやニ

疎
開
さ
れ
た
鈴
木
先
生
が
戦
後
の
荒
廃
の
中
で
豊
田
耕
児
氏 、

山
本
恵
子
氏
（
故
人） 、

小
林
健
次
氏
ら
を
わ
が
閣

の
将
来
を
担
う
グ
ァ

イ
オ
リ
ニ
ス
ト
と
し
て
育
て
ら
れ
る
一

方 、

声
楽
の
森
民
樹
先
生 、

ピ
ア
ノ
の
鈴
木
静
子
先

生 、

古
池
文
子
先
生 、

ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
の
奥
村
・

松
井
・

有
賀
の
諸
先
生

な
ど 、

中
央
・

地
方
の
音
楽
家
や
松
本

市
の
後
援
者
の
協
力
を
得
て
市
内
下
横
田
の
木
造
二
階
建
を
借
り
受
け 、

松
本
音
楽
院
を
創
設
さ
れ
て
間
も

な
く

の
こ
と
で
あ
り 、

私
は
そ
の
数
少

な
い
一

期
生
の
一

人
で
あ
っ

た 。

今
日
で
は
松
本
音
楽
院
は
才
能
教
育
会
館
と

な
り 、

松
本
市
民
会
館
前
の
ラ
イ
ラ
Y

ク
広
場
脇
に
立
派

な
音
楽

股
堂
と

な
っ

て 、

日
本
全
国
は
も
と
よ
り 、

世
界
各
地
か
ら
の
留
学
生
も
集
め
て
い
る
が 、

終
戦
直
後
の
当
時
は

楽
譜
に
も
不
自
由
し 、

母
が

な
れ

な
い
手
つ
き
で
夜
通
し
写
譜
し
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る

。

毎
年
三
月
に
東
京
の

日
本
武
道
館
で
催
さ
れ
る
才
能
教
育
の
全
国
大
会
は 、

子
供
た
ち
の
素
晴
ら
し
い
大
合
奏
と
し
て
人
び
と
に
感
動

を
与
え
て
い
る
が 、

こ
の
よ
う

な
成
果
は 、

今
も
下
横
田
に
残
る
松
本
音
楽
院
の
木
造
家
屋
か
ら
生
ま
れ
た
の
で

＊
 

あ
っ

た 。
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あ
の
頃
の
松
本
音
楽
院
は 、

環
境
こ
そ
音
楽
の
場
に
そ
ぐ
わ

な
い
も
の
だ
っ

た
け
れ
ど
も 、

ク
リ
ス
マ
ス
の
さ



可

さ
や
か

な
パ
ー

テ
ィ

で
は
皆
で
パ

y
ハ
の
ド
γ

ペ
ル
コ
ン
チ
ェ

ル
ト
を
合
奏
し
た
り 、

私
た
ち
が
「
耕
ち
ゃ

ん 、

耕
ち
ゃ

ん
」

と
呼
ん
で
親
し
ん
で
い
た
豊
田
耕
児
氏
が 、

ヴ
イ

タ
リ
ー

の
シ
ャ

コ
ン
ヌ
や
パ

y
ハ
の
無
伴
奏
ソ
ナ

タ
を
蝉
い
て
私
た
ち
に
感
銘
を
与
え
て
く
れ
た 。

豊
田
氏
の
よ
う

な
優
れ
た
天
才
が
身
近
に
存
在
し
た
こ
と
は 、

音
楽
に
た
い
し
て
は
い
か
に
情
熱
が
あ
ろ
う
と
も 、

生
半

な
才
能
と
技
術
で
音
楽
専
門
的

な
道
を
歩
む
べ
き
で
は

な
い
こ
と
を
早
く
か
ら
私
に
自
覚
さ
せ
て
く
れ
た
よ
う
に
も
思
う 。

こ
う
し
て
私
は
今 、

仕
事
の
合
い
聞
に
パ

y
ハ
や
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
を
復
習
し 、

手
ほ
ど
き
を
す
る
の
を 、

私
の
日
常
の
愉
し
み
に
し
て
い
る

。

｜｜｜『信濃毎日
新聞』
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わ
が
子
ら
に ‘
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
の

一
九
七
四・
九・
九
（
原
題
「
松
本
音
楽
院の
こ
ろ」）

申
最
近
そ
こ
を
通っ
た
ら、
去
年（一
九
九
O
年）
の
互
に
は
あっ
た
旧
松
本
音
楽
院
の
木
造
の
建
物
は
つ
い
に
消
失

し、
駐
車
場
に
なっ
て
し
まっ
て
い
た。

榔
子
の
実
は
ど
こ
か
ら
流
れ
て
来
た
の
か

郎子の突はど二から流れて来たのか

名
も
知
ら
ぬ
遠
き
鳥
よ
り

流
れ
寄
る
榔
子
の
実
ひ
と
つ

故
郷
の
岸
を
離
れ
て

汝
は
そ
も
波
に
幾
月

信
州
の
文
豪
・

島
崎
藤
村
の
詞
に
よ
る
「
榔
子
の
実」

の
歌
は 、

日
本
人

な
ら
誰
ひ
と
り

知
ら
ぬ
者
が

な
い
ほ

ど
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る

。

愛
知
県
渥
美
半
島
の
先
端
・

伊
良
湖
岬
は 、

藤
村
が
詠
ん
だ
榔
子
の
実
が
流
れ
つ
い

た
場
所
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
て 、

そ
こ
に
は
記
念
碑
ま
で
建
っ

て
い
る

。
「
榔
子
の
実
」
が
全
国
に
広
ま
っ

た
の

は 、

昭
和
十
一

年
に
当
時
の
N
H
K
ラ
ジ
オ
が
東
海
林
太
郎
の
歌
で
「
国
民
歌
謡
」

と
し
て
放
送
し
て
以
来
で
あ

る
こ
と
も 、

古
い
世
代
の
人
び
と

な
ら
御
記
憶
で
あ
ろ
う 。

私
の
よ
う

な
戦
後
派
も
こ
の
歌
は
大
好
き
で 、

い
か
に
も
近
代

－
よ
メ
ロ
デ
ィ

が
美
し
く 、

外
国
で
生
活
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