
戦
後
派
作
家
武
田
泰
淳
は
一
生
深
く
根
付
く
「
恥
じ
ら
い
」
に
苛
ま
れ
た
。

戦
争
中
の
一
九
四
三
年
四
月
に
出
版
さ
れ
た
評
論
『
司
馬
遷
ｌ
史
記
の
世
界

ｌ
』
で
、
彼
は
〈
司
馬
遷
は
生
き
恥
さ
ら
し
た
男
で
あ
る
〉
と
い
う
高
名
な

一
行
で
書
き
始
め
て
い
る
。

泰
淳
の
こ
の
「
恥
じ
ら
い
」
の
原
点
を
追
い
つ
め
る
と
、
彼
の
幼
い
時
の

生
い
立
ち
ｌ
僧
侶
の
子
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
、
人
を
救
え
る
こ
と
を
何
一

つ
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
襲
制
度
で
僧
籍
を
得
て
生
業
と
し
て

い
た
こ
と
や
、
学
生
時
代
に
左
翼
運
動
に
参
加
し
な
が
ら
も
正
真
正
銘
の
「
革

命
者
」
に
な
り
き
れ
ず
、
い
と
も
簡
単
に
組
織
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
な
ど
と

つ
な
が
る
。
し
か
し
、
そ
の
負
い
目
と
も
っ
と
も
直
接
な
つ
な
が
り
と
な
っ

た
の
は
、
や
は
り
中
国
文
学
の
研
究
を
生
涯
の
仕
事
に
選
び
な
が
ら
、
愛
す

る
中
国
と
中
国
人
に
一
兵
士
と
し
て
刃
を
向
け
た
と
い
う
屈
辱
感
と
良
心
の

呵
責
で
あ
ス
妻
っ
。

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

ｌ
人
間
の
自
覚
を
求
め
る
心
Ｉ

－

日
中
国
交
回
復
の
翌
年
、
一
九
七
三
年
の
堀
田
善
衛
と
の
対
談
「
私
は
も

う
中
国
を
語
ら
な
い
」
で
の
発
言
か
ら
、
泰
淳
の
負
っ
た
戦
争
の
傷
跡
の
深

さ
、
惨
惜
た
る
罪
責
感
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ぼ
く
の
場
合
は
だ
れ
、
中
国
に
対
し
て
ひ
と
つ
も
い
い
こ
と
を
や
っ
た

こ
と
が
な
い
や
ね
。
い
く
ら
中
国
人
が
そ
う
で
な
い
と
い
っ
て
く
れ
て

も
ね
、
ぼ
く
は
害
を
与
え
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
益
を
与
え
た
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
は
歴
然
た
る
こ
と
で
、
し
か
も
、
こ
と
は
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
こ
と
な
ん
だ
。
（
中
略
）
だ
か
ら
、
ぼ
く
の
地
獄
で
あ
り
、
極
楽

で
あ
る
わ
け
で
、
地
獄
往
き
に
せ
よ
極
楽
往
き
に
せ
よ
、
最
後
の
瞬
間

は
、
中
国
の
方
角
か
ら
や
っ
て
来
る
と
思
う
ん
境

周
知
の
よ
う
に
、
武
田
泰
淳
に
決
定
的
な
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
二
度
に

わ
た
る
中
国
渡
航
で
の
経
験
で
あ
る
。
一
度
目
は
一
九
三
七
年
十
月
か
ら
三

十
九
年
十
月
ま
で
の
二
年
間
の
間
、
一
兵
士
と
し
て
日
中
戦
争
に
加
わ
っ
た

兵
役
体
験
で
あ
る
。
〈
戦
争
を
離
れ
て
は
私
の
作
品
は
一
つ
も
成
立
し
得
な
か

っ
た
で
あ
る
万
一
、
〈
ぼ
く
に
物
を
考
え
る
と
い
う
癖
が
つ
い
た
の
は
、
こ
の

戦
地
体
験
が
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
が
、
軍
隊
体
験
が
ぼ
く
に
与
え
た
も
っ
と
も

