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坂
口
安
吾
と
小
平
事
件

Sakaguchi Ango and the K
odaira 

Incident

博
士
後
期
課
程　

国
際
日
本
学
専
攻　

二
〇
二
三
年
度
入
学

金　
　

井　
　

雅　
　

弥

K
AN

AI M
asaya

国
際
日
本
学
論
集
第
19
号　

2̓4
・
2

研
究
論
集
委
員
会　

�

受
付
日　

二
〇
二
三
年
九
月
二
一
日�

承
認
日　

二
〇
二
三
年
十
月
三
〇
日

が
「
無
感
動
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
一
方
で
、
小
平
の
み
が
本
来
持
ち
得
る
べ
き
人

間
性
の
重
要
な
要
素
を
失
わ
ず
に
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
テ

ク
ス
ト
か
ら
、
安
吾
が
「
救
ひ
」
や
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
重
要
視
し

続
け
て
い
た
こ
と
、
戦
後
の
時
代
に
人
を
理
不
尽
に
殺
す
存
在
を
想
定
し
て
い
た
理

由
、
小
平
に
両
義
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
れ
は
「
文
学
の

ふ
る
さ
と
」
で
考
え
ら
れ
て
い
た
問
題
が
、
小
平
と
い
う
存
在
を
通
し
て
思
考
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】 

　
小
平
義
雄　

犯
罪
事
件　

文
学
の
ふ
る
さ
と　

救
い　

む
ご
た
ら
し
い

一
　
は
じ
め
に

　

一
九
四
六
年
八
月
一
七
日
、
増
上
寺
境
内
の
草
む
ら
で
、
全
裸
の
女
の
死
体
と
白

骨
化
し
た
死
体
が
発
見
さ
れ
た
。
翌
一
八
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
新
聞
1

に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

芝
山
内　

女
二
人
の
怪
死
体　

一
人
は
全
裸
、
他
は
半
ば
白
骨
化
し
て

　
�　

一
七
日
午
前
十
一
時
ご
ろ
芝
区
増
上
寺
境
内
供
養
塔
裏
山
で
大
森
区
大
森
五
の

一
〇
三
木
樵
古
沢
新
三
（
四
三
）
さ
ん
が
作
業
中
山
の
北
側
傾
斜
笹
や
ぶ
の
な
か

に
全
裸
の
婦
人
の
絞
殺
死
体
が
あ
る
の
を
発
見
、
付
近
の
赤
羽
橋
派
出
所
に
届
出

た
。
愛
宕
署
員
が
現
場
に
急
行
調
査
に
参
つ
た
が
、
現
場
に
は
そ
の
全
裸
死
体
か

ら
約
十
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
も
さ
ら
に
半
ば
白
骨
と
な
つ
た
婦
人
の
死

【
論
文
要
旨
】

　

本
研
究
は
、
坂
口
安
吾
に
と
っ
て
戦
後
世
間
を
騒
が
せ
た
連
続
殺
人
事
件
で
あ
る

小
平
事
件
が
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
安
吾
が
小
平
事
件
に

関
心
を
持
っ
て
い
た
問
題
は
三
つ
の
時
期
ご
と
に
整
理
で
き
る
。
①
人
を
理
不
尽
に

殺
す
存
在
の
問
題
（
一
九
四
六
年
一
〇
月
～
）。
小
平
は
、
安
吾
の
代
表
的
な
エ
ッ

セ
イ
の
一
つ
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
年
七
月
）
で
特
徴
的

に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
救
ひ
」
や
「
む
ご
た
ら
し
さ
」
と
い
う
言
葉
で
捉
え
ら
れ
て

い
た
。
②
内
在
的
な
問
題（
一
九
四
七
年
一
二
月
～
）。
安
吾
は
こ
の
時
期
に
な
る
と
、

小
平
の
よ
う
な
犯
罪
の
要
素
は
我
々
に
も
あ
る
と
、
自
身
の
問
題
と
し
て
語
ろ
う
と

し
て
い
た
。
③
戦
争
中
の
倫
理
の
問
題
（
一
九
四
八
年
三
月
～
）。
安
吾
は
、
人
々
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体
を
発
見
警
視
庁
捜
査
第
一
課
で
は
た
ゞ
ち
に
同
署
に
捜
査
本
部
を
お
き
捜
査
を

開
始
し
た

　

�　

全
裸
の
死
体
は
年
齢
二
五
歳
、
日
本
手
拭
で
絞
殺
さ
れ
、
死
後
約
十
日
を
経
過
、

付
近
に
は
履
物
、
下
駄
な
ど
の
遺
品
も
全
然
残
さ
れ
て
ゐ
な
い
ま
た
半
ば
白
骨
死

体
と
な
つ
た
婦
人
は
年
齢
二
十
歳
前
後
と
推
定
さ
れ
、
白
の
半
袖
シ
ヤ
ツ
に
、
黒

つ
ぽ
い
ス
カ
ー
ト
、
白
軍
用
靴
下
を
は
き
死
後
一
ヶ
月
を
経
過
し
て
ゐ
る
、
い
づ

れ
も
身
許
不
明
、
死
後
の
時
間
的
経
過
か
ら
み
て
別
個
の
犯
行
と
み
ら
れ
て
ゐ
る

が
両
死
体
と
も
暴
行
を
加
へ
ら
れ
た
形
跡
が
あ
る
、
現
場
は
笹
藪
が
身
の
丈
ほ
ど

一
面
に
生
ひ
茂
つ
て
を
り
都
心
と
は
い
へ
増
上
寺
境
内
は
人
通
り
も
稀
で
死
体
の

発
見
も
遅
れ
捜
査
は
相
当
困
難
視
さ
れ
て
ゐ
る
、
な
ほ
現
場
付
近
に
は
以
前
に
も

迷
宮
入
り
と
な
つ
た
女
中
殺
し
事
件
が
あ
つ
た

　

こ
の
報
道
か
ら
二
日
後
、
八
月
二
〇
日
に
小
平
義
雄
と
い
う
人
物
が
全
裸
の
女
を

殺
害
し
た
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
。
翌
日
に
は
「
芝
山
内
―
娘
殺
し
犯
人
捕
る
」2

と
報
道
さ
れ
た
。
こ
こ
か
ら
捜
査
と
小
平
の
自
白
に
よ
っ
て
、
次
第
に
犯
行
の
全
貌

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
事
件
は
瞬
く
間
に
人
々
の
注
目
の
的
と
な
り
、
連

日
報
道
が
な
さ
れ
た
。
後
に
こ
の
事
件
は
、
小
平
事
件
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

小
平
事
件
は
、
若
い
女
性
が
幾
人
も
殺
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
犯
罪
史
に
残
る
猟
奇

殺
人
事
件
と
し
て
今
日
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
小
説
や
映
画
等
で
し
ば
し
ば

題
材
や
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
3

。

　

文
学
史
上
、
小
平
事
件
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
作
家
の
一
人
に
坂
口
安
吾
が

い
た
。
安
吾
は
小
平
事
件
が
報
道
さ
れ
た
当
初
は
も
ち
ろ
ん
、
メ
デ
ィ
ア
上
で
騒
が

れ
な
く
な
っ
て
も
、
長
期
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
小
平
事
件
に
言
及
し
て
い
た
。
犯

罪
の
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
世
相
放
談
」
と
い
う
座
談
会
4

で
は
、
安
吾
は
犯

罪
と
い
う
も
の
を
考
え
」
た
時
に
「
悪
質
と
良
質
」
が
あ
る
と
し
、
そ
の
「
悪
質
」

の
例
と
し
て
「
例
え
ば
小
平
み
た
い
な
、
こ
れ
は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
犯
罪
」
と
発
言

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
安
吾
に
と
っ
て
犯
罪
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
代
表

的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
ぜ
安
吾
は
こ
こ
ま
で
小
平
事
件
に

関
心
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
小
平
事
件
に
つ
い
て
安
吾
が
言
及
し
て
い
る
文
章
を
追
っ
て
い
く
こ

と
で
、
安
吾
が
そ
の
時
々
で
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
小
平
に
見
出
し
て
い
た
か
を

明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
か
ら
詳
し
く
見
て
い
く
よ
う
に
、
安
吾
は
他
の
小
説
家
や
世

間
の
小
平
事
件
に
対
す
る
捉
え
方
と
は
異
な
る
独
自
の
関
心
の
向
け
方
を
持
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、そ
れ
は
安
吾
文
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
　
小
平
義
雄
と
小
平
事
件
の
報
道

　

犯
人
で
あ
る
小
平
義
雄
と
い
う
人
物
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
っ
た
の
か
。
そ

し
て
、
彼
の
犯
罪
は
ど
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
。
安

吾
の
小
平
事
件
に
対
す
る
言
及
を
見
る
前
に
、
そ
の
詳
細
を
確
認
し
た
い
。

　

小
平
義
雄
は
一
九
〇
五
年
に
栃
木
県
日
光
町
で
生
ま
れ
た
。
一
九
歳
の
時
に
横
須

賀
海
兵
隊
に
入
隊
、
一
九
二
九
年
に
は
海
軍
陸
戦
隊
員
と
し
て
中
国
大
陸
に
出
兵
し

て
い
る
。
小
平
は
そ
こ
で
強
盗
や
強
姦
、
殺
人
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
除
隊
後
は
結

婚
し
た
が
、
小
平
に
私
生
児
が
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
妻
と
揉
め
、
義
父
を
殺
害
、

他
六
名
を
暴
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
懲
役
一
五
年
の
刑
を
受
け
た
。
一
九
四
〇
年
に

は
出
所
し
、
職
を
転
々
と
し
た
後
、
品
川
の
海
軍
衣
糧
廠
に
勤
務
。
一
九
四
五
年
五

月
に
は
同
僚
の
女
性
を
強
姦
、
殺
害
し
た
。
こ
の
頃
よ
り
、
小
平
は
犯
行
を
重
ね
て
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い
っ
た
。
一
九
四
六
年
三
月
か
ら
は
進
駐
軍
兵
舎
で
洗
濯
夫
を
し
て
お
り
、
食
糧
や

職
の
斡
旋
と
い
っ
た
甘
言
に
よ
り
女
性
を
騙
し
、
同
年
八
月
に
事
件
が
明
る
み
に
出

る
ま
で
に
も
女
性
を
手
に
か
け
て
い
た
5

。

　

先
に
も
触
れ
た
が
、
事
件
発
覚
の
発
端
は
、
一
九
四
六
年
八
月
一
七
日
に
、
増
上

寺
境
内
の
草
む
ら
で
全
裸
の
女
の
死
体
と
白
骨
化
し
た
死
体
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に

よ
る
。
三
日
後
の
八
月
二
〇
日
に
小
平
義
雄
が
全
裸
の
女
を
殺
害
し
た
犯
人
と
し
て

逮
捕
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
小
平
の
取
り
調
べ
が
は
じ
ま
っ
た
。
八
月
二
九
日
に
は
、

六
月
一
三
日
に
発
見
さ
れ
た
絞
殺
死
体
の
事
件
の
犯
人
が
小
平
で
あ
る
こ
と
が
自
白

に
よ
っ
て
判
明
6

。
そ
の
後
も
、
次
々
と
小
平
の
自
白
に
よ
っ
て
幾
人
も
の
女
性

を
殺
害
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
事
件
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。

　

小
平
事
件
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
メ
デ
ィ
ア
上
の
報
道
は
そ
の
猟

奇
性
と
性
的
な
面
を
強
調
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
時
期
に
は
「
類
例
の
な

い
変
質
者
」7
や「
人
獣
の
世
界　

小
平
ざ
ん
げ
」8
な
ど
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
処
女
の
屍
に
恍
惚
」9
と
い
う
題
を
も
っ
て
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
は
、「
小
平
義
雄

殺
人
暦
」
と
し
て
犯
行
日
や
殺
害
さ
れ
た
女
性
の
名
前
、
年
齢
、
住
所
、
小
平
が
独

房
で
書
い
た
「
小
平
の
ざ
ん
げ
手
記
」
か
ら
の
抜
粋
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
小
平
が
ど
れ
ほ
ど
の
女
性
を
殺
害
し
て
い
た
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
し
た
の
か
な
ど
、小
平
事
件
の
特
徴
を
前
面
に
出
す
報
道
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
る
中
、
一
九
四
七
年
三
月
三
日
に
は
、
小
平
の
公
判
が
開

か
れ
た
。
傍
聴
席
は
三
五
〇
席
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
開
廷
の
一
時
間
前
に
は
傍

聴
券
が
出
尽
く
し
、
満
席
と
な
っ
た
10

よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
関
心
の
高
さ
が
う

か
が
え
る
。
そ
の
後
、
計
一
三
回
に
及
ぶ
公
判
の
末
に
、
一
九
四
七
年
六
月
一
八
日

に
死
刑
の
判
決
11

が
小
平
に
下
っ
た
。
小
平
は
こ
の
判
決
に
控
訴
12

し
た
が
棄
却
13

さ
れ
、
さ
ら
に
は
最
高
裁
判
所
に
上
告
14

す
る
も
、
一
九
四
八
年
一
一
月
一
六
日

に
上
告
棄
却
の
判
決
が
下
り
死
刑
が
確
定
15

し
た
。

三
　
人
を
理
不
尽
に
殺
す
小
平
義
雄

　

