
南
原
繁
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム　
　

立
花
隆

　　

わ
た
し
が
趣
意
書
で
特
に
強
調
し
た
こ
と
は
、
南
原
が
い
か
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
の
確
立
に
力
を
尽
く
し
て
き
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
と
は
、「
学
問
の
自
由
」
の
こ
と
で
あ
る
。
学
問
の
自
由
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
憲
法
は
、
九
条
は
じ
め
、
ユ
ニ
ー
ク
な
条
項
を
い
く
つ
か
持
っ
て
い
る
が
、
憲
法
二
十
三
条
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　

憲
法
二
十
三
条
「 

学
問
の
自
由
は
こ
れ
を
保
障
す
る 

」

　

た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
条
文
だ
が
、
こ
れ
が
意
味
す
る
も
の
は
極
め
て
大
き
い
。

　

こ
の
条
項
の
公
式
の
英
訳
は
、

Academ
ic freedom

 is guaranteed.

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学
問
の
自
由
と
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

諸
外
国
に
お
い
て
も
、
一
般
に
、
学
問
の
自
由
は
、
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
日
本
の
憲
法
二
十
三
条
の
よ
う
に
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
て
一
つ
の
条
文
に
し
た
上
で
、
そ
の
自
由
を
無

条
件
に
保
障
す
る
と
い
う
形
は
取
っ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
は
「
思
想
の
自
由
」「
良
心
の
自
由
」「
表
現
の
自
由
」
と
い
っ
た
基
本
的
人
権
の
延
長
上
に
当
然
認
め
ら
れ
る
権
利
と
し
て
暗
黙

の
了
解
で
す
ま
さ
れ
て
い
た
り
、
明
文
化
す
る
場
合
で
も
他
の
基
本
的
自
由
と
な
ら
べ
ら
れ
、
そ
の
中
に
埋
没
し
て
い
た
り
す
る
。

「
学
問
の
自
由
」
の
保
障
に
独
立
の
一
条
を
も
っ
て
あ
て
た
と
い
う
の
は
、
日
本
の
憲
法
の
一
大
特
徴
な
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
述
べ
る
前
に
、「
学
問
の
自
由
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
を
述
べ
て
お
く
。

　

憲
法
の
最
も
有
名
な
注
解
書
、
宮
沢
俊
義
「
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
日
本
国
憲
法
」
に
従
う
と
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

　

学
問
の
自
由
に
は
、「
研
究
の
自
由
」「
学
説
の
自
由
」「
研
究
の
結
果
な
い
し
学
説
発
表
の
自
由
」「
教
育
な
い
し
教
授
の
自
由
」
な
ど

が
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
延
長
上
に
当
然
、主
た
る
学
問
の
場
で
あ
る
「
大
学
の
自
由
」
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
大

学
の
自
由
」
を
保
障
す
る
た
め
の
組
織
原
則
と
し
て
「
大
学
の
自
治
」
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
憲
法
に
こ
の
よ
う
な
条
項
が
生
ま
れ
た
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。

前
記
「
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
」
は
、
そ
こ
を
解
説
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
条
は
、
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
。
か
つ
て
滝
川
事
件
（
一
九
三
三
年
）
や
天
皇
機
関
説
事
件
（
一
九
三
五
年
）
の
よ
う
な
学
問
の

自
由
を
否
認
す
る
事
件
の
再
発
を
防
ぐ
趣
旨
で
あ
る
」

　

わ
た
し
が
書
い
た
「
天
皇
と
東
大
」
は
い
く
つ
か
の
サ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
大
き
な
サ
ブ
・
ス
ト
ー
リ
ー

は
、
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て
、
い
か
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
が
崩
壊
し
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー

ダ
ム
の
崩
壊
が
い
か
に
、
日
本
国
の
崩
壊
を
ま
ね
い
た
か
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
特
筆
さ
れ
て
い
る
滝
川
事
件
と
天
皇
機
関
説
問
題
が
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
学
問
の
自
由
が
否
認
さ
れ
た
二
大

事
件
と
い
っ
て
い
い
が
、
滝
川
事
件
は
同
書
で
は
三
章
に
わ
た
っ
て
、
天
皇
機
関
説
問
題
は
四
章
に
わ
た
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
戦
前
期
の
日
本
に
お
い
て
は
、
森
戸
辰
男
事
件
、
矢
内
原
忠
雄
事
件
、
津
田
左
右
吉
事
件
、
河
合
栄
治
郎
事
件
、

平
賀
粛
学
事
件
な
ど
数
々
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
事
件
が
相
次
い
だ
が
、
そ
れ
ら
の
事
件
の
す
べ
て
に
つ