白

蓉

八



大
き
な
も
の
は
、
人
間
と
社
会
に
対
し
て
、
初
め
て
ぼ
く
の
目
を
開
い
て
く
れ

た
こ
と
礎
と
泰
淳
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
二
年
間
の
兵
役
体
験

は
、
氏
の
人
生
に
も
、
文
学
生
命
に
も
烙
印
を
押
し
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

二
度
目
は
一
九
四
四
年
六
月
に
徴
用
の
が
れ
の
意
味
も
あ
っ
て
、
氏
は
再

び
上
海
に
渡
り
、
日
本
政
府
の
出
先
機
関
で
あ
る
「
中
日
文
化
協
会
」
に
就

職
し
、
国
策
に
順
応
し
、
国
民
精
神
を
奮
い
立
た
せ
る
書
物
を
出
版
す
る
こ

と
を
目
的
と
さ
れ
て
い
た
。
四
十
四
年
に
上
海
で
日
本
の
敗
戦
を
迎
え
、
そ

の
翌
年
の
一
九
四
六
年
の
四
月
に
引
き
揚
げ
船
で
帰
国
す
る
と
い
っ
た
敗
戦

体
験
で
あ
る
。

こ
の
敗
戦
体
験
に
つ
い
て
、
〈
ぼ
く
は
実
際
上
海
で
も
っ
て
、
こ
ん
ど
の
敗

戦
を
迎
え
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
書
く
意
味
を

く
っ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
鞄
と
泰
淳
が
明
言
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
中
国
で
の
戦
争
体
験
と
敗
戦
体
験
は
、
武
田
泰
淳
が
戦
後
派
作

家
と
し
て
誕
生
す
る
た
め
の
重
要
な
転
機
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
氏
は

そ
こ
に
自
分
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
重
ね
合
わ
せ
て
生
き
、
そ
し
て
そ
こ
に

思
想
と
文
学
の
原
点
を
置
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

武
田
泰
淳
の
こ
う
し
た
途
轍
も
な
い
罪
障
感
と
自
尊
の
破
壊
に
生
き
る
体

験
は
、
戦
後
の
日
本
文
学
者
に
共
通
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
同
じ
戦
後
派

作
家
の
野
間
宏
が
、
「
未
来
の
光
に
て
ら
し
て
」
と
い
う
文
章
の
中
で
こ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
傷
跡
は
な
お
い
ま
も
自
分
の
中
に
深
く
の
こ
っ
て
い
る
が
、
私
達

の
文
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
も
の
は
、
こ
の
戦
争
の
傷
跡
と
よ
ば
れ
る

（
５
）

も
の
で
あ
っ
た
。

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

野
間
宏
も
ま
た
そ
の
戦
争
の
傷
痕
を
訴
え
る
よ
う
に
、
戦
後
派
作
家
の
第

一
声
と
し
て
、
『
暗
い
絵
』
を
書
き
、
文
学
の
出
発
と
し
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
戦
後
は
戦
争
の
記
憶
を
忘
却
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
だ

が
、
戦
後
派
作
家
は
戦
争
の
記
憶
を
追
憶
の
彼
方
に
追
い
や
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
思
想
と
文
学
の
原
点
と
し
て
、
生
き
て
い
く
た
め
の
課
題
と
し
て
、

新
し
い
観
念
で
戦
後
と
い
う
時
代
に
小
説
を
書
い
て
い
く
方
法
を
模
索
し
て

い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
こ
そ
戦
後
文
学
の
魅
力
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
争
体
験
、
敗
戦
体
験
は
日
本
の
戦
後
作
家
に
見
ら
れ
る
著

し
い
共
通
点
で
あ
る
が
、
武
田
泰
淳
の
戦
争
体
験
自
身
に
独
自
性
が
あ
り
、

そ
れ
が
ま
た
氏
の
文
学
の
独
自
性
に
も
つ
な
が
る
。
武
田
泰
淳
に
は
他
の
戦

後
派
作
家
に
な
か
っ
た
「
日
中
戦
争
」
に
侵
略
の
一
尖
兵
と
し
て
参
加
す
る

と
い
う
特
異
な
体
験
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
き
な
原
因
で
、
戦
後