坂
口
安
吾
が
小
平
に
つ
い
て
は
じ
め
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
管
見
の
限
り
、

一
九
四
六
年
一
〇
月
一
四
日
に
掲
載
さ
れ
た「
大
根
脚
は
隠
せ
＝
風
俗
時
評（
下
）＝
」

（
以
下
「
大
根
脚
は
隠
せ
」）16
で
あ
ろ
う
。
鉄
道
員
が
「
親
切
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
彼
ら
の
「
職
責
」
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
話
題
の
中
で
、
安
吾
は
旅

人
を
自
分
の
家
に
泊
め
る
と
き
の
「
親
切
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

　

�　

行
き
く
れ
た
旅
人
を
泊
め
て
や
つ
た
美
談
の
主
が
、
あ
い
に
く
の
こ
と
に
そ
の

旅
人
が
小
平
の
や
う
な
男
で
、
親
切
に
し
て
や
つ
た
お
か
げ
で
締
め
殺
さ
れ
た
ら

ど
う
だ
ら
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
童
話
に
も
「
赤
頭
巾
」
と
い
ふ
の
が
あ
つ
て
、
親
切

な
少
女
が
森
の
婆
さ
ん
を
見
舞
ひ
に
行
つ
て
狼
に
食
べ
ら
れ
る
話
が
あ
る
。
だ
か

ら
親
切
に
す
る
な
と
い
ふ
の
で
は
な
い
の
で
、
親
切
に
す
る
な
ら
小
平
や
狼
に
殺

さ
れ
る
の
を
承
知
の
上
で
親
切
に
し
ろ
と
い
ふ
の
だ
。
親
切
に
し
て
や
つ
た
の
に

裏
切
ら
れ
た
か
ら
も
う
親
切
は
し
な
い
と
い
ふ
人
間
は
始
め
か
ら
親
切
な
ど
は
や

ら
ぬ
こ
と
だ
。

　
�　

本
当
の
親
切
と
か
美
談
と
か
と
い
ふ
も
の
は
裏
切
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
報

酬
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
世
界
だ
。
つ
ま
り
小
平
だ
の
狼
の
存
在
が
常
に
予
定
せ

ら
れ
て
ゐ
て
、
親
切
に
し
て
や
つ
た
お
か
げ
で
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
自
覚

せ
ら
れ
て
成
立
つ
て
ゐ
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
即
ち
絶
対
の
世
界
だ
。
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こ
こ
で
安
吾
は
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
小
平
を
並
立
し
、「
親
切
に
す
る
な
ら

小
平
や
狼
に
殺
さ
れ
る
の
を
承
知
の
上
で
親
切
に
し
ろ
」と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
本
当
の
親
切
」
が
行
わ
れ
る
「
世
界
」
と
は
「
小
平
だ
の
狼
の
存
在
が
常
に
予
定
」

さ
れ
、
そ
う
し
た
も
の
に
「
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
自
覚
せ
ら
れ
て
成
立
つ
て

ゐ
る
世
界
」、
す
な
わ
ち
「
絶
対
の
世
界
」
で
あ
る
と
語
る
。

　

な
ぜ
安
吾
は
小
平
を
「
フ
ラ
ン
ス
の
童
話
」
で
あ
る
「
赤
頭
巾
」
と
結
び
つ
け
る

の
だ
ろ
う
か
。「
フ
ラ
ン
ス
の
童
話
」
の
「
赤
頭
巾
」
と
い
う
の
は
、
シ
ャ
ル
ル
・

ペ
ロ
ー
の
「
赤
頭
巾
」
で
あ
る
。
こ
の
「
赤
頭
巾
」
は
、
安
吾
が
一
九
四
一
年
七
月

の
『
現
代
文
学
』
で
発
表
し
た
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」17
の
中
で
扱
わ
れ
て
い
る
極

め
て
重
要
な
話
で
あ
っ
た
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
は
奥
野
健
男
が
「
坂
口
文
学
の

す
べ
て
の
鍵
」18
と
言
う
よ
う
に
、
安
吾
の
文
学
全
体
を
貫
く
基
本
理
念
と
し
て
こ

れ
ま
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
安
吾
は「
赤
頭
巾
」に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

�　

シ
ャ
ル
ゝ
・
ペ
ロ
ー
の
童
話
に
「
赤
頭
巾
」
と
い
ふ
名
高
い
話
が
あ
り
ま
す
。

既
に
御
存
知
と
は
思
ひ
ま
す
が
、
荒
筋
を
申
上
げ
ま
す
と
、
赤
い
頭
巾
を
か
ぶ
つ

て
ゐ
る
の
で
赤
頭
巾
と
呼
ば
れ
て
ゐ
た
可
愛
い
少
女
が
、
い
つ
も
の
や
う
に
森
の

お
婆
さ
ん
を
訪
ね
て
行
く
と
、狼
が
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
ゐ
て
、赤
頭
巾
を
ム
シ
ャ

〳
〵
食
べ
て
し
ま
つ
た
、
と
い
ふ
話
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
そ
の
余
白
の
中
に

く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、私
の
目
に
沁
み
る
風
景
は
、可
憐
な
少
女
が
た
ゞ
狼
に
ム
シ
ャ

〳
〵
食
べ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
残
酷
な
い
や
ら
し
い
や
う
な
風
景
で
す
が
、然
し
、

そ
れ
が
私
の
心
を
打
つ
打
ち
方
は
、
若
干
や
り
き
れ
な
く
て
切
な
い
も
の
で
は
あ

る
に
し
て
も
、
決
し
て
、
不
潔
と
か
、
不
透
明
と
い
ふ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

何
か
、
氷
を
抱
き
し
め
た
や
う
な
、
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ
、
で
あ
り
ま
す
。

　

安
吾
は
こ
の
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
「
赤
頭
巾
」
に
「
可
憐
な
少
女
が
た
ゞ
狼
に

ム
シ
ャ
〳
〵
食
べ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
残
酷
な
い
や
ら
し
い
や
う
な
風
景
」
を
見
て

お
り
、
そ
れ
に
「
切
な
い
悲
し
さ
、
美
し
さ
」
を
見
出
し
て
い
る
。

　

安
吾
は
こ
の
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
小
平
を
「
大
根
脚
は
隠
せ
」
で
並
列
す
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
平
は
「
狼
」
と
同
じ
よ
う
に
人
を
理
不
尽
に
殺
す
存
在
と

し
て
安
吾
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、「
大
根
脚
は
隠
せ
」
で
は
、
小
平
や
「
狼
」
に
「
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な

い
と
自
覚
せ
ら
れ
て
成
立
つ
て
ゐ
る
世
界
」
が
「
絶
対
の
世
界
」
と
言
わ
れ
る
。「
絶

対
」
と
い
う
言
葉
の
形
容
は
先
の
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
同
様
に
「
文
学
の
ふ
る

さ
と
」
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
次
の
よ

う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

�　

こ
の
三
つ
の
物
語
が
私
達
に
伝
へ
て
く
れ
る
宝
石
の
冷
め
た
さ
の
や
う
な
も
の

は
、
な
に
か
、
絶
対
の
孤
独

─
生
存
そ
れ
自
体
が
孕
ん
で
ゐ
る
絶
対
の
孤
独
、

そ
の
や
う
な
も
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

　
「
赤
頭
巾
」
を
含
め
た
三
つ
の
挿
話
は
「
絶
対
の
孤
独
」
を
伝
え
て
く
れ
る
と
安

吾
は
い
う
。「
大
根
脚
は
隠
せ
」
で
、
小
平
に
理
不
尽
に
殺
さ
れ
る
「
世
界
」
を
あ

え
て
「
絶
対
の
世
界
」
と
い
う
の
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
「
孤
独
」
が
「
絶
対
」

と
形
容
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
残
酷
な
「
世
界
」
が
ゆ
る
ぎ
な
く
変
わ
る
こ
と
の
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。

　
「
大
根
脚
は
隠
せ
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
同

年
一
二
月
の
『
民
主
文
化
』
で
掲
載
さ
れ
た
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
小
論
」19
で
も
述
べ
ら
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れ
て
い
る
。

　

�

行
き
く
れ
た
旅
人
を
泊
め
て
も
て
な
し
て
や
つ
た
か
ら
美
談
だ
と
い
ふ
。
こ
の
旅

人
が
小
平
の
や
う
な
男
で
親
切
に
泊
め
た
ば
か
り
に
締
め
殺
さ
れ
た
ら
ど
う
す
る

つ
も
り
な
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
童
話
に
あ
る
で
は
な
い
か
。
赤
頭
巾
と
い
ふ
可
愛

い
ゝ
親
切
な
少
女
は
森
の
お
婆
さ
ん
を
見
舞
ひ
に
行
つ
て
お
婆
さ
ん
に
化
け
て
ゐ

た
狼
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
ふ
話
が
。だ
か
ら
親
切
に
す
る
な
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、

親
切
に
す
る
な
ら
小
平
や
狼
に
殺
さ
れ
る
覚
悟
で
や
れ
、
と
い
ふ
こ
と
だ
。
親
切

に
し
て
や
つ
た
の
に
裏
切
ら
れ
た
か
ら
も
う
親
切
は
や
ら
ぬ
と
い
ふ
。
そ
ん
な
親

切
は
始
め
か
ら
や
ら
ぬ
こ
と
だ
。
親
切
に
は
裏
切
り
も
報
酬
も
な
い
。
小
平
や
狼

の
存
在
が
予
定
せ
ら
れ
、
親
切
の
お
か
げ
で
殺
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
ふ
自

覚
の
上
に
成
立
つ
て
ゐ
る
絶
対
の
世
界
な
の
で
あ
る
。

　

安
吾
は
こ
こ
で
も
、「
親
切
」
に
す
る
の
な
ら
ば
、
小
平
や
「
狼
」
に
「
殺
さ
れ

て
も
仕
方
が
な
い
」
と
い
ふ
「
覚
悟
」
で
や
り
、
そ
う
し
た
「
自
覚
の
上
に
成
立
つ

て
ゐ
る
」
世
界
を
「
絶
対
の
世
界
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、小
平
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
扱
わ
れ
る
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」

と
並
べ
ら
れ
、
人
を
理
不
尽
に
殺
す
存
在
と
し
て
安
吾
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。

　

こ
こ
で
、
安
吾
の
こ
の
捉
え
方
が
特
異
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、

同
時
代
の
作
家
ら
の
小
平
事
件
に
対
す
る
反
応
と
見
比
べ
て
み
た
い
。
小
平
事
件
に

も
っ
と
も
は
や
く
反
応
を
示
し
た
の
は
海
野
十
三
で
あ
る
。
海
野
は
「
下
駄
を
探

せ
」20
で
、
探
偵
と
記
者
の
会
話
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
小
平
事
件
の
真
相
を
推
理

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
小
平
の
心
理
を
「
変
態
心
理
」
と
し
、
そ
の
猟
奇
性
を
指
摘

し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
川
乱
歩
も
小
平
の
犯
罪
心
理
を
分
析
21

し
て
い
る
。
乱

歩
は
小
平
を
「
殺
人
淫
乱
症
」
で
あ
る
と
し
、
人
間
を
殺
害
す
る
こ
と
に
快
感
を
お

ぼ
え
る
快
楽
殺
人
者
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
加
え
て
、
木
々
高
太
郎
も
「
小
平
は
殺

す
こ
と
に
快
楽
を
お
ぼ
え
る
一
種
の
サ
デ
イ
ズ
ム
（
嗜
虐
性
）
で
精
神
病
の
一
環
と

し
て
世
界
に
も
か
ゝ
る
共
通
の
現
象
、
犯
罪
の
例
は
多
い
」22
と
同
様
の
主
張
を
し

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
代
の
作
家
ら
は
メ
デ
ィ
ア
上
の
報
道
と
同
じ
よ
う
に
、
小
平

を
社
会
か
ら
逸
脱
す
る
存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
一
方
で
、
安
吾
は
「
文
学
の
ふ

る
さ
と
」
で
語
ら
れ
て
い
た
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
同
様
の
存
在
と
し
て
小
平
を

捉
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
同
時
代
の
作
家
ら
が
人
々
の
興
味
を
か
き
た
て
な
が
ら
娯

楽
的
に
消
費
さ
れ
る
存
在
と
し
て
小
平
を
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、
安
吾
は
自
身
の

文
学
的
観
点
か
ら
小
平
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
　
救
い
の
な
い
小
平
義
雄

　

安
吾
は
小
平
事
件
に
言
及
す
る
の
に
あ
た
っ
て
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
さ
ら
に
用
い
て
い
く
。「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
小
論
」
の
次
に
小
平
が
触
れ
ら
れ

て
い
る
の
は
生
前
未
発
表
原
稿
の「
抗
議
三
つ
」で
あ
る
。
執
筆
時
期
は「
一
九
四
七

年
四
月
頃
」
と
推
定
23

さ
れ
て
お
り
、
安
吾
は
三
つ
の
事
柄
24

に
対
し
て
言
及
し

て
い
る
。
以
下
の
引
用
は
そ
う
し
た
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
、
小
平
の
報
道
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

�　

小
平
の
公
判
と
い
ふ
記
事
を
読
ん
だ
。
五
つ
の
大
新
聞
で
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
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死
ん
だ
女
を
三
度
姦
し
た
と
か
、
あ
の
娘
は
抵
抗
し
な
い
の
に
殺
し
た
と
か
、
な

ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
か
。
エ
ロ
と
か
デ
カ

ダ
ン
ス
と
か
ヂ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
言
ふ
が
、
こ
の
記
事
自
体
に
於
て
、
あ
ま
り
に

甚
し
く
救
ひ
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
文
学
に
就
て
言
ふ
の
は
、
言
ひ
わ
け

め
い
て
厭
だ
け
れ
ど
も
（
な
ぜ
な
ら
僕
は
エ
ロ
作
家
だ
さ
う
だ
か
ら
）
文
学
に
は

善
に
向
ふ
志
向
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
救
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
け
れ
ど
、
小
平
の
記
事

に
は
そ
れ
が
な
い
。（
と
、
僕
は
信
ず
る
。
ネ
ス
パ
）

　

�　

新
聞
が
、
報
道
の
リ
ア
リ
ズ
ム
以
外
に
何
も
の
も
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
で
よ

ろ
し
い
。
モ
ラ
ル
に
も
関
連
を
も
つ
も
の
も
の
な
ら
ば
、
か
ゝ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に

就
て
、
一
考
さ
る
べ
し
。

　

こ
こ
で
は
小
平
の
公
判
が
ど
の
よ
う
に
新
聞
上
で
報
道
さ
れ
た
の
か
と
い
う
観
点

か
ら
、
安
吾
は
小
平
の
記
事
に
対
し
て
言
及
25

し
て
い
る
。
小
平
の
記
事
は
「
あ

ま
り
に
甚
し
く
救
ひ
が
な
い
」
と
語
ら
れ
る
。「
死
ん
だ
女
を
三
度
姦
し
た
と
か
、

あ
の
娘
は
抵
抗
し
な
い
の
に
殺
し
た
」
と
書
か
れ
た
こ
と
に
対
し
て
「
救
ひ
が
な
い
」

と
言
う
の
で
あ
る
。
安
吾
は
新
聞
の
記
事
が
た
だ
も
の
ご
と
を
あ
り
の
ま
ま
報
道
す

る
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
平
の
記
事
に
は

「
文
学
に
は
善
に
向
ふ
志
向
」
が
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
「
救
は
れ
て
」
い
な
い
。

　

で
は
、
ど
う
し
た
ら
小
平
の
記
事
に
お
い
て
「
救
ひ
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。「
救
ひ
」と
い
う
言
葉
も「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
。

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
お
い
て
「
救
ひ
」
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　

�　

こ
の
三
つ
の
物
語
に
は
、
ど
う
に
も
、
救
ひ
や
う
が
な
く
、
慰
め
や
う
が
あ
り

ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
れ
な
ら
ば
、
生
存
の
孤
独
と
か
、
我
々
の
ふ
る
さ
と
ゝ
い

ふ
も
の
は
、
こ
の
や
う
に
、
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の
な
い
も
の
で
あ
り
ま
せ
う

か
。
私
は
、
い
か
に
も
、
そ
の
や
う
に
、
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の
な
い
も
の
だ

と
思
ひ
ま
す
。
こ
の
暗
黒
の
孤
独
に
は
、
ど
う
し
て
も
救
ひ
が
な
い
。
我
々
の
現

身
は
、
道
に
迷
へ
ば
、
救
ひ
の
家
を
予
期
し
て
歩
く
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
孤
独
は
、
い
つ
も
曠
野
を
迷
ふ
だ
け
で
、
救
ひ
の
家
を
予
期
す
ら
も
で
き
な

い
。
さ
う
し
て
、
最
後
に
、
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、
救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
、

そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
ひ
な
の
で
あ
り
ま
す
。
モ
ラ
ル
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
自

体
が
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
じ
や
う
に
、
救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
自
体
が
救
ひ
で

あ
り
ま
す
。

　

安
吾
は
「
赤
頭
巾
」
を
含
め
た
「
三
つ
の
物
語
」
を
「
ど
う
に
も
、
救
ひ
や
う
が

な
く
、
慰
め
や
う
」
が
な
い
と
い
い
、「
生
存
の
孤
独
」
や
「
ふ
る
さ
と
」
が
「
む

ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の
な
い
も
の
だ
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
、

救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
そ
れ
だ
け
が
、
唯
一
の
救
ひ
」
で
あ
る
と
言
う
。
考
察

は
後
述
す
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
「
救
ひ
」
や
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
が

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
あ
げ
ら
れ
る
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
の
よ
う
に
、「
抗
議

三
つ
」
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
理
不
尽
で
凄
惨
な
話
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
そ

こ
に
「
救
ひ
」
は
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、そ
の
よ
う
に
「
救

ひ
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
「
た
だ
唯
一
の
救
ひ
」
と
い
う
よ
う
に
、
安
吾
は
逆
説

的
に
「
救
ひ
」
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
を
文
学
に
お
け
る
「
善
に
向
ふ
志
向
」
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
小
平
の
報
道
で
は
こ
う
し
た
逆
説
的
な
「
救
ひ
」
の
あ
る
話
と
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し
て
小
平
は
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
。
小
平
の
記
事
は
、
性
的
な
興
味
を
娯
楽
的
に

誘
う
よ
う
に
書
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
安
吾
は
純
粋
に
凄
惨
な
「
救
ひ
」

の
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
逆
説
的
な
「
救
ひ
」
の
存
在
と
し
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
同
時
期
の
一
九
四
七
年
五
月
二
日
に
掲
載
さ
れ
た
「
貞
操
の
幅
と
限
界
」26

に
も
小
平
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
こ
の
文
章
で
は
安
吾
の
貞
操
や
処
女
に
対
す

る
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

�

女
房
の
貞
操
に
は
も
う
魂
が
な
く
、
亭
主
へ
の
義
務
だ
け
だ
か
ら
、
義
務
な
ど
は

た
よ
り
な
い
代
用
品
で
、
小
平
が
述
べ
た
ご
と
く
、
処
女
は
抵
抗
す
る
故
に
殺
さ

れ
、
あ
ま
た
の
人
妻
は
抵
抗
せ
ぬ
た
め
に
放
免
さ
れ
た
由
、
女
房
の
貞
操
は
惨
た

る
も
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
貞
操
ぐ
ら
い
何
で
も
な
い
。

　

�　

貞
操
ぐ
ら
い
で
殺
さ
れ
る
な
ん
て
そ
ん
な
勘
定
の
合
わ
な
い
ソ
ロ
バ
ン
が
あ
る

も
の
か
と
お
つ
し
や
る
な
ら
、
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
、
命
に
代
え
て
も
貞
操
を
ま

も
れ
な
ど
ゝ
無
理
難
題
を
言
い
得
る
も
の
で
は
な
い
。（
傍
線
部
引
用
者
）

　

こ
こ
で
は
「
処
女
は
抵
抗
す
る
故
に
殺
さ
れ
、
あ
ま
た
の
人
妻
は
抵
抗
せ
ぬ
た
め

に
放
免
さ
れ
た
由
」27
と
小
平
の
発
言
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
命
を
奪
わ
れ

る
く
ら
い
な
ら
ば
、
貞
操
な
ど
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
文
脈
で
安
吾
は

小
平
に
触
れ
る
。
こ
こ
で
小
平
は
「
抵
抗
す
る
」
女
性
を
殺
す
理
不
尽
な
人
物
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
考
え
ら
れ
て
い
た
「
救
ひ
」
の
問
題
を
安
吾

は
小
平
を
通
し
て
思
考
し
続
け
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
安
吾
は
小
平

を
よ
り
直
接
的
か
つ
純
粋
に
逆
接
的
な「
救
ひ
」の
存
在
と
し
て
語
ろ
う
と
し
て
い
く
。

　

次
の
文
章
は
一
九
四
八
年
一
二
月
の
『
漫
画
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
哀
れ
な
ト
ン
マ

先
生
」28
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
一
九
四
八
年
一
月
、
東
京
都
豊
島
区
長
崎
町
の
帝

国
銀
行
椎
名
町
支
店
で
お
こ
っ
た
強
盗
事
件
29

の
犯
人
に
つ
い
て
安
吾
が
語
っ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
安
吾
は
帝
銀
事
件
の
犯
人
を
ト
ン
マ
な
馬
鹿
者
と
い
う
が
、
そ

の
犯
人
と
対
比
す
る
形
で
小
平
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

�　

私
が
、
ヒ
ド
イ
奴
だ
と
思
つ
た
の
は
小
平
と
い
ふ
先
生
で
、
こ
の
先
生
は
イ
ヤ

だ
つ
た
。
ど
う
に
も
、
む
ご
た
ら
し
く
て
、
救
ひ
が
な
い
。
ま
る
で
、
そ
れ
が
オ

キ
マ
リ
の
や
う
に
、
必
ず
女
の
子
を
ヒ
ネ
リ
殺
し
て
、
こ
の
先
生
は
人
間
ら
し
い

苦
し
み
は
殆
ど
も
た
な
か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
こ
れ
は
、
や
り
き
れ
な
い
こ
と
で

す
。（
中
略
）
私
は
小
平
先
生
は
、
イ
ヤ
ら
し
く
、
汚
ら
し
く
、
に
く
ら
し
く
て
、

た
ま
り
ま
せ
ん
が
、
帝
銀
先
生
は
、
今
で
も
、
さ
う
、
悪
者
だ
と
思
つ
て
ゐ
ま
せ

ん
。（
傍
線
部
引
用
者
）

　

帝
銀
事
件
の
犯
人
と
は
異
な
り
、
小
平
は
「
必
ず
女
の
子
を
ヒ
ネ
リ
殺
」
す
「
人

間
ら
し
い
苦
し
み
は
殆
ど
も
た
な
か
つ
た
」「
む
ご
た
ら
し
く
て
、
救
ひ
が
な
い
」

人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。「
救
ひ
」
が
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
使
わ
れ
て
い

る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
が
、「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う

言
葉
も
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
救
ひ
」
と
併
せ

て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
小
平
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
用
い
ら
れ
る
「
救
ひ
」
や
「
む

ご
た
ら
し
い
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
で
形
容
さ
れ
な
が
ら
、
理
不
尽
に
人
を
殺
す
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存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

五
　
誰
し
も
に
内
在
す
る
小
平
義
雄

　

さ
ら
に
安
吾
は
一
九
四
七
年
一
二
月
の
『
座
談
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
阿
部
定
さ
ん

の
印
象
」30
で
、
小
平
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
阿
部
定
の
猟
奇
的

な
犯
罪
31

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

�　

ど
ん
な
犯
罪
で
も
、
そ
の
犯
罪
者
だ
け
が
で
き
る
と
い
ふ
も
の
は
な
く
、
あ
ら

ゆ
る
人
間
に
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
要
素
が
あ
る
の
で
あ
る
。
小
平
も
樋
口
も
我
々

の
胸
底
に
あ
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
我
々
の
理
性
が
そ
れ
を
抑
へ
て
ゐ
る
だ
け
の

こ
と
な
の
だ
。
中
に
は
、
と
て
も
、
や
れ
な
い
や
う
な
犯
罪
も
あ
る
。（
中
略
）

お
定
さ
ん
の
問
題
な
ど
は
、
実
は
男
女
の
愛
情
上
の
偶
然
の
然
ら
し
め
る
部
分
が

主
で
、
殆
ど
犯
罪
の
要
素
は
な
い
（
中
略
）
然
し
、
お
定
さ
ん
が
、
十
年
も
た
つ

た
今
に
な
つ
て
、
又
こ
ん
な
に
騒
が
れ
る
と
い
ふ
の
も
、
人
々
が
そ
こ
に
何
か
一

種
の
救
ひ
を
感
じ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
私
は
思
ふ
。
救
ひ
の
な
い
、
た
ゞ
イ
ン
サ
ン

な
犯
罪
は
二
度
と
こ
ん
な
に
騒
が
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
小
平
の
犯
罪
な
ど
は
、

決
し
て
こ
ん
な
に
再
び
騒
ぎ
た
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
。（
中
略
）
お
定

さ
ん
の
場
合
は
、
更
に
よ
り
深
く
よ
り
悲
し
く
、
い
た
ま
し
い
純
情
一
途
な
悲
恋

で
あ
り
、
や
が
て
そ
の
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
あ
た
ゝ
か
さ
は
人
々
の
救
ひ
と
な
つ
て

永
遠
の
語
り
草
と
な
る
で
あ
ら
う
。

　

安
吾
は
「
お
定
さ
ん
が
、
十
年
も
た
つ
た
今
に
な
つ
て
、
又
こ
ん
な
に
騒
が
れ
る

と
い
ふ
の
も
、人
々
が
そ
こ
に
何
か
一
種
の
救
ひ
を
感
じ
て
ゐ
る
か
ら
だ
」
と
い
う
。

阿
部
定
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
「
救
ひ
」
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
語
ら
れ
て

い
る
「
救
ひ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
自
体
が
救
ひ
」
と
い
う
、
逆
説
的
な
「
救
ひ
」
で

は
な
い
。
阿
部
定
に
お
い
て
は
、
エ
ロ
グ
ロ
と
騒
が
れ
な
が
ら
も
、
人
々
が
共
感
す

る
よ
う
な
「
純
情
一
途
な
悲
恋
」
を
見
出
す
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
救
い
を
感
じ
る
の

