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幻
の
友
好
に
お
ぼ
れ
る
な
か
れ 

  

１
．
遠
交
近
攻
は
世
の
倣
い 

  
 

多
く
の
日
本
人
は
、
中
国
や
韓
国
、
北
朝
鮮
と
仲
良
く
し
た
い
が
、
「
友
好
」
が
容
易
で
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
彼
ら
の
国
で
は
、
「
反
日
」
教
育
が
行
わ
れ
、
「
歴
史
」
と
「
領
土
」
と
い
う
近
隣
国
な
ら
で

は
の
、
厄
介
な
事
象
で
口
汚
く
日
本
人
の
感
情
を
傷
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
の
「
歴
史
」
も
「
領
土
」
も
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
日
本
人
も
納
得
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
戦
後
、

米
国
に
よ
る
七
年
間
の
占
領
（
日
本
再
起
不
能
戦
略
）
の
中
で
作
り
上
げ
た
「
反
日
」
教
育
が
戦
略
的
に

進
め
ら
れ
、
作
り
話
を
交
え
た
洗
脳
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
て
い
る
か
ら
根
が
深
い
。 

「
南
京
大
虐
殺
」
事
件
も
米
国
人
が
作
っ
た
話
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
仮
に
一
時
的
に
、
「
友
好
」 

 

関
係
が
築
け
た
と
し
て
も
、
日
本
の
、
限
り
な
い
譲
歩
が
無
い
か
ぎ
り
、
あ
っ
け
な
く
崩
壊
す
る
の
は
、

彼
ら
の
「
友
好
」
が
、
「
謝
罪
」
と
「
朝
貢
」
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

日
本
は
、
「
反
日
」
教
育
の
史
実
を
糾
し
、
領
土
問
題
を
国
際
法
廷
に
ゆ
だ
ね
、
そ
れ
ら
の
諸
問
題
を
解

決
せ
ず
し
て
、
真
の
、
「
友
好
」
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
遠
交
近
攻
の
現
実

を
認
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

古
の
時
代
か
ら
「
対
等
」
の
交
流
が
な
い
の
は
悲
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
反
日
」
教
育
を
続
け
る
燐

国
へ
の
対
応
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
友
好
」
に
幻
想
を
抱
く
日
本
の
親
中
政
治
家
は
、
国

際
社
会
に
例
を
見
な
い
純
粋
さ
で
国
を
導
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

 

六
〇
七
年
頃
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
遣
隋
使
（
文
化
使
節
）
が
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
奈
良
・
平
安

時
代
、
（
六
三
〇
年
か
ら
八
九
四
年
）
ま
で
続
い
た
遣
唐
使
は
、
朝
鮮
統
一
を
も
く
ろ
む
、
新
羅
と
の
関
係

悪
化
や
航
路
の
厳
し
さ
だ
け
で
な
く
、
唐
の
衰
退
と
朝
貢
の
要
求
が
過
大
に
な
っ
た
な
ど
諸
説
あ
る
も
の

の
、
結
果
と
し
て
菅
原
道
真
公
（
右
大
臣
）
の
献
案
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。 

一
二
七
四
年
に
は
、
元
の
時
代
の
中
国
と
高
句
麗
時
代
の
朝
鮮
が
、
連
合
を
組
ん
で
日
本
を
侵
略
し
、

日
本
人
を
大
虐
殺
し
た
。
七
年
後
も
再
び
侵
略
が
あ
り
、
多
く
の
日
本
人
が
殺
害
さ
れ
た
。 

一
五
九
二
年
か
ら
七
年
間
は
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
韓
国
の
「
反
日
」
教
育
の

原
点
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
、
植
民
地
統
治
の
恨
み
を
合
わ
せ
て
、
「
反
日
」
教
育
に
利
用
し
て
い
る
の
が

韓
国
で
あ
り
、
日
本
を
侵
略
し
た
「
元
寇
」
の
侵
略
を
棚
に
上
げ
「
日
清
戦
争
」
「
シ
ナ
事
変
」
を
侵
略
と

し
て
、
「
反
日
」
教
育
を
し
て
い
る
の
が
中
国
で
あ
る
。 

 

明
治
の
世
に
も
、
中
朝
と
の
交
流
は
あ
っ
た
が
、
文
明
開
化
の
動
き
を
分
か
ろ
う
と
し
な
い
彼
ら
に
嫌

気
が
さ
し
た
明
治
政
府
は
、
つ
い
に
付
合
い
き
れ
ぬ
と
、
「
脱
亜
入
欧
」
を
き
め
、
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
方

向
が
定
ま
り
、
先
進
国
入
り
へ
の
き
っ
か
け
を
掴
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 



福
沢
諭
吉
翁
が
明
治
初
期
、
「
時
事
新
報
」
紙
上
に
掲
載
し
た
社
説
が
後
に
「
脱
亜
論
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
が
、
「
脱
亜
入
欧
」
論
に
は
諸
説
あ
る
も
、
そ
の
「
説
」
の
精
神
と
決
断
が
、
日
本
を
世
界
の
列
強
に
侵

略
さ
れ
な
い
国
に
押
上
げ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。 

日
本
は
、
大
陸
、
朝
鮮
半
島
民
族
か
ら
距
離
を
保
っ
て
生
き
て
き
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
だ
か
ら
こ
そ