い
て
も
同
書
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
が
蹂
躙
さ
れ
て
い
っ
て
行
き
付
い
た
あ
げ
く
の
果
て
に
起
き
た
こ
と
が
、
国
家
の
滅
亡
と
な
っ

た
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
考
え
方
は
南
原
繁
の
歴
史
認
識
と
基
本
的
に
同
じ
視
点
に
立
っ
て
い
る
。

「
日
本
の
悲
劇
」
は
「
学
問
の
自
由
」
と
「
大
学
の
自
由
」
の
喪
失
か
ら
起
き
た

　

南
原
は
、
一
九
五
一
年
十
二
月
十
二
日
、
総
長
在
任
六
年
目
を
迎
え
る
日
（
そ
の
日　

定
年
と
な
る
）
の
前
夜
に
全
学
生
の
主
催
で
開



か
れ
た
送
別
会
で
、
自
分
が
六
年
間
い
か
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
を
守
る
こ
と
に
腐
心
し
て
き
た
か
を
こ
う
語
っ
て
い
る
。

「
こ
の
六
年
間
、
及
ば
ず
な
が
ら
私
の
最
も
戒
心
し
努
力
し
来
た
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
、『
学
問
の
自
由
』『
大
学
の
自
由
』
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
確
立
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
あ
る
い
は
こ
れ
が
脅
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
日
本
の
悲
劇
が
起
こ
っ
た
と

い
っ
て
い
い
。
し
た
が
っ
て
、
学
問
と
大
学
の
自
由
の
確
立
は
、
ひ
と
り
わ
れ
わ
れ
大
学
と
大
学
人
の
最
大
関
心
事
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
実
に
新
日
本
建
設
の
必
須
条
件
で
あ
る
の
で
あ
る
」

　

南
原
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
が
大
事
だ
と
考
え
た
の
か
。

　

そ
れ
は
歴
史
の
教
訓（
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
の
崩
壊
か
ら
日
本
の
悲
劇
が
は
じ
ま
っ
た
）が
そ
う
教
え
て
い
る
と
い
う
以
上
に
、

そ
れ
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
、原
理
的
に
国
家
と
い
う
ス
テ
ム
の
健
全
性
を
保
つ
た
め
に
絶
対
に
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

　

一
九
五
九
年
十
二
月
安
保
条
約
の
改
定
反
対
運
動
の
中
で
、全
学
連
の
学
生
デ
モ
が
国
会
構
内
に
突
入
す
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。

そ
の
指
導
を
し
た
学
生
に
逮
捕
状
が
出
た
が
、
う
ち
二
人
の
学
生
が
東
大
の
構
内
に
立
て
こ
も
り
、「
大
学
の
自
治
」
の
名
の
下
に
警
察

へ
の
出
頭
を
拒
ん
だ
。
一
般
学
生
も
、「
大
学
の
自
治
」
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
ら
学
生
の
逮
捕
に
や
っ
て
こ
よ
う
と
し
た
警
察
の
構
内

立
ち
入
り
を
拒
む
と
い
う
「
籠
城
事
件
」
が
起
き
た
。

　

南
原
総
長
は
、
こ
の
よ
う
な
学
生
の
主
張
を
「
大
学
の
自
治
」
の
は
き
ち
が
え
だ
と
し
て
厳
し
く
指
弾
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
こ
と
を
書
い
た
「
東
大
籠
城
事
件
に
つ
い
て
思
う
こ
と
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
南
原
は
真
の
大
学
自
治
の
一
般
原
則
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
一
般
に
大
学
の
自
治
は
、ひ
と
り
資
本
主
義
社
会
に
だ
け
必
要
な
も
の
で
な
く
、ど
ん
な
未
来
社
会
に
お
い
て
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

思
想
・
言
論
の
自
由
と
と
も
に
、
そ
れ
は
国
家
社
会
の
存
立
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
学
問
・
文
化
の
発
展
を
期
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
」

「
大
学
の
自
治
」
は
国
家
社
会
の
存
立
条
件

　

大
学
の
自
治
が
、
国
家
社
会
の
存
立
条
件
で
あ
る
と
ま
で
い
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

一
九
四
七
年
四
月
、
東
京
大
学
の
創
立
記
念
日
で
な
し
た
「
大
学
の
自
由
と
使
命
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
演
述
の
中
で
、
南
原
は
次
の

よ
う
に
、
大
学
の
三
つ
の
機
能
に
お
け
る
絶
対
の
自
由
を
主
張
し
て
い
る
。

　

大
学
の
三
つ
の
機
能
と
は
、
教
育
機
能
と
研
究
機
能
と
知
識
の
一
般
社
会
へ
の
宣
布
機
能
で
あ
る
。
教
育
機
能
に
お
い
て
は
、
教
師
は