で
あ
ろ
う
。
他
方
「
小
平
の
犯
罪
な
ど
は
、
決
し
て
こ
ん
な
に
再
び
騒
ぎ
た
て
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
」「
イ
ン
サ
ン
な
犯
罪
」
と
安
吾
は
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
平
事

件
を
純
粋
に
凄
惨
な
事
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
ち
ら
が
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で

言
わ
れ
て
い
る
逆
説
的
な
「
救
ひ
」
で
あ
り
、
安
吾
は
小
平
の
犯
罪
に
は
「
救
ひ
」

が
な
い
と
い
う
こ
と
を
間
接
的
に
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、安
吾
は
こ
の
頃
か
ら
、逆
説
的
な
「
救
ひ
」
の
問
題
に
つ
い
て
、「
救
ひ
」

の
な
さ
を
も
た
ら
す
側
、
つ
ま
り
、
人
を
理
不
尽
に
殺
す
側
に
誰
し
も
な
り
う
る
と

い
う
、
人
間
の
内
在
的
な
問
題
か
ら
も
小
平
を
論
じ
始
め
る
よ
う
に
な
る
。「
阿
部

定
さ
ん
の
印
象
」
で
は
、
こ
の
時
期
に
世
間
の
話
題
に
あ
が
っ
た
財
閥
令
嬢
誘
拐
事

件
の
犯
人
で
あ
る
樋
口
芳
男
と
と
も
に
、
小
平
は
犯
罪
者
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
。
そ

し
て
、彼
ら
の
よ
う
な
「
犯
罪
の
要
素
」
は
「
我
々
の
胸
底
」
に
あ
り
、そ
れ
を
「
理

性
」
が
抑
え
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

同
様
の
主
張
は
一
ヶ
月
前
の
同
年
一
一
月
の
『
婦
人
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
男

女
の
交
際
は
自
然
に
」32
に
も
見
ら
れ
る
。
安
吾
に
よ
れ
ば
、「
小
平
も
樋
口
も
我
々

の
心
に
住
ん
で
」
い
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
安
吾
は
繰
り
返
し
語
っ
て
お
り
、
そ

れ
よ
り
一
か
月
後
の
「
現
代
の
詐
術
」33
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
と
い
ふ
も
の
が
、

あ
ら
ゆ
る
罪
人
を
自
分
の
心
に
持
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
。
小
平
も
樋
口
も
我
々
の
心
に

棲
ん
で
ゐ
る
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
後
年
の
一
九
五
一
年
四
月
の
『
新
潮
』
に
発
表

さ
れ
た
「
フ
シ
ギ
な
女
」34
に
も
「
小
平
の
や
つ
た
こ
と
は
、
と
に
か
く
人
間
の
魂
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の
奥
を
さ
が
せ
ば
覚
え
の
あ
る
こ
と
だ
か
ら
」
と
、
同
様
の
内
容
が
見
ら
れ
る
。
人

間
な
ら
ば
誰
で
も
小
平
の
よ
う
に
な
り
う
る
と
い
う
、
内
在
的
な
問
題
と
し
て
小
平

は
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
誰
も
が
犯
罪
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
が
そ
れ
を
抑
え
込
ん
で
い
る
と
い
う

構
図
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
述
べ
て
い
る
の
が
、一
九
四
九
年
六
月
の
『
文
藝
春
秋
』

で
掲
載
さ
れ
た
「
精
神
病
覚
え
書
」35
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
安
吾
が
東
大
病
院
神

経
科
に
入
院
し
て
い
た
と
き
の
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
安
吾

は
精
神
病
患
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　

�

つ
ま
り
患
者
と
し
て
の
僕
が
そ
の
時
最
も
欲
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
た
ゞ
一
つ
、
抑

圧
、
そ
れ
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
だ
。
抑
圧
を
解
放
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
あ

ら
ゆ
る
抑
圧
を
解
放
す
れ
ば
、
人
間
が
ど
う
な
る
か
、
分
り
き
つ
て
ゐ
る
。
色
と

慾
。
た
ゞ
動
物
。
そ
れ
だ
け
に
き
ま
つ
て
い
る
の
だ
。（
中
略
）
一
般
に
、
犯
罪

者
と
精
神
鑑
定
と
は
離
る
べ
か
ら
ざ
る
や
う
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
テ
ン
カ
ン
の

場
合
と
か
、
異
状
発
作
の
場
合
と
か
は
と
に
か
く
と
し
て
、
た
と
へ
ば
小
平
の
場

合
な
ど
は
、こ
れ
を
精
神
異
状
と
云
ふ
の
は
奇
妙
で
あ
り
、明
ら
か
に
、「
犯
罪
者
」

と
い
う
別
の
定
義
が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
つ
た
。
一
般
に
、
精
神
病
の
患

者
は
、
自
ら
に
科
す
る
に
酷
で
あ
り
、
む
し
ろ
過
度
に
抑
圧
的
で
あ
つ
て
、
小
平

の
や
う
な
平
凡
さ
、
動
物
的
な
当
然
さ
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
精
神
病
者
が
最
も

多
く
闘
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
む
し
ろ
自
ら
の
動
物
性
に
対
し
て
で
あ
り
、
僕
が
小

平
を
精
神
異
状
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
凡
で
あ
り
、
単
に
犯
罪
者
で
あ
る
と
定
義

す
る
所
以
は
こ
ゝ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
精
神
病
院
の
患
者
は
自
ら
に
科
す
る
に
酷

で
あ
り
、
む
し
ろ
一
般
人
よ
り
も
犯
罪
に
縁
が
遠
い
、
と
僕
は
思
つ
た
。

　

�　

こ
こ
で
小
平
は
「
犯
罪
者
」
と
「
精
神
病
者
」
と
が
比
較
さ
れ
る
際
の
「
犯
罪

者
」
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。「
精
神
病
者
」
は
「
過
度
に
抑
圧
的
」
で

あ
り
、
自
ら
の
「
色
と
慾
」
で
あ
る
「
動
物
性
」
と
闘
っ
て
い
る
者
で
あ
る
と
さ

れ
る
。「
阿
部
定
さ
ん
の
印
象
」で
は「
小
平
も
樋
口
も
我
々
の
胸
底
に
あ
る
の
だ
。

け
れ
ど
も
、
我
々
の
理
性
が
そ
れ
を
抑
へ
て
ゐ
る
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
」
と
言
わ

れ
て
い
た
。「
精
神
病
覚
え
書
」
で
言
わ
れ
て
い
る
「
抑
圧
」
と
は
、
こ
の
よ
う

な
「
理
性
」
と
同
様
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
理
性
」
に

忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
人
は
過
度
に
「
抑
圧
的
」
に
な
り
、「
精
神
病
者
」

に
な
っ
て
し
ま
う
。
反
対
に
、「
動
物
性
」
と
闘
う
こ
と
な
く
「
抑
圧
」
さ
れ
て

い
な
い
小
平
は
「
犯
罪
」
的
な
の
で
あ
る
。

　

�　

こ
の
よ
う
な
小
平
を
内
在
的
な
問
題
か
ら
捉
え
る
見
方
は
安
吾
特
有
の
も
の
に

見
え
る
が
、
実
は
同
時
代
で
も
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
小
平
の
公
判
が
は

じ
ま
る
と
、
小
平
事
件
に
つ
い
て
座
談
会
が
組
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
小
平
の
公

判
を
大
下
宇
陀
児
と
共
に
特
別
席
で
傍
聴
36

し
た
江
戸
川
乱
歩
は
、
彼
と
と
も

に
小
平
事
件
主
任
警
部
の
金
原
警
部
や
医
学
博
士
の
浅
田
一
、
警
視
応
衛
生
技
師

の
金
子
準
二
と
い
っ
た
面
々
と
座
談
会
37

を
行
っ
て
お
り
、
小
平
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
語
る
。

　
�

女
を
見
れ
ば
性
欲
が
起
る
と
云
ふ
の
は
動
物
的
な
本
能
で
あ
つ
て
、
誰
に
も
あ
る

も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
は
ち
つ
と
も
不
思
議
じ
や
な
い
。
問
題
は
そ
れ
を
抑
へ
る

か
抑
へ
な
い
か
に
あ
る
。
普
通
の
人
間
は
何
千
年
来
の
道
徳
や
習
慣
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
抑
へ
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
抑
へ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
の
は
、
や

は
り
普
通
の
人
間
で
は
な
い
で
す
ね
。
凡
て
犯
罪
者
と
い
いマ
マ

ふ
の
は
普
通
の
人
に
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は
抑
へ
ら
れ
る
欲
望
を
抑
へ
得
な
い
人
間
で
す
ね
。

　

人
間
に
は
「
動
物
的
な
本
能
」
が
あ
り
、「
普
通
の
人
間
」
は
そ
う
し
た
「
本
能
」

を
「
抑
へ
」
て
い
る
と
乱
歩
は
言
う
。
ま
た
、
乱
歩
は
同
様
の
主
張
を
繰
り
返
し
て

い
る
。
乱
歩
は
当
時
捜
査
一
課
課
長
で
あ
っ
た
堀
崎
と
の
「
犯
罪
事
件
と
探
偵
小

説
」38
と
題
さ
れ
た
対
談
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

�

あ
ゝ
い
う
犯
罪
心
理
は
、
誰
に
で
も
あ
る
ん
じ
や
な
い
で
す
か
？
そ
れ
を
一
般
の

人
は
、
理
性
や
教
養
、
習
慣
、
そ
う
い
つ
た
も
の
で
押
さ
え
て
い
る
の
で
、
押
さ

え
き
れ
な
い
謂
わ
ゞ
弱
者
が
犯
罪
者
に
な
る
の
で
し
よ
う
。

　

こ
こ
で
も
、
誰
し
も
が
犯
罪
者
に
な
る
要
素
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
抑
え
ら
れ

な
い
も
の
が
「
犯
罪
者
に
な
る
」
と
い
う
主
張
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

医
学
博
士
で
あ
っ
た
竹
村
文
祥
は「
あ
れ
は
誰
で
も
や
る
可
能
性
の
あ
る
も
の
だ
、

た
ゞ
、
万
人
の
か
は
り
に
小
平
が
や
つ
た
ま
で
の
こ
と
で
、
い
は
ゞ
小
平
は
一
つ
の

犠
牲
者
に
す
ぎ
な
い
（
中
略
）
な
ど
と
い
ふ
風
に
、
平
気
で
言
ひ
放
つ
街
の
性
論
家

も
あ
り
ま
し
た
」39
と
語
っ
て
い
る
。
後
年
で
は
あ
る
が
、
高
見
順
も
自
伝
的
長
編

小
説
で
あ
る
「
わ
が
胸
の
底
の
こ
こ
に
は
」40
で
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

　

�

終
戦
後
、
や
れ
少
女
誘
拐
の
、
や
れ
小
平
事
件
の
と
、
性
慾
に
も
と
づ
く
邪
悪
な

犯
罪
が
目
立
つ
て
き
て
私
の
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
私
に
だ
つ
て

か
ゝ
る
犯
罪
者
的
要
素
は
多
分
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
に
か

犯
罪
者
に
な
れ
ず
に
す
ん
だ
の
は
、
何
の
お
蔭
で
あ
ら
う
か
、
私
を
性
犯
罪
者
に

堕
さ
ず
に
お
い
た
も
の
は
、
何
か
。
そ
れ
は
理
性
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
も
私
の
得

意
の
虚
栄
心
の
せ
い
で
あ
る
か
。
空
想
の
実
行
が
他
人
に
露
呈
し
た
際
の
恥
晒
し

を
恐
れ
る
と
こ
ろ
の
虚
栄
心
。

　

高
見
は
そ
の
原
因
を
「
理
性
」
か
「
虚
栄
心
」
か
と
自
問
し
て
い
る
が
、
小
平
の

よ
う
な
「
犯
罪
者
的
要
素
」
が
自
身
に
「
多
分
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
平
は
「
我
々
の
心
に
住
ん
で
」
お
り
、「
理
性
」
や
「
抑
圧
」

が
な
け
れ
ば
、
誰
も
が
「
犯
罪
者
」
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
安
吾
の
捉
え
方
は
、

同
時
代
に
広
く
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
小
平
を
内
在
的
な
問
題
か
ら
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
安
吾
に
と
っ
て
特

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
先
に
も
確
認
し
た
が
、
安
吾
は
小
平
を
「
文
学
の

ふ
る
さ
と
」
で
挙
げ
ら
れ
る
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
同
様
に
人
を
理
不
尽
に
殺
す

存
在
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
が
書
か
れ
た
頃
か
ら

重
要
な
こ
と
と
し
て
考
え
て
い
た
「
救
ひ
」
や
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う
問
題
意

識
の
延
長
か
ら
小
平
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
小
平
が
内
在

的
な
問
題
か
ら
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」

で
考
え
ら
れ
て
い
た
人
を
理
不
尽
に
殺
す
と
い
う
話
が
、
安
吾
に
と
っ
て
自
分
自
身

の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

六
　
戦
争
の
中
の
小
平
義
雄

　

さ
ら
に
小
平
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
安
吾
の
文
章
が
あ
る
。
一
九
五
二
年

一
〇
月
の
『
文
学
界
』
で
発
表
さ
れ
た
「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」41
で
あ
る
。「
も