発
展
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ム
リ
を
し
て
「
友
好
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
日
本
の

た
め
に
な
ら
な
い
こ
と
は
戦
後
の
関
係
か
ら
見
て
も
明
ら
か
な
は
ず
で
あ
る
。 

現
在
、
「
日
中
友
好
」
の
妄
想
に
酔
い
痴
れ
て
い
る
親
中
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
先
人
の
決
断
か
ら
彼

我
の
国
を
学
び
、「
悪
友
を
親
し
む
者
は
、
共
に
悪
名
を
免
か
る
べ
か
ら
ず
：
」
の
意
が
、
現
在
の
負
の
「
歴

史
認
識
」
に
決
別
し
な
い
か
ぎ
り
、
敗
者
の
歴
史
が
永
遠
に
子
孫
を
苦
し
め
る
こ
と
と
「
同
義
」
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
「
反
日
」
の
そ
し
り
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。 

 

人
々
の
努
力
も
空
し
く
中
国
や
朝
鮮
と
の
関
係
は
、
後
年
・
賢
人
と
称
さ
れ
る
人
物
に
よ
っ
て
、
そ
の

交
流
に
疑
問
符
が
付
け
ら
れ
て
き
た
の
は
貴
重
な
史
実
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
「
友
好
」
が
保
た
れ
る
こ
と

が
容
易
で
な
い
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

ア
ジ
ア
は
列
強
の
侵
略
を
う
け
、
朝
鮮
に
出
兵
し
た
日
本
が
、
一
時
期
こ
れ
を
植
民
地
と
し
た
。
後
に

満
州
を
狙
っ
た
、
ロ
シ
ア
の
南
下
を
防
ぐ
為
、
満
州
に
進
出
し
た
こ
と
が
、
日
露
戦
争
の
発
端
と
な
り
、

勝
利
し
た
日
本
軍
が
満
州
滞
在
中
に
日
中
戦
争
の
下
地
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
歴
史
か
ら
も
「
元
寇
」
の
子
孫
で
あ
る
、
中
国
、
朝
鮮
民
族
や
、
前
の
大
戦
終
了
間
際
に

不
可
侵
条
約
を
一
方
的
に
破
棄
し
て
、
満
州
に
駐
留
中
の
日
本
軍
に
襲
い
掛
か
っ
た
ロ
シ
ア
と
は
、
常
に

微
妙
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

平
成
の
道
真
公
や
福
沢
諭
吉
翁
の
出
現
が
待
た
れ
る
が
、
「
日
中
」
に
は
、
歴
史
的
に
も
民
族
的
に
も
大

き
な
壁
が
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
お
り
、
残
念
な
が
ら
、
一
度
と
し
て
対
等
の
歴
史
が
な
か
っ
た
こ
と
で
も
分

か
る
よ
う
に
、
「
交
流
」
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

小
泉
首
相
の
靖
国
参
拝
で
、
「
ア
ジ
ア
外
交
」
が
壊
れ
た
と
言
う
論
調
や
、
土
下
座
外
交
を
し
て
き
た
政

治
家
は
、
道
真
公
や
諭
吉
翁
の
品
格
と
は
無
縁
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
ア
ジ
ア
外
交
と
は
何

ぞ
や
で
あ
り
、
「
ア
ジ
ア
外
交
」
が
壊
れ
た
と
言
う
が
何
が
壊
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

政
治
家
や
評
論
家
は
首
脳
会
談
が
開
催
で
き
な
い
と
嘆
い
て
見
せ
た
が
、
悪
意
あ
る
隣
人
と
の
交
流
は

慎
重
に
な
る
の
が
常
識
で
あ
る
こ
と
は
、
国
家
も
民
間
も
同
じ
で
あ
り
「
反
日
教
育
」
が
あ
る
か
ぎ
り
、

中
国
の
本
音
が
、
「
友
好
」
に
無
い
こ
と
は
厳
然
と
し
た
事
実
で
あ
る
。
「
壊
れ
た
ア
ジ
ア
外
交
」
な
ど
と

い
う
言
葉
で
国
民
を
欺
い
て
は
な
ら
な
い
。 

政
治
家
は
、
今
や
中
国
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
互
恵
の
関
係
に
あ
る
：
と
真
の
姿
に
眼
を
瞑
ろ
う
と

す
る
が
、
小
泉
政
権
が
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
見
る
や
、
民
間
交
流
を
大
々
的
に
求
め
て
き
た
こ
と
で

分
か
る
よ
う
に
、
支
援
を
求
め
て
い
る
の
は
工
場
と
先
端
技
術
が
欲
し
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

経
済
交
流
は
親
日
の
国
々
に
シ
フ
ト
す
べ
き
で
あ
り
、
蒙
古
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
は
云
え
「
元
」
の
時

代
の
中
国
や
朝
鮮
が
日
本
に
侵
略
し
て
は
虐
殺
を
繰
返
し
て
い
た
よ
う
に
、
執
拗
に
「
反
日
教
育
」
を
続

け
て
い
る
こ
と
か
ら
眼
を
逸
ら
す
べ
き
で
な
い 