何
を
教
え
る
か
に
つ
い
て
完
全
な
自
由
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
学
生
も
、「
自
ら
の
思
惟
と
判
断
に
従
っ
て
、
自
由
に
直
理
を
学
び

取
る
」こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、そ
れ
が「
真
理
の
尊
厳
と
進
歩
の
た
め
」に
絶
対
に
必
要
な
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
研
究
機
関
と
し
て
の
大
学
に
お
い
て
は
、「
研
究
の
絶
対
の
自
由
」
と
そ
の
「
結
果
の
発
表
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
科
学
的
精
神
と
活
気
あ
る
研
究
活
動
に
は
、
そ
れ
が
絶
対
必
要
不
可
欠
な
条
件
だ
か
ら
だ
。

　

ま
た
一
般
社
会
に
研
究
の
成
果
を
伝
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
真
理
の
真
理
性
」
を
守
る
た
め
に
、
伝
え
る
内
容
の
自
由
が
完
全
に
保

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
国
民
大
衆
の
意
志
や
世
論
に
必
ず
し
も
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
時
代
の
流

行
と
勢
力
に
反
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
真
理
で
あ
る
が
故
に
伝
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
。

　

大
学
と
は
真
理
の
府
で
あ
り
、
理
性
の
府
で
あ
る
。
大
学
が
、
教
育
と
研
究
と
知
識
の
伝
達
の
三
つ
の
機
能
に
お
い
て
、
そ
の
ク
オ
リ

テ
ィ
を
保
つ
の
に
大
切
な
の
が
、
何
よ
り
も
自
由
と
い
う
条
件
な
の
だ
。
そ
の
条
件
が
失
わ
れ
、
大
学
が
そ
の
ク
オ
リ
テ
ィ
を
保
つ
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
と
、
そ
の
国
は
衰
退
す
る
。
そ
れ
が
あ
の
戦
争
の
開
始
前
に
日
本
で
起
き
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

当
時
の
日
本
に
は
大
学
の
三
つ
の
機
能
の
自
由
が
三
つ
と
も
な
か
っ
た
の
だ
。
教
え
る
自
由
が
な
く
、
教
わ
る
自
由
が
な
く
、
研
究
の

自
由
も
な
か
っ
た
。
一
般
社
会
へ
の
発
信
の
自
由
も
な
か
っ
た
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
の
歴
史
に
お
い
て
、
学
問
の
自
由
を
奪
う
と
い
う
意
味
で
最
大
の
事
件

は
、
天
皇
機
関
説
問
題
だ
っ
た
。
そ
の
当
事
者
、
美
濃
部
達
吉
は
一
九
四
八
年
五
月
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
追
悼
式
で
、
追
悼
の
辞
を
読

ん
だ
の
は
南
原
だ
っ
た
。
そ
の
中
で
南
原
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
満
州
事
変
を
契
機
と
し
て
、
わ
が
国
の
政
治
社
会
は
急
転
回
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
十
年
『
国
体
明
徴
』
運
動
の
真
っ
先
に

取
り
上
げ
ら
れ
た
『
天
皇
機
関
説
』
問
題
く
ら
い
、
天
下
の
視
聴
を
集
め
た
事
件
は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
い
ま
に
し
て
思
え
ば
、
そ

れ
こ
そ
は
実
に
日
華
事
変
か
ら
今
次
の
大
戦
へ
の
計
画
的
準
備
工
作
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
学
問
と
言
論
の
自
由
は
こ
の

と
き
以
来
、
軍
部
と
こ
れ
に
咬
合
す
る
一
部
政
治
家
に
よ
っ
て
極
度
に
抑
圧
せ
ら
れ
、
つ
い
に
地
を
払
う
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
わ



れ
ら
無
力
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
先
生―

偉
大
な
こ
の
学
界
の
長
老
の
た
め
に
、
何
事
も
な
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
恥
と
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
」

南
原
の
終
生
の
ト
ラ
ウ
マ

　

こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
師
に
あ
た
る
美
濃
部
達
吉
が
、
世
の
集
中
砲
火
を
浴
び
、
迫
害
さ
れ
生
命
の
危
険
に
す
ら

さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
そ
れ
を
救
う
た
め
に
何
事
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
自
分
を
恥
と
す
る
心
が
、
南
原
の
終
生

の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
南
原
の
も
う
ひ
と
つ
の
終
生
の
ト
ラ
ウ
マ
は
、
出
陣
学
徒
を
空
し
く
見
送
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。

「
わ
れ
わ
れ
の
知
る
多
く
の
真
摯
な
学
生
の
戦
争
に
対
す
る
疑
惑
と
憂
慮
は
、
ま
だ
太
平
洋
戦
争
の
開
始
さ
れ
ぬ
以
前
、
日
独
伊
三
国
同