う
軍
備
は
い
ら
な
い
」
は
『
文
学
界
』
の
特
集
「
再
軍
備
と
作
家
」
に
掲
載
さ
れ
た
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作
品
で
あ
り
、当
時
、話
題
と
な
っ
て
い
た
再
軍
備
に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
小
平
が
戦
争
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
て
い
る
点
で
、「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」

は
こ
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た
も
の
と
異
な
る
。

　

�　

小
平
某
と
い
う
奴
が
あ
の
最
中
に
女
の
子
を
強
姦
し
て
は
殺
し
て
い
た
と
い

う
。
あ
の
最
中
に
人
を
殺
す
と
は
妙
な
奴
だ
。
つ
ま
り
、
人
を
殺
す
と
い
う
良
心

─
人
を
殺
し
て
自
分
の
生
き
の
び
る
手
段
に
し
よ
う
と
い
う
尋
常
な
良
心
が
、

ま
だ
麻
痺
し
な
い
で
ノ
ル
マ
ル
に
動
い
て
い
た
ら
し
い
や
。

　

�　

一
時
間
後
に
は
自
分
が
ど
う
な
る
か
分
り
や
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
唯
一
の
人

生
の
信
条
と
な
り
き
つ
て
い
た
筈
の
あ
の
最
中
に
、
自
分
の
罪
を
隠
す
た
め
に
人

を
殺
す
と
い
う
よ
う
な
平
常
の
心
が
チ
ャ
ン
と
時
計
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
の
は

異
常
な
こ
と
さ
ね
、
あ
の
場
合
に
於
て
は
ま
さ
に
驚
く
べ
き
良
心
だ
ね
。

　

�　

あ
の
時
の
大
半
の
人
間
と
い
う
も
の
は
自
分
の
手
で
人
を
殺
す
こ
と
も
忘
れ
て

い
た
よ
う
な
も
の
だ
。
ど
う
せ
み
ん
な
死
ん
じ
ま
い
、
焼
け
ち
ま
い
、
バ
ラ
バ
ラ

に
な
つ
ち
ま
う
ん
だ
。我
々
の
理
性
も
感
情
も
躾
け
も
み
ん
な
失
わ
れ
一
変
し
て
、

戦
争
と
い
う
大
き
さ
の
ケ
タ
の
違
う
デ
カ
ダ
ン
が
心
や
習
性
の
全
部
に
と
つ
て
代

つ
て
い
た
の
だ
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
小
平
某
は
あ
の
最
中
に
良
心
も
タ
シ
ナ
ミ

も
失
わ
ず
、
は
る
か
に
デ
カ
ダ
ン
で
は
な
か
つ
た
の
さ
。
あ
の
野
郎
は
フ
テ
エ
野

郎
だ
と
い
う
の
は
戦
争
が
す
ん
で
か
ら
の
話
さ
。

　

�　

い
つ
た
ん
戦
争
に
な
ツ
ち
ま
え
ば
、
健
全
な
の
は
小
平
君
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、

人
間
は
地
獄
の
人
た
ち
よ
り
も
は
る
か
に
無
感
動
、
無
意
志
の
冷
血
ム
ザ
ン
な
虫

に
な
る
だ
け
の
こ
と
だ
。

　

こ
こ
で
は
「
自
分
の
手
で
人
を
殺
す
こ
と
も
忘
れ
て
い
た
よ
う
な
」「
無
感
動
、

無
意
志
の
冷
血
ム
ザ
ン
な
虫
」
状
態
に
人
々
が
陥
っ
て
い
た
中
で
、小
平
だ
け
が
「
良

心
も
タ
シ
ナ
ミ
も
失
わ
ず
」
に
い
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
章
に
つ
い
て

福
岡
弘
彬
42

は
、
多
く
の
人
が
戦
争
中
に
は
「
無
感
動
、
無
意
志
の
冷
血
ム
ザ
ン

な
虫
」に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
文
章
の
特
色
は
む
し
ろ
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
て
い
る
小
平
に
関
す
る
表
現
に
あ

る
。
戦
争
に
よ
っ
て
人
々
が
意
志
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
福

岡
も
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
や
大
澤
真
幸
43

を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く

の
人
が
指
摘
す
る
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
問
題
と
す
る
上
で
、
小
平
の
よ

う
な
犯
罪
者
だ
け
が
「
良
心
」
を
持
っ
て
い
た
と
形
容
す
る
の
が
安
吾
独
自
の
点
で

あ
る
。

　

第
二
章
で
確
認
し
た
通
り
、
当
時
の
言
説
に
お
い
て
、
小
平
は
専
ら
異
常
な
存
在

と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
安
吾
が
「
尋
常
な
良
心
」「
ノ
ル
マ
ル
」「
平
常
の
心
」「
驚

く
べ
き
良
心
」「
タ
シ
ナ
ミ
」「
健
全
」
と
い
っ
た
言
葉
で
小
平
を
形
容
し
て
い
る
の

は
、
明
ら
か
に
当
時
の
一
般
的
な
捉
え
方
を
逸
脱
し
て
お
り
、
安
吾
は
そ
の
逸
脱
し

た
表
現
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
安
吾
は
、
小
平
が
「
無
感
動
」
に
陥
っ

て
い
た
人
々
と
異
な
り
、
戦
争
中
い
か
に
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
失
わ
ず
に
い
た
の

か
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
吾
は
人
間
の
保
持
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
価
値

を
小
平
に
積
極
的
に
見
出
し
て
い
た
。

　

安
吾
は
「
我
々
の
理
性
も
感
情
も
躾
け
も
み
ん
な
失
わ
れ
一
変
し
て
、
戦
争
と
い

う
大
き
さ
の
ケ
タ
の
違
う
デ
カ
ダ
ン
が
心
や
習
性
の
全
部
に
と
つ
て
代
つ
て
い
た
の

だ
」
と
言
う
。
戦
争
で
は
、「
理
性
」
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
が
抑
え
て
い
る
本
能
的

な
部
分
の
「
感
情
」
も
失
わ
れ
、
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
頽
廃
に
と
っ
て
代
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わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
々
は
「
無
感
動
、
無
意
志
の
冷

血
ム
ザ
ン
な
虫
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」
で
は
、

動
物
性
を
抑
え
て
い
る
「
理
性
」
と
い
っ
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、「
我
々
の
胸
底
」

に
あ
る
動
物
性

─
本
来
人
間
が
持
っ
て
い
る
べ
き
は
ず
の
重
要
な
要
素

─
で
さ

え
戦
争
中
は
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
安
吾
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
、

安
吾
は
戦
争
中
に
そ
れ
を
失
わ
ず
に
い
た
小
平
を
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

七
　「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
そ
の
後

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
安
吾
は
小
平
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら

自
身
の
文
学
観
、
人
間
観
を
考
え
て
い
く
手
が
か
り
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
安
吾

の
言
及
を
改
め
て
時
期
ご
と
に
整
理
し
て
お
く
。

　

一
九
四
六
年
八
月
二
一
日
に
小
平
が
逮
捕
さ
れ
た
直
後
の
一
〇
月
か
ら
安
吾
は
小

平
に
つ
い
て
論
じ
始
め
て
い
た
。
小
平
を
「
赤
頭
巾
」
と
並
べ
な
が
ら
「
絶
対
」
と

い
う
語
彙
で
形
容
し
、
一
九
四
八
年
一
二
月
ま
で
は
「
救
ひ
」
の
な
さ
を
も
た
ら
す

存
在
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
小
平
へ
の
関
心
が
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
扱

わ
れ
た
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の
な
い
」
存
在
の
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
救
ひ
」
の
な
い
存
在
に
、
安
吾
は
逆
説

的
な
「
救
ひ
」
を
見
出
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
「
救
ひ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
小
平
を
語
る
文
章
の
中
に
、
人
間
の

誰
に
で
も
内
在
す
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
も
の
が
現
れ
始
め
る
の
は
、
一
九
四
七
年

の
末
頃
で
あ
る
。
小
平
の
犯
罪
を
阿
部
定
事
件
と
対
比
し
て
「
救
ひ
」
が
な
い
側
に

位
置
付
け
る
一
九
四
七
年
一
二
月
の
「
阿
部
定
さ
ん
の
印
象
」
で
は
、
小
平
の
よ
う

な
「
犯
罪
の
要
素
」
は
「
我
々
の
胸
底
」
に
あ
る
と
安
吾
は
主
張
す
る
。
安
吾
は
「
文

学
の
ふ
る
さ
と
」
で
扱
っ
た
「
救
ひ
」
の
な
さ
を
も
た
ら
す
存
在
の
こ
と
を
、
小
平

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
内
在
的
な
問
題
と
し
て
考
え
て
い
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
在
的
問
題
と
し
て
の
捉
え
方
は
一
九
五
一
年
四

月
ま
で
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
る
。

　

一
九
五
二
年
一
〇
月
の
「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」
で
は
、
戦
争
中
に
見
た
「
無

感
動
」
な
状
態
の
人
々
と
対
比
さ
れ
る
形
で
、
戦
争
中
の
倫
理
の
問
題
と
し
て
小
平

の
存
在
は
改
め
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
突
然
出
て
き
た
問
題
で

は
な
か
っ
た
。
一
九
四
八
年
一
二
月
の
「
哀
れ
な
ト
ン
マ
先
生
」
で
、
安
吾
は
帝
銀

事
件
の
犯
人
と
小
平
を
対
比
し
て
い
る
が
、そ
れ
に
先
立
つ
一
九
四
八
年
三
月
の
『
中

央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
「
帝
銀
事
件
を
論
ず
」44
で
、安
吾
は
帝
銀
事
件
の
犯
人
に
、

「
無
感
動
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
戦
争
中
の
人
間
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い

た
。
こ
の
時
点
で
既
に
、
実
質
的
に
は
「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」
の
よ
う
に
小
平

を
戦
争
中
の
人
間
と
い
う
問
題
系
の
中
に
位
置
付
け
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
平
事
件
に
つ
い
て
安
吾
が
言
及
す
る
文
章
で
関
心
を
寄
せ
て

い
た
こ
と
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
扱
わ
れ
て
い
た
「
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ

の
な
い
」
存
在
、
す
な
わ
ち
、
人
を
理
不
尽
に
殺
す
存
在
の
問
題
（
一
九
四
六
年

一
〇
月
～
一
九
四
八
年
一
二
月
）、
内
在
的
な
問
題
（
一
九
四
七
年
一
二
月
～

一
九
五
一
年
四
月
）、
戦
争
中
の
倫
理
の
問
題
（
一
九
四
八
年
三
月
～
一
九
五
二
年

一
〇
月
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
考
え
ら
れ
て
い
た
問
題
が
、
安
吾
が
小
平

に
言
及
す
る
一
連
の
テ
ク
ス
ト
に
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
安
吾
が
特
に
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
ど
の
部
分
を
重
要
視
し
て
い
た
の

か
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
は
、特
に
「
ふ
る
さ
と
」
や
「
絶
対
の
孤
独
」
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
分
析
45

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
安
吾
作
品
に
お
い

て
こ
う
し
た
語
が
特
徴
的
な
形
で
数
多
く
使
わ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、

本
稿
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、「
救
ひ
」
や
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
っ
た
言
葉
も
、

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
使
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
安
吾
に
よ
っ
て
特
異
な

意
味
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、「
救
ひ
」や「
む
ご
た
ら
し
い
」と
い
っ

た
言
葉
は
、「
ふ
る
さ
と
」
や
「
絶
対
の
孤
独
」
と
同
様
に
、
安
吾
文
学
を
理
解
す

る
際
に
着
目
す
べ
き
キ
ー
ワ
ー
ド
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
「
救
ひ
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た

の
か
確
認
し
て
お
こ
う
。
早
く
に
は
佐
々
木
基
一
が
着
目
46

し
て
い
る
。
佐
々
木

は
「
彼
は
な
ぜ
「
救
い
」
な
ど
と
い
う
坊
主
く
さ
い
言
葉
を
捨
て
去
る
こ
と
が
出
来

な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
、「
救
ひ
」
を
仏
教
と
結
び
つ
け
て
捉
え
て
い
る
。
花
田
俊

典
は
佐
々
木
の
こ
の
発
言
を
「「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
根
底
に
あ
る
仏
教
的
な
雰

囲
気
、
そ
れ
も
す
で
に
土
着
化
し
た
、
し
た
が
っ
て
「
あ
り
ふ
れ
た
通
俗
」
的
な
仏

教
臭
を
嗅
ぎ
つ
け
て
い
る
こ
と
だ
」47
と
評
価
し
て
い
る
。
花
田
は
「
救
ひ
」
が
「
坊

主
く
さ
い
言
葉
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
「
当
面
の
関
心
は
な
い
」
と
そ
れ
以

上
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
確
か
に
悟
り
の
境
地
の
よ
う
に
仏
教
的
な
観
点
か
ら
「
救

ひ
」
を
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
佐
々
木
や
花
田
の
解
釈

で
は
、
捉
え
き
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
語

ら
れ
る
「
救
ひ
」
は
、単
な
る
「
救
ひ
」
で
は
な
く
あ
く
ま
で
「
む
ご
た
ら
し
い
」「
救

ひ
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
の
「
救
ひ
」
の
中
に
は
、「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う