文
学
者
の
中
で
、
武
田
泰
淳
ほ
ど
戦
争
に
加
わ
っ
た
と
い
う
犯
罪
的
な
後
ろ

め
た
さ
、
罪
意
識
の
強
い
作
家
は
稀
で
あ
る
。
ま
た
彼
ほ
ど
自
分
の
〈
生
き

恥
を
さ
ら
し
〉
て
ま
で
、
そ
の
罪
業
感
を
見
事
に
文
学
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
化

し
た
作
家
も
稀
で
あ
ろ
う
。

一
九
四
六
年
四
月
に
帰
国
し
た
泰
淳
は
奔
走
す
る
よ
う
に
司
馬
遷
的
出
発

点
か
ら
矢
継
ぎ
早
に
作
品
を
発
表
し
、
『
審
判
』
も
氏
が
〈
生
き
恥
を
さ
ら

し
〉
な
が
ら
書
き
上
げ
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

〈
あ
れ
は
ま
あ
、
戦
争
の
一
番
の
結
論
だ
よ
獅
一
と
泰
淳
が
述
懐
し
て
い

る
よ
う
に
、
『
審
判
』
は
武
田
泰
淳
の
戦
場
体
験
と
敗
戦
体
験
を
も
っ
と
も
深

刻
に
反
映
し
て
い
る
作
品
で
あ
り
、
帰
国
し
た
泰
淳
が
拭
い
が
た
い
罪
意
識

に
苛
ま
れ
た
す
え
、
全
身
全
霊
で
書
い
た
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
拙
論

九



『
審
判
』
は
一
九
四
七
年
四
月
号
の
雑
誌
「
批
評
」
に
発
表
さ
れ
た
。
こ

の
作
品
は
本
格
的
に
作
家
を
志
し
た
泰
淳
が
、
敗
戦
後
に
初
め
て
発
表
し
た

意
欲
作
で
あ
る
。

『
審
判
』
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
、
前
半
部
は
主
人
公
の
一

人
「
杉
」
の
〈
私
は
終
戦
後
の
上
海
で
あ
っ
た
不
幸
な
一
青
年
の
物
語
を
し

よ
う
と
思
う
〉
と
い
う
語
り
を
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
い
る
。
こ
の
杉
の
視
点

か
ら
敗
戦
を
境
に
し
て
、
昨
日
ま
で
の
支
配
者
が
敗
北
の
民
に
逆
転
し
た
上

海
居
留
の
日
本
人
の
生
活
風
景
と
〈
世
界
中
か
ら
罪
人
と
し
て
定
め
ら
れ
〉
、

〈
漂
白
の
民
〉
に
な
っ
た
と
い
う
焦
燥
と
諺
屈
の
心
境
が
描
写
さ
れ
る
。
そ

れ
と
同
時
に
、
杉
は
引
き
立
て
役
と
し
て
、
も
う
一
人
の
主
人
公
二
郎
の
不

可
解
な
言
論
と
行
動
を
描
く
・
後
半
部
で
は
、
「
二
郎
の
手
紙
」
と
題
し
て
、

二
郎
の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
、
手
紙
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
の

杉
、
そ
し
て
読
者
の
二
郎
に
対
す
る
疑
問
が
解
か
れ
て
い
く
。

こ
の
上
海
で
中
国
語
の
代
書
を
し
て
生
業
と
し
て
い
た
「
杉
」
は
同
じ
時

で
は
、
こ
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
戦
争
体
験
は
武
田
泰
淳
の

文
学
に
ど
う
血
肉
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
武
田
文
学
の
独
自
性
を
追
求
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
た
、
泰
淳
が
生
涯
を
か
け
て
見
つ
め
続
け
、
問
い