盟
の
締
結
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
真
剣
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
今
こ
の
段
階
に
な
っ
て
、
彼
ら
が
ペ
ン
を
棄
て
て
一
斉
に
出
動
す
る
秋

に
臨
ん
で
、
学
生
た
ち
の
疑
問
と
憂
慮
に
対
し
て
、
何
と
答
え
、
何
を
助
言
し
た
ら
よ
い
の
か
。

　

わ
れ
わ
れ
教
師
に
と
っ
て
、
戦
時
中
最
も
辛
く
、
苦
し
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
私
は
彼
ら
に
『
国
の
命
を
拒
ん
で
も
各
自
の

良
心
に
従
っ
て
し
給
え
』
と
は
言
い
兼
ね
た
。
い
な
、
敢
え
て
言
わ
な
か
っ
た
。
も
し
、
そ
れ
を
言
う
な
ら
ば
、
み
ず
か
ら
先
に
起
っ
て
、

国
家
の
戦
争
政
策
に
対
し
て
批
判
す
べ
き
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
私
は
自
分
が
怯
懦
（
き
ょ
う
だ
）
で
、
勇
気
の
足
り
な
か
っ
た
か
を
反
省

す
る
と
と
も
に
、他
方
今
日
に
至
る
ま
で
、な
お
そ
う
し
た
態
度
の
当
否
に
つ
い
て
迷
う
の
で
あ
る
。（「
戦
没
学
徒
の
遺
産
を
嗣
ぐ
も
の
」）」

　

こ
の
二
つ
の
ト
ラ
ウ
マ
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
南
原
は
終
生
、
平
和
と
民
生
主
義
と
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
を
守

る
た
め
に
闘
い
つ
づ
け
た
。

　

終
戦
直
後
の
時
期
は
、
南
原
の
闘
い
は
古
い
伝
統
的
な
日
本
人
と
日
本
文
化
の
も
の
の
考
え
方
の
基
本
の
と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
た
。
そ

れ
は
、
戦
後
改
革
に
関
す
る
為
政
者
、〈
占
領
軍
な
ら
び
に
そ
の
指
示
を
受
け
た
日
本
政
府
〉
の
考
え
方
と
方
向
性
が
あ
ま
り
ズ
レ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
や
が
て
ほ
ど
な
く
し
て
、
戦
後
の
国
際
政
治
地
図
が
描
き
直
さ
れ
（
二
つ
の
世
界
が
対
立
す
る
冷
戦
構
造
）

そ
れ
に
従
っ
て
占
領
軍
の
日
本
統
治
の
方
針
も
変
わ
り
は
じ
め
、
そ
れ
と
と
も
に
、
南
原
の
考
え
方
と
の
ズ
レ
が
目
立
っ
て
い
く
。

　

先
に
述
べ
た
、
一
九
五
一
年
十
二
月
の
送
別
会
に
お
け
る
演
述
の
中
で
、
南
原
は
こ
ん
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
終
戦
後
六
年
、
わ
が
国
の
独
立
が
日
程
に
の
ぼ
り
来
る
や
、
時
代
は
ふ
た
た
び
急
転
回
を
な
し
つ
つ
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
私
は
昨

年
五
月
、
さ
る
機
会
に
、
当
時
す
で
に
旧
憲
法
精
神
の
復
活
と
民
主
主
義
の
危
機
の
兆
候
が
な
い
か
を
問
題
と
し
た
。
い
ま
や
そ
れ
が
い

よ
い
よ
現
象
と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
ち
塞
が
り
つ
つ
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
最
近
、
わ
が
国
の
政
府
並
び
に
司
直
の
権
威
者
は
、

わ
れ
わ
れ
大
学
人
が
時
代
の
問
題
、
民
族
の
運
命
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
論
議
し
、
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
を
、
い
よ
い
よ
喜
ば
な

い
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
、
戦
後
、
あ
れ
ほ
ど
新
日
本
の
理
想
と
し
て
高
く
掲
げ
ら
れ
た
平
和
は
、
い
ま
や
国
民
の
間
に
ひ
と
つ
の
禁
制

（
タ
ブ
ー
）
と
す
る
こ
と
な
き
や
、
を
私
は
お
そ
れ
る
の
で
あ
る
。」

　

南
原
が
全
面
講
和
を
主
張
し
て
、
時
の
吉
田
首
相
か
ら
、「
曲
学
阿
世
」
と
罵
ら
れ
た
の
は
こ
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
も
時
代
は
急
転
回
を
な
し
た
の
だ
が
、
最
近
そ
れ
以
上
の
急
転
回
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、
わ

た
し
の
今
の
時
代
に
対
す
る
見
立
て
で
あ
る
。