意
味
は
含
ま
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
「
救
ひ
」
は
「
む

ご
た
ら
し
い
」
と
い
う
語
と
合
わ
せ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
の
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
が
挙
げ
ら
れ
る
場
面
で
は
、「
救

ひ
」
と
共
に
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、

詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。

　

�

女
を
思
ふ
男
の
情
熱
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
、
女
が
鬼
に
食
は
れ
る
と
い
ふ

む
ご
た
ら
し
さ
が
生
き
る
の
だ
し
、
男
と
女
の
駈
落
の
さ
ま
が
美
し
く
せ
ま
る
も

の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
同
様
に
、
む
ご
た
ら
し
さ
が
生
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

女
が
毒
婦
で
あ
つ
た
り
、
男
の
情
熱
が
い
ゝ
加
減
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
む
ご

た
ら
し
さ
は
有
り
得
ま
せ
ん
。
又
、
草
の
葉
の
露
を
さ
し
て
あ
れ
は
何
と
女
が
き

く
け
れ
ど
も
男
は
返
事
の
ひ
ま
す
ら
も
な
い
と
い
ふ
一
挿
話
が
な
け
れ
ば
、
こ
の

物
語
の
値
打
の
大
半
は
消
え
る
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

　

�　

つ
ま
り
、
た
ゞ
モ
ラ
ル
が
な
い
、
た
ゞ
突
き
放
す
、
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
簡
単

に
こ
の
凄
然
た
る
静
か
な
美
し
さ
が
生
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
せ
う
。
た
ゞ
モ
ラ

ル
が
な
い
、
突
き
放
す
と
い
ふ
だ
け
な
ら
ば
、
我
々
は
鬼
や
悪
玉
を
の
さ
ば
ら
せ

て
、
い
く
つ
の
物
語
で
も
簡
単
に
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
う
い
ふ
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、「
女
を
思
ふ
男
の
情
熱
が
激
し
け
れ
ば
激
し
い
ほ
ど
」
や
「
男
と
女

の
駈
落
の
さ
ま
が
美
し
く
せ
ま
る
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
」「
む
ご
た
ら
し
さ
が

生
き
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
だ
「
突
き
放
す
」
だ
け
で
は
「
凄
然
た

る
静
か
な
美
し
さ
が
生
れ
」
は
し
な
い
と
い
う
。「
物
語
」
に
お
い
て
、「
む
ご
た
ら

し
さ
」
が
活
き
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
安
吾
は
「
物
語
」
の
価

値
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
安
吾
は
「
む
ご
た
ら
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し
さ
」
に
重
要
な
価
値
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
「
哀
れ
な
ト
ン
マ
先
生
」
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
安
吾
は
「
む
ご
た
ら
し
い
」
存

在
と
し
て
小
平
を
捉
え
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
人
間
ら
し
い
苦
し
み
は
殆
ど
も
た
な

か
つ
た
」
と
小
平
は
語
ら
れ
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
も
理
不
尽
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
安
吾
は

「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
が
書
か
れ
た
後
に
な
っ
て
も
「
む
ご
た
ら
し
さ
」
に
重
点
を

置
い
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
「
そ
れ
な
ら
ば
、
生
存
の
孤
独

と
か
、
我
々
の
ふ
る
さ
と
ゝ
い
ふ
も
の
は
、
こ
の
や
う
に
む
ご
た
ら
し
く
、
救
ひ
の

な
い
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
」
と
「
救
ひ
」
と
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
を

別
個
の
も
の
で
は
な
く
共
に
使
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
哀
れ
な

ト
ン
マ
先
生
」
で
も
「
む
ご
た
ら
し
く
て
、
救
ひ
が
な
い
」
と
、
不
離
一
体
の
も
の

と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
、
こ
う
し
た
『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
と
と
も
に
「
赤

頭
巾
」
や
狂
言
「
鬼
瓦
」
が
「
私
達
」
を
「
突
き
放
す
」
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

井
口
時
男
は
「
赤
頭
巾
」
を
民
話
の
論
理
を
用
い
て
捉
え
て
い
る
48

。
井
口
は
「
赤

頭
巾
」
が
そ
も
そ
も
は
口
承
説
話
で
あ
る
と
い
い
、
民
話
が
「
整
序
さ
れ
る
以
前
の

世
界
に
容
赦
な
く
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な
い
現
実
感
覚
を
大
き
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
話
の
論
理
は
「
外
部
に
対
し
て
無
防
備
な
貧
し
い

共
同
体
の
論
理
」49
で
あ
る
と
述
べ
る
。
安
吾
は
、「
無
垢
な
る
主
人
公
は
必
ら
ず
救

わ
れ
る
は
ず
」
で
あ
る
話
、
す
な
わ
ち
、
主
人
公
は
幸
福
な
結
末
を
迎
え
る
は
ず
だ

と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
物
語
の
論
理
に
沿
っ
て
「
赤
頭
巾
」
を
読
も
う

と
す
る
も
、
民
話
の
論
理
に
阻
ま
れ
、「
物
語
の
持
続
の
不
意
の
切
断
に
戸
惑
っ
て

い
る
」
と
井
口
は
指
摘
す
る
。「
赤
頭
巾
」
を
民
話
の
論
理
で
読
む
べ
き
と
こ
ろ
を

物
語
の
論
理
で
読
ん
で
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、安
吾
は
「
突
き
放
さ
れ
」
た
の
で
あ
る
。

　
「
大
根
脚
は
隠
せ
」
で
は
、
小
平
が
「
赤
頭
巾
」
の
「
狼
」
と
並
べ
ら
れ
、「
親
切

に
す
る
な
ら
小
平
や
狼
に
殺
さ
れ
る
の
を
承
知
の
上
で
親
切
に
し
ろ
」
と
い
う
「
絶

対
の
世
界
」
が
語
ら
れ
て
い
た
。
井
口
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、
物
語
の
論
理
で
は
な
く

民
話
の
論
理
を
も
っ
て
「
親
切
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、「
抗
議
三
つ
」
で
は
「
記
事
自
体
に
於
て
、
あ
ま
り
に
甚
し
く
救
ひ
が
な
い
」

と
、
小
平
の
記
事
に
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
言
わ
れ
て
い
る
逆
説
的
な
「
救
ひ
」

が
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
、「
哀
れ
な
ト
ン
マ
先
生
」
で
小
平
は
「
む

ご
た
ら
し
く
て
、
救
ひ
が
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
同
体
の
外
部
の

「
む
ご
た
ら
し
く
」、「
救
ひ
」
の
な
さ
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
、
小
平
は
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
な
ぜ
、
戦
後
の
時
代
で
さ
え
も
、
民
話
の
論

理
で
世
界
を
捉
え
、
小
平
の
よ
う
な
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
井
口
は
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
が
「
戦
争
」
と
い
う
「
非
常
時
」
に
書
か

れ
た
「
文
学
論
」
で
あ
る
と
し
、「
物
語
か
ら
突
然
放
り
出
さ
れ
る
感
触
」
を
「
問

題
と
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
背
景
に
は
（
中
略
）
日
常
の
持
続
を
一
挙
に
廃
棄
さ
せ

た
戦
争
と
い
う
巨
大
な
事
件
の
衝
撃
が
尾
を
引
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
、
安
吾

が
「
突
き
放
さ
れ
」
る
感
触
を
問
題
と
す
る
に
至
っ
た
契
機
が
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
四
一
年

七
月
で
あ
っ
た
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
は
、
安
吾
の
文
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
太
平
洋
戦
争
50

が
は
じ
ま
る
前
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」

が
書
か
れ
た
時
点
で
は
、
安
吾
は
目
前
の
現
在
の
世
界
を
民
話
の
論
理
で
捉
え
て
い

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
す
で
に
日
中
戦
争
が
始
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ま
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
民
話
の
論
理
が
前
提
と
な
る
世
界
が
訪
れ
る
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
予
感
を
安
吾
は
持
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
文
学
の
ふ
る

さ
と
」
で
挙
げ
ら
れ
る
「
赤
頭
巾
」、
狂
言
「
鬼
瓦
」、『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
、
芥

川
龍
之
介
の
遺
稿
は
、
ど
れ
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
過
去
の
話
で
あ
り
、
戦
後
の
安
吾

に
と
っ
て
の
小
平
の
よ
う
な
現
在
の
身
近
な
存
在
が
例
に
挙
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
は
現
在
の
現
実
を
捉
え
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か

れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

小
平
の
犯
行
は
、
一
九
四
六
年
八
月
に
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
最
初
の
犯
行
は

一
九
四
五
年
五
月
51

で
あ
り
、
戦
中
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
小
平
事
件
は
戦
中
か

ら
戦
後
か
け
て
の
犯
行
で
あ
っ
た
。
戦
後
、
世
界
は
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
た
が
、

実
は
小
平
が
存
在
す
る
よ
う
な
民
話
の
論
理
の
世
界
が
戦
後
と
変
わ
ら
ず
続
い
て
い

た
と
い
う
こ
と
を
安
吾
は
語
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
安

吾
は
戦
後
の
時
代
で
さ
え
も
民
話
の
論
理
で
世
界
を
捉
え
、
小
平
の
よ
う
な
存
在
を

想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
だ
ろ
う
。
安
吾
が
小
平
に
言
及
し
て
い
る

一
連
の
テ
ク
ス
ト
は
、
戦
中
も
戦
後
の
世
界
も
凄
惨
な
世
界
で
あ
っ
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

世
界
は
戦
争
を
機
に
変
わ
っ
た
の
で
な
く
、
戦
後
も
依
然
と
し
て
戦
中
の
よ
う
な

状
態
が
続
い
て
い
た
と
す
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
先
に
も
触
れ
た
「
帝
銀
事
件
を
論

ず
」
で
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
戦
後
の
人
々
の
生
活
が
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

�

わ
れ
わ
れ
の
四
囲
の
現
実
と
い
う
も
の
は
、
戦
争
と
同
じ
よ
う
に
荒
廃
し
き
つ
て

い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
と
同
じ
よ
う
に
、
と
私
は
い
つ
た
が
、
私
は
戦
争
そ
の
も

の
を
知
ら
な
い
の
だ
。
た
だ
、
戦
争
中
に
お
け
る
私
の
四
囲
の
現
実
を
知
つ
て
い

た
が
、
恐
ら
く
大
部
分
の
人
々
が
そ
う
で
あ
る
に
相
違
な
く
、
大
陸
で
ノ
ン
ビ
リ

戦
争
し
て
い
た
人
々
な
ど
は
、
そ
の
こ
ろ
は
衣
食
住
は
保
障
さ
れ
、
わ
が
ま
ま
は

通
り
、
今
の
現
実
に
く
ら
べ
れ
ば
、
ど
つ
ち
が
苛
烈
な
戦
地
で
あ
る
や
ら
、
こ
れ

を
通
観
し
て
、
今
、
戦
争
が
終
つ
た
、
な
ど
と
、
観
念
上
に
架
空
な
言
葉
を
押
し

つ
け
て
も
、
四
囲
の
現
実
と
い
う
も
の
は
、
な
お
戦
争
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

戦
争
は
終
つ
た
、
と
い
う
観
念
上
の
空
言
を
弄
し
て
、
こ
の
現
実
に
新
展
開
を
も

と
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
現
実
に
魔
法
を
行
お
う
と
試
み
る
よ
う
な
幼
稚
な
こ
と

で
、
現
に
荒
廃
せ
る
こ
の
様
相
を
ま
ず
シ
カ
と
認
識
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

す
な
わ
ち
、
街
は
焼
け
野
で
あ
る
。
人
は
雑
居
し
、
骨
肉
食
を
争
い
、
破
れ
電
車

に
命
を
か
け
て
押
し
ひ
し
め
い
て
い
る
。（
中
略
）
盗
人
や
殺
人
強
盗
と
い
う
も

の
は
、
私
の
青
年
期
の
不
況
時
代
に
も
、
ず
い
ぶ
ん
多
か
つ
た
。
不
況
時
代
と
な

り
、
職
を
失
い
、
窮
す
れ
ば
、
平
和
な
時
代
で
も
犯
罪
は
絶
え
な
い
。
今
は
窮
乏

の
ド
ン
底
時
代
だ
か
ら
、
そ
の
数
が
多
く
、
か
つ
、
戦
争
と
い
う
悪
夢
の
中
で
生

育
し
て
冷
酷
さ
に
無
感
動
と
な
つ
た
た
め
に
、
い
ら
ざ
る
血
を
見
る
事
件
が
ふ
え

た
。
そ
こ
に
ハ
ッ
キ
リ
漂
う
も
の
は
戦
争
の
匂
い
で
あ
る
。

　

戦
争
中
、
徴
兵
さ
れ
た
作
家
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
安
吾
は
戦
地
に
は
赴
か
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
私
は
戦
争
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
の
だ
」
と
実
際
の
戦
争

を
体
験
し
て
は
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、安
吾
は
「
四
囲
の
現
実
」
が
「
戦

争
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
言
う
。
安
吾
に
よ
れ
ば
、戦
後
も
戦
争
中
と
変
わ
ら
ず
「
街

は
焼
け
野
」
で
あ
り
、
人
々
の
日
常
は
物
質
的
な
不
足
か
ら
、
個
々
の
食
料
や
日
用

品
を
奪
い
合
い
、
生
き
抜
く
た
め
に
争
っ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
既
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存
の
モ
ラ
ル
が
崩
壊
し
た
日
常
は
、
人
々
に
と
っ
て
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
極
限