続
け
た
極
限
状
況
に
お
け
る
人
間
の
弱
さ
と
良
心
の
不
確
か
さ
、
及
び
人
間

の
善
悪
の
問
題
、
自
覚
の
問
題
を
究
明
し
、
氏
の
わ
れ
わ
れ
へ
の
示
唆
を
得

て
み
た
い
と
思
う
。

二

期
に
上
海
で
代
書
屋
を
し
て
喰
い
つ
な
い
で
い
た
武
田
泰
淳
に
近
い
存
在
と

思
わ
れ
る
。

日
本
軍
の
占
領
地
で
あ
っ
た
上
海
で
暮
ら
し
、
帝
国
臣
民
と
し
て
権
力
の

か
げ
で
生
き
て
き
た
杉
は
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
〈
亡
国
の
民
の
運
命
が
今
や

自
分
の
運
命
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
激
し
い
感
情
に
日
夜
つ
つ
〉
ま
れ
、
〈
沈

ん
だ
気
持
ち
で
聖
書
な
ど
〉
を
読
ん
で
い
た
。
彼
は
こ
の
亡
国
の
民
ｌ
日

本
人
と
し
て
の
自
分
の
運
命
を
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
黙
示
録
」
に
重
ね
合
わ

せ
て
い
た
。

〈
そ
の
恐
怖
『
黙
示
録
の
破
滅
の
状
況
の
恐
怖
』
に
く
ら
べ
れ
ば
日
本
人

の
眼
前
に
す
る
現
実
は
ま
だ
ま
だ
た
い
し
た
こ
と
な
い
の
だ
と
自
分
に
言
い

き
か
せ
、
苦
し
ま
ぎ
れ
の
な
ぐ
さ
め
の
種
に
し
て
い
る
〉
杉
と
同
じ
よ
う
に
、

上
海
で
歴
史
の
変
貌
に
立
ち
あ
っ
て
い
た
泰
淳
も
バ
イ
ブ
ル
の
「
黙
示
録
」

の
世
界
破
滅
の
く
だ
り
を
読
む
こ
と
で
、
自
分
を
落
ち
つ
か
せ
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。

．
…
・
・
ぼ
く
は
そ
の
と
き
聖
書
の
黙
示
録
を
読
ん
だ
。
人
間
の
破
滅
の
状

態
は
こ
こ
ま
で
行
く
と
聖
書
に
さ
え
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
れ

ば
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
全
滅
は
気
が
楽
な
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
安
心

し
た
。
人
間
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
ど
こ
か
滅
び
な
け
れ
ば
ど
こ
か
栄

え
な
い
の
だ
か
鋳
』

こ
こ
で
の
滅
亡
論
は
、
以
下
に
あ
げ
る
『
審
判
』
の
中
の
〈
ユ
ダ
ヤ
系
ド

イ
ツ
人
と
結
婚
し
た
友
人
〉
に
語
ら
せ
て
い
る
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
滅
論
」
と

は
繋
が
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

（
前
略
）
日
本
が
亡
び
る
と
い
う
こ
と
は
ち
っ
と
も
お
ど
ろ
く
に
あ
た

四
○



ら
ん
の
さ
・
日
本
や
ド
イ
ツ
が
亡
び
よ
う
と
、
人
類
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
微
動
だ
に
し
な
い
、
不
変
な
の
さ
。
（
中
略
）
箇
々
の
国
々
の
滅

亡
は
む
し
ろ
世
界
に
と
っ
て
栄
養
作
用
で
ね
、
そ
れ
を
吸
収
し
て
人
類

全
体
の
存
続
が
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
ん
な
ん
だ
か
ら
な
。

し
か
し
、
こ
の
〈
滅
亡
観
念
〉
の
誕
生
に
つ
い
て
、
泰
淳
は
「
滅
亡
に
つ

い
て
」
の
は
じ
め
に
、

こ
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
が
る
の
は
、
も
と
よ
り
終
戦
が
敗
戦

で
あ
り
、
戦
争
停
止
が
そ
の
ま
ま
敗
戦
の
ど
ん
づ
ま
り
で
あ
っ
た
日
本

の
現
実
に
、
お
そ
れ
を
な
し
た
私
の
精
神
薄
弱
の
い
た
す
と
こ
ろ
に
は

ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
「
滅
亡
」
と
い
う
文
字
に
心
が
ひ
か

れ
、
卑
劣
で
あ
り
、
儒
弱
で
あ
る
と
は
知
り
つ
つ
、
麻
酔
薬
で
も
服
用

す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
字
を
胸
に
浮
か
べ
て
、
そ
こ
か
ら
物
を
考
え
る