の
状
況
で
あ
り
、
ま
さ
に
戦
争
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
安
吾
は
「
四

囲
の
現
実
」
が
「
戦
争
そ
の
も
の
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
安
吾
は
こ
う
し

た
「
四
囲
の
現
実
」
で
起
こ
る
犯
罪
に
「
戦
争
の
匂
い
」
が
「
漂
う
」
と
言
う
。
戦

争
中
、
人
々
は
自
分
が
生
き
る
た
め
に
は
人
を
殺
す
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
い
う
状
況

に
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
が
戦
後
に
も
続
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
安
吾
は
犯
罪
事
件

の
犯
人
に
「
戦
争
の
匂
い
」
を
嗅
ぎ
つ
け
る
52

。
小
平
に
言
及
す
る
一
連
の
テ
ク

ス
ト
で
戦
後
が
凄
惨
な
世
界
で
あ
る
と
安
吾
が
語
っ
て
い
る
の
は
、「
帝
銀
事
件
を

論
ず
」
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
の
世
界
で
は
戦
中
の
よ
う
に
い
つ
殺
さ
れ
て

も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
日
常
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
て

い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、安
吾
は
「
帝
銀
事
件
を
論
ず
」
で
、帝
銀
事
件
の
犯
人
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

　

�　

あ
の
焼
け
野
の
、
爆
撃
の
夜
が
あ
け
て
、
う
ら
ら
か
な
初
夏
の
陽
ざ
し
の
下
で
、

七
人
の
爆
屍
体
を
処
理
し
な
が
ら
、
屍
体
の
帽
子
を
ヒ
ョ
イ
と
つ
ま
ん
で
投
げ
だ

す
若
者
の
無
心
な
健
康
そ
の
も
の
の
風
景
。
木
杭
よ
り
も
な
お
お
そ
ま
つ
に
焼
屍

体
を
投
げ
こ
ろ
が
す
人
々
。

　

�　

私
の
見
た
の
は
そ
れ
だ
け
で
あ
る
が
、外
地
の
特
務
機
関
だ
と
か
憲
兵
だ
と
か
、

芋
の
よ
う
に
首
を
斬
り
、
毒
薬
を
注
射
し
て
、
無
感
動
で
あ
つ
た
悪
夢
の
時
間
が

あ
つ
た
は
ず
だ
。
戦
争
と
い
う
ま
こ
と
に
不
可
解
な
麻
薬
に
よ
る
悪
夢
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
人
智
は
錯
倒
し
て
奇
妙
に
原
色
的
な
、
一
見
バ
カ
バ
カ
し
い
ほ
ど
健
全

な
血
の
遊
び
に
ふ
け
り
麻
痺
し
き
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

�　

私
は
帝
銀
事
件
の
犯
人
に
、
な
お
戦
争
と
い
う
麻
薬
の
悪
夢
の
中
に
住
む
無
感

動
な
平
凡
人
を
考
え
る
。
戦
争
と
い
う
悪
夢
が
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
罪
を
犯
さ

ず
に
平
凡
に
一
生
を
終
つ
た
、き
わ
め
て
普
通
な
目
だ
た
な
い
男
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

こ
こ
で
、
安
吾
は
帝
銀
事
件
の
犯
人
に
「
戦
争
と
い
う
麻
薬
の
悪
夢
の
中
」
に
生

き
「
無
感
動
」
に
陥
っ
て
い
た
姿
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」

で
、
人
々
が
戦
争
中
に
は
「
無
感
動
、
無
意
志
の
冷
血
ム
ザ
ン
な
虫
」
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
様
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
帝
銀
事

件
を
論
ず
」
が
特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
戦
後
の
事
件
で
あ
る
帝
銀
事
件
の
犯
人
に
、

戦
争
中
の
「
無
感
動
」
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
人
々
の
姿
を
見
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。

　
「
帝
銀
事
件
を
論
ず
」
や
「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」
に
限
ら
ず
、「
無
感
動
」
と

い
う
人
間
の
「
麻
痺
」
の
問
題
は
、
と
き
に
屍
体
を
例
え
る
「
焼
鳥
」
と
い
う
言
葉

で
象
徴
さ
れ
な
が
ら
、
安
吾
の
テ
ク
ス
ト
で
は
た
び
た
び
描
か
れ
て
き
た
53

。
そ

う
し
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
分
か
る
の
は
、
安
吾
も
そ
う
し
た
「
無
感
動
」
に
陥
っ
て
い

た
一
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
六
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
安
吾
は
小
平

に
本
来
人
間
が
持
っ
て
い
る
べ
き
は
ず
の
重
要
な
要
素
を
見
出
し
て
い
た
。つ
ま
り
、

安
吾
自
身
も
戦
争
中
に
「
無
感
動
」
に
陥
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
戦
争
中
に
あ
る
べ

き
は
ず
で
あ
っ
た
理
想
の
姿
を
小
平
に
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
平

が
い
く
ら
理
想
の
姿
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
幾
人
も
の
女
性
を
殺
害
し
て
い
た
理
不

尽
さ
は
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
と
は
程
遠
い
。
安
吾
は
小
平
に
理
想
と
理
不
尽
さ
と

い
う
両
義
性
を
見
出
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
小
平
に
両

義
性
を
見
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
小
平
を
内
在
的
な
問
題
か
ら
捉
え
て
い
っ
た
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
で
考
え
ら
れ
て
い
た
「
突

き
放
さ
れ
」
る
と
い
う
問
題
か
ら
、
人
を
理
不
尽
に
殺
す
存
在
、
す
な
わ
ち
、「
突

き
放
す
」
存
在
に
自
身
が
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
問
題
に
安
吾
の
関
心
が

移
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
安
吾
は
、「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」

で
考
え
て
い
た
「
救
ひ
」
や
「
む
ご
た
ら
し
い
」
と
い
っ
た
言
葉
に
重
き
を
置
き
な

が
ら
、「
突
き
放
す
」
存
在
の
問
題
を
、
小
平
を
通
し
て
思
考
し
続
け
て
い
た
の
で

あ
る
。

付
記　

原
則
と
し
て
漢
字
は
新
字
に
改
め
、
引
用
・
参
考
資
料
の
副
題
、
傍
点
、
ル

ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
な
お
、本
稿
は
坂
口
安
吾
研
究
会　

第
三
八
回
研
究
集
会（
於

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
、
二
〇
二
二
年
三
月
六
日
）
で
の
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
研
究
会
の
皆

様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

1�

「
女
二
人
の
怪
死
体
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
六
年
八
月
一
八
日
）

2�

「
芝
山
内
―
娘
殺
し
犯
人
捕
る
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
六
年
八
月
二
一
日
）

3�
�

映
画
『
明
治
・
大
正
・
昭
和�

猟
奇
女
犯
罪
史
』（
監
督
＝
石
井
輝
男
、
主
演
＝
吉
田

輝
雄
、
配
給
＝
東
映
、
一
九
六
九
年
八
月
公
開
）
は
、
実
在
の
猟
奇
犯
罪
事
件
を
題

材
に
し
た
、
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
映
画
だ
が
、
そ
の
一
つ
に
小
平
事
件
が
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、近
年
で
は
、坂
口
安
吾
「
戦
争
と
一
人
の
女
」
を
原
作
と
し
た
映
画
『
戦

争
と
一
人
の
女
』（
監
督
＝
井
上
淳
一
、
主
演
＝
江
口
の
り
こ
・
永
瀬
正
敏
、
配
給
＝

ド
ッ
グ
シ
ュ
ガ
ー
ム
ー
ビ
ー
ズ
、
二
〇
一
三
年
四
月
公
開
）
で
、
小
平
を
モ
デ
ル
に

し
た
「
大
平
」
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
加
え
て
、デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ピ
ー
ス
が
《
東

京
三
部
作
》
の
第
一
部
『T

O
K
Y
O
�Y
EA
R�ZERO

』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
七
年

一
〇
月
）
で
題
材
に
し
て
い
る
。

4�
�

坂
口
安
吾
他
「
世
相
放
談
」（『
モ
ダ
ン
ロ
マ
ン
ス
』
一
九
五
一
年
三
月
）。
引
用
は
花

田
俊
典
「〈
新
資
料
〉
坂
口
安
吾
他
・
座
談
会
「
世
相
放
談
」

─
『
定
本
坂
口
安
吾

全
集
』
未
収
録
資
料

─
」（『
文
献
探
究
』
一
九
八
四
年
六
月
）
に
よ
る
。

5�
�

小
平
の
生
い
立
ち
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
貞
造
「
起
訴
提
起
さ
る
」（『
死
の
抵
抗

─

小
平
義
雄
事
件
公
判
記
録

─
』
石
狩
書
房
、
一
九
四
九
年
三
月
）
や
福
田
洋
・
石

川
保
昌「
小
平
義
雄
事
件
」（『
図
説
現
代
殺
人
事
件
史　

増
補
新
版
』河
出
書
房
新
社
、

二
〇
一
一
年
三
月
）、
鈴
木
厚
「
小
平
事
件
」（『
戦
後
医
療
事
件
史
』
じ
ほ
う
、

二
〇
一
一
年
六
月
）
な
ど
を
参
照
。

6�

「
少
女
殺
し
を
自
白
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
六
年
八
月
三
〇
日
）

7�

「
類
例
の
な
い
変
質
者
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
九
月
二
〇
日
）

8�

「
人
獣
の
世
界　

小
平
ざ
ん
げ
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
六
日
）

9�

「
処
女
の
屍
に
恍
惚
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
六
日
）

10�

「〝
あ
き
ら
め
に
沈
む
告
白
〟」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
七
年
三
月
四
日
）

11�

「
小
平
に
死
刑
の
判
決
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
六
月
一
九
日
）

12�

「
小
平
控
訴
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
六
月
二
六
日
）

13�

「〝
小
平
〟
控
訴
審
で
も
死
刑
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
八
年
二
月
五
日
）

14�

「
小
平
、
最
高
裁
判
所
に
上
告
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
八
年
三
月
四
日
）

15�

「
小
平
の
死
刑
確
定
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
八
年
一
一
月
一
七
日
）

16�
�

坂
口
安
吾
「
大
根
脚
は
隠
せ
＝
風
俗
時
評
（
下
）
＝
」（『
時
事
新
報
』
一
九
四
六
年

一
〇
月
一
四
日
）

17�

坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」（『
現
代
文
学
』
一
九
四
一
年
七
月
）

18�
�

奥
野
健
男
「
解
説
」（『
定
本　

坂
口
安
吾
全
集
』
第
七
巻
、
冬
樹
社
、
一
九
六
七
年

一
一
月
）

19�

坂
口
安
吾
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
小
論
」（『
民
主
文
化
』
一
九
四
六
年
一
二
月
）

20�
�

海
野
十
三
「
下
駄
を
探
せ
」（『
読
売
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
』
一
九
四
六
年
八
月
二
四
日
）。

本
作
が
発
表
さ
れ
た
の
は
八
月
二
四
日
だ
が
、
作
品
末
尾
に
は
「
八
月
十
八
日
記
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
事
件
の
報
道
さ
れ
た
そ
の
日
に
執
筆
さ
れ
た
こ
と
が

分
か
る
。
小
平
が
事
件
の
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
の
が
八
月
二
〇
日
で
あ
り
、
つ

ま
り
、
海
野
は
犯
人
が
小
平
と
判
明
す
る
前
に
本
作
を
執
筆
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
海
野
は
翌
年
の
四
月
、「
下
駄
を
探
せ
」
で
行
っ
た
推
理
の
答
え
合
わ
せ

と
し
て
、「
探
偵
小
説
と
犯
罪
事
件
」（『
ぷ
ろ
ふ
ぃ
る
』
一
九
四
七
年
四
月
。
引
用
は

『
海
野
十
三
全
集　

別
巻
二　

日
記
・
書
簡
・
雑
纂
』（
三
一
書
房
、
一
九
九
三
年
一
月
）
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に
よ
る
。）
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
私
の
許
へ
も
某
紙
か
ら
問
合
わ
せ
が
あ
っ

た
」
と
、「
下
駄
を
探
せ
」
の
執
筆
理
由
が
書
か
れ
て
お
り
、
次
に
引
用
し
て
い
る
江

戸
川
乱
歩
を
含
め
た
探
偵
小
説
家
が
小
平
事
件
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
出
し
た
の

は
、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

21�

江
戸
川
乱
歩
「
物
慾
よ
り
嗜
虐
性
」（『
東
京
新
聞
』
一
九
四
六
年
九
月
三
〇
日
）

22�
�

林
髞
「
ま
れ
に
み
る
嗜
虐
性
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
九
月
二
一
日
）。
医
学
部

教
授
の
肩
書
き
、
か
つ
、
本
名
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
記
事
の
前
置
き
で
は
「
慶

応
大
学
医
学
部
教
授
（
探
偵
小
説
家
木
々
高
太
郎
）」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

23�
�

坂
口
安
吾
『
坂
口
安
吾
全
集
』
第
一
五
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
に

初
め
て
収
録
さ
れ
た
。
本
文
の
引
用
も
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
、同
書
の
関
井
光
男
「
解

題
」
は
「
抗
議
三
つ
」
の
執
筆
時
期
を
一
九
四
七
年
四
月
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

24�
�「

抗
議
三
つ
」
で
は
小
平
事
件
の
報
道
に
対
す
る
言
及
の
ほ
か
に
、煙
草
の
値
上
げ
と
、

織
田
作
之
助
の
妻
で
あ
っ
た
織
田
昭
子
に
喫
茶
店
を
や
ら
せ
る
と
い
う
話
に
つ
い
て

の
言
及
が
あ
る
。
煙
草
の
値
上
げ
に
つ
い
て
は
「
と
こ
ろ
で
、
今
度
、
ピ
ー
ス
、
コ

ロ
ナ
、
三
十
円
に
な
る
さ
う
だ
け
れ
ど
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
一
級
酒

は
百
二
十
円　

ピ
ー
ス
、
コ
ロ
ナ
三
十
円　

四
月
か
ら
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
七

年
三
月
二
日
）
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
織
田
昭
子
に
喫
茶
店
を
や
ら

せ
る
と
い
う
話
に
関
し
て
は
「
某
新
聞
が
、
織
田
作
之
助
の
奥
さ
ん
が
、
織
田
の
喀

血
を
す
ゝ
つ
て
や
つ
た
と
い
ふ
美
談
に
就
て
、
多
く
の
紙
面
を
さ
い
て
ゐ
た
」
と
書

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
読
売
新
聞
』
の
「
気
流　

読
者
の
欄
」
の
お
け
る
「
織

田
作
之
助
の
死
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
二
月
一
〇
日
）
や
、
そ
の
一
〇
日
後

に
掲
載
さ
れ
た
「
気
流　

読
者
の
欄
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
二
月
二
〇
日
）

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
織
田
昭
子
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
理
生
「
作
之
助
没

後
の
世
界
で
」（『
小
説
家
、
織
田
作
之
助
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
一
月
）

を
参
照
の
こ
と
。

25�
�

安
吾
は
小
平
の
公
判
を
「
五
つ
の
大
新
聞
」
で
読
ん
だ
と
い
う
が
、「
五
つ
の
大
新
聞
」

と
は
、『
朝
日
新
聞
』、『
毎
日
新
聞
』、『
読
売
新
聞
』、『
東
京
新
聞
』、『
時
事
新
報
』

の
五
紙
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
安
吾
は
「
横
暴
な
新
聞
販
売
店
」（
生
前
未
発
表
原
稿
、

引
用
は
『
定
本　

坂
口
安
吾
全
集
』
第
一
三
巻
（
冬
樹
社
、
一
九
七
一
年
一
二
月
）

に
よ
る
）
で
、「
私
は
朝
日
、
毎
日
、
読
売
、
東
京
、
時
事
の
五
紙
を
購
読
し
て
い
る
」

と
言
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
書
の
関
井
光
男
「
解
題
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
章
は

一
九
四
七
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
と
し
、「
エ
ッ
セ
イ
で
は
な
く
抗
議
文
で
あ
る
」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
小
平
事
件
の
公
判
は
第
一
回
が
一
九
四
七
年
三
月
三
日
に
開
か
れ

て
お
り
、「
五
つ
の
大
新
聞
」
で
も
小
平
の
公
判
の
様
子
が
そ
れ
ぞ
れ
報
道
さ
れ
て
い

た
。
後
述
の
も
の
以
外
で
は
、「
娘
殺
し
三
件
否
認
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
七
年
三

月
四
日
）、「
三
犯
行
を
否
認
」（『
東
京
新
聞
』
一
九
四
七
年
三
月
四
日
）、「「
殺
せ
ば

バ
レ
な
い
」小
平
公
判　

第
一
犯
行
に
自
信
」（『
時
事
新
報
』一
九
四
七
年
三
月
四
日
）

と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

�
�　

ま
た
、
安
吾
が
「
抗
議
三
つ
」
で
「
死
ん
だ
女
を
三
度
姦
し
た
と
か
、
あ
の
娘
は

抵
抗
し
な
い
の
に
殺
し
た
と
か
」
と
述
べ
る
内
容
と
同
様
の
も
の
は
、
以
下
の
二
誌

で
確
認
で
き
る
。
一
つ
は『
読
売
新
聞
』（「
三
つ
の
犯
行
は
否
認　

冷
然
と
語
る
淫
虐
」

一
九
四
七
年
三
月
四
日
）
で
、
公
判
の
内
容
が
「
凶
行
の
夜
、
三
回
に
わ
た
り
死
体

を
も
て
あ
そ
ん
だ
と
い
う
の
は
興
味
的
に
も
ち
か
け
ら
れ
た
警
察
の
尋
問
に
話
に
咲

か
せ
た
ま
で
ゝ
す
」
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
『
朝
日
新
聞
』（「〝
あ
き
ら

め
〟
に
沈
む
告
白　
「
三
つ
の
殺
人
」
は
否
認
」
一
九
四
七
年
三
月
四
日
）
で
、「
相

手
は
特
に
抵
抗
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
、
抵
抗
し
な
い
の
に
殺
し
た
の
は
三
回
四
回
と

犯
行
を
か
さ
ね
た
の
で
」
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。

26�

坂
口
安
吾
「
貞
操
の
幅
と
限
界
」（『
時
事
新
報
』
一
九
四
七
年
五
月
二
日
）

27�
�「

人
獣
の
世
界　

小
平
ざ
ん
げ
」（『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
六
年
一
〇
月
二
六
日
）
に
は
、

「
処
女
の
屍
に
恍
惚
」
の
見
出
し
で
小
平
が
独
房
で
書
い
た
手
記
の
抜
粋
が
掲
載
さ

れ
、
殺
害
し
た
一
〇
人
の
他
に
三
〇
人
の
女
性
を
暴
行
し
た
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て

い
る
。
暴
行
を
し
た
女
性
の
中
に
は
「
人
妻
が
五
人
ゐ
」
た
こ
と
や
、「
大
部
分
が
素

直
に
」「
い
ふ
こ
と
を
き
い
た
」
と
い
う
理
由
か
ら
暴
行
し
た
女
性
を
殺
さ
な
か
っ
た

こ
と
、
亡
く
な
っ
た
一
〇
人
が
「
い
づ
れ
も
抵
抗
し
た
か
ら
」
殺
し
た
こ
と
な
ど
が

語
ら
れ
て
い
る
。

28�
坂
口
安
吾
「
哀
れ
な
ト
ン
マ
先
生
」（『
漫
画
』
一
九
四
八
年
一
二
月
）

29�
鈴
木
厚
「
帝
銀
事
件
」（『
戦
後
医
療
事
件
史
』
じ
ほ
う
、二
〇
一
一
年
六
月
）
を
参
照
。

30�
坂
口
安
吾
「
阿
部
定
さ
ん
の
印
象
」（『
座
談
』
一
九
四
七
年
一
二
月
）

31�
�

阿
部
定
事
件
と
は
、
一
九
三
六
年
に
恋
人
の
男
性
器
を
切
断
し
て
逃
亡
し
た
阿
部
定

に
よ
る
事
件
で
あ
る
。
安
吾
は
阿
部
定
と
実
際
に
対
談
（「
阿
部
定
・
坂
口
安
吾
対
談
」



─ 37 ─

『
座
談
』
一
九
四
七
年
一
二
月
）
し
て
い
る
。

32�

坂
口
安
吾
「
男
女
の
交
際
は
自
然
に
」（『
婦
人
雑
誌
』
一
九
四
七
年
一
一
月
）

33�
坂
口
安
吾
「
現
代
の
詐
術
」（『
個
性
』
一
九
四
七
年
一
二
月
）

34�
坂
口
安
吾
「
フ
シ
ギ
な
女
」（『
新
潮
』
一
九
五
一
年
四
月
）

35�

坂
口
安
吾
「
精
神
病
覚
え
書
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
四
九
年
六
月
）

36�
�「

三
つ
の
犯
行
は
否
認　

冷
然
と
語
る
淫
虐
」（『
読
売
新
聞
』
一
九
四
七
年
三
月
四

日
）。
特
別
傍
聴
席
に
は
、
小
平
事
件
を
担
当
し
た
主
任
刑
事
や
精
神
鑑
定
を
し
た
医

者
と
い
っ
た
面
々
と
と
も
に
、
江
戸
川
乱
歩
と
大
下
宇
陀
児
の
姿
が
見
ら
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

37�

「
小
平
事
件
真
相
座
談
会
」（『
犯
罪
実
話
』
一
九
四
七
年
七
月
）

38�

江
戸
川
乱
歩
・
堀
崎
「
犯
罪
事
件
と
探
偵
小
説
」（『
Ｇ
メ
ン
』
一
九
四
七
年
一
〇
月
）

39�

竹
村
文
祥
「
正
し
い
性
生
活
の
た
め
に
」（『
主
婦
と
生
活
』
一
九
四
七
年
二
月
）

40�

高
見
順
「
わ
が
胸
の
底
の
こ
こ
に
は
」（『
文
体
』
一
九
四
八
年
五
月
）

41�

坂
口
安
吾
「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」（『
文
学
界
』
一
九
五
二
年
一
〇
月
）

42�
�

福
岡
弘
彬「
焼
鳥
と
非
軍
事

─
坂
口
安
吾「
も
う
軍
備
は
い
ら
な
い
」論

─
」（『
京

都
語
文
』
二
〇
一
九
年
一
一
月
）

43�
�

大
澤
真
幸
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
ふ
る
さ
と
」」（
坂
口
安
吾
研
究
会
編
『
坂
口
安

吾　

復
興
期
の
精
神
・〈
い
ま
〉
安
吾
を
読
む
こ
と
・
』
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
三
年

五
月
）

44�

坂
口
安
吾
「
帝
銀
事
件
を
論
ず
」（『
中
央
公
論
』
一
九
四
八
年
三
月
）

45�
�

松
田
修
「
母
胎
へ
の
旅

─
狂
気
と
酩
酊
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
七
五
年
一
二
月
）、

柄
谷
行
人
「
安
吾
そ
の
可
能
性
の
中
心
」（『
言
葉
と
悲
劇
』
一
九
九
三
年
七
月
）、
原

卓
史
「
坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
論
」（『
高
知
大
学
国
文
』
二
〇
一
五
年

一
二
月
）
な
ど
。

46�
�

佐
々
木
基
一
「
現
代
作
家
論　

坂
口
安
吾
」（『
群
像
』
一
九
五
一
年
一
一
月
）

47�
�

花
田
俊
典
「〈
信
〉
の
領
分

─
坂
口
安
吾
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
論
の
た
め
に
」（『
敍

説
』
一
九
九
三
年
一
月
）

48�
�

井
口
時
男
「
物
語
が
壊
れ
る
と
き

─
坂
口
安
吾
と
小
林
秀
雄
」（『
群
像
』

一
九
八
六
年
一
一
月
）

49�
�

ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
や
Ａ
・
グ
レ
マ
ス
な
ど
は
民
話
を
物
語
の
典
型
と
し
て

扱
う
が
、
こ
こ
で
井
口
が
想
定
し
て
い
る
民
話
は
そ
れ
と
は
異
な
る
。
プ
ロ
ッ
プ
や

グ
レ
マ
ス
が
想
定
す
る
民
話
に
は
、
問
題
が
解
決
さ
れ
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
い
た
る

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
井
口
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
理
不
尽
な
結
末
を
迎
え

る
も
の
を
民
話
と
し
て
想
定
し
て
い
る
。

50�
�

安
吾
と
戦
争
に
つ
い
て
は
、
野
上
元
「
戦
争
」（
安
藤
宏
・
大
原
祐
治
・
十
重
田
裕
一

編
『
坂
口
安
吾
大
事
典
』
勉
誠
社
、
二
〇
二
二
年
六
月
）
を
参
照
。

51�
�「

殺
人
鬼
小
平
の
犠
牲
に
娘
七
人　

五
番
目
に
最
初
の
犯
行
自
白
」（『
読
売
新
聞
』

一
九
四
六
年
九
月
二
八
日
）

52�
�

柄
谷
行
人
「
現
実
に
つ
い
て

─
「
日
本
文
化
私
観
」
論
」（『
文
芸
』
一
九
七
五
年

五
月
）
は
「
帝
銀
事
件
を
論
ず
」
に
つ
い
て
、「
戦
争
中
と
か
戦
後
と
い
っ
た
区
分
を

す
こ
し
も
感
じ
さ
せ
な
い
」
と
い
い
、
安
吾
が
爆
死
体
を
処
理
す
る
青
年
た
ち
の
光

景
に
、「
予
想
し
て
い
た
も
の
と
は
ま
っ
た
く
く
い
違
っ
た
」「《
現
実
》」
を
見
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
柄
谷
は
戦
中
、
戦
後
と
い
う
時
代
区
分
に
つ
い
て

を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

53�
�

坂
口
安
吾
「
二
合
五
勺
に
関
す
る
愛
国
的
考
察
」（『
女
性
改
造
』
一
九
四
七
年
二
月
）

で
は
、「
焼
け
死
ん
だ
大
き
な
焼
鳥
の
よ
う
な
無
数
の
屍
体
」
を
「
無
感
動
」「
無
関
心
」

に
「
見
物
し
、
と
り
か
た
ず
け
て
い
た
」
安
吾
の
体
験
が
書
か
れ
て
い
る
。