（
８
）

く
せ
が
、
少
し
ず
つ
習
慣
と
化
し
て
い
る
。

と
語
り
、
そ
う
い
う
自
分
を
い
ろ
ん
な
面
で
他
人
に
負
け
て
い
な
が
ら
、
や

さ
し
く
声
を
か
け
て
く
れ
た
人
に
ソ
ッ
ボ
を
む
け
、
〈
歯
を
く
い
し
ば
り
な

が
ら
「
チ
ェ
ッ
」
と
舌
打
ち
す
る
だ
け
〉
の
あ
わ
れ
な
小
学
生
と
た
と
え
、

〈
滅
亡
を
考
え
る
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
種
の
み
じ
め
な
舌
打
ち
に
す

ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
〉
と
自
己
潮
笑
を
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
お
け
る
氏
の
滅
亡
観
念
は
、
敗
戦
か

ら
与
え
ら
れ
た
屈
辱
や
罪
意
識
を
和
ら
げ
、
紛
ら
わ
す
た
め
の
鎮
痛
剤
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
林
尚
氏
は
泰
淳
の
こ
の
よ
う
な
心
の
動
き
を
〈
居
直

り
精
神
〉
と
読
ん
で
い
誼

こ
の
よ
う
な
〈
居
直
り
精
神
〉
は
『
審
判
』
の
主
人
公
杉
の
中
で
も
生
き

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

二
郎
は
杉
の
知
り
合
い
で
あ
る
老
教
師
の
戦
場
か
ら
帰
っ
て
き
た
息
子
で

あ
る
。
〈
物
腰
の
お
ち
つ
い
た
、
大
人
び
た
若
者
〉
で
あ
り
、
杉
に
と
っ
て

は
〈
立
派
す
ぎ
て
意
外
な
ほ
ど
〉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
郎
に
は
、
〈
実

に
美
し
い
〉
婚
約
者
鈴
子
が
お
り
、
杉
の
目
に
は
彼
は
〈
恵
ま
れ
す
ぎ
て
い

る
〉
よ
う
に
映
っ
た
。
二
郎
は
現
地
復
員
で
あ
り
な
が
ら
、
意
外
に
も
〈
敗

戦
に
つ
い
て
の
感
想
を
ほ
と
ん
ど
の
べ
〉
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
〈
若

者
ら
し
く
も
な
い
無
関
心
さ
〉
を
示
し
、
〈
本
心
ら
し
い
も
の
を
吐
露
し
よ

う
〉
と
し
な
い
二
郎
を
杉
は
異
様
に
思
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
杉
が
二

郎
に
最
後
の
審
判
の
破
滅
に
つ
い
て
話
し
て
み
る
と
、
二
郎
は
日
本
の
最
後

の
審
判
よ
り
も
、
〈
そ
の
一
人
一
人
が
平
等
に
罰
を
受
け
る
〉
の
か
ど
う
か

て
い
る
。
彼
は
友
人
の
〈
エ
ネ
ル
ギ
ー
不
滅
説
〉
を
聴
い
て
、
〈
そ
の
説
明

で
少
し
肩
の
こ
り
が
と
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
〉
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
泰

淳
に
と
っ
て
は
、
こ
の
滅
亡
観
念
は
萎
え
た
気
持
ち
を
一
時
的
に
居
直
ら
せ

て
く
れ
る
〈
麻
酔
薬
〉
の
み
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
〈
日
本
が
滅

び
る
の
は
た
い
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
〉
と
い
う
滅
亡
観
念
に
対
し
て
、
〈
そ

れ
で
万
事
解
決
で
き
る
で
し
ょ
う
か
〉
と
疑
問
を
抱
い
た
も
う
一
人
の
主
人

公
ｌ
二
郎
の
身
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
〈
日
本
が
亡
び
る

場
合
、
い
や
亡
び
る
亡
び
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
だ
け
が
持
っ
て
い
る

特
別
な
な
や
み
の
よ
う
な
も
の
〉
に
執
勘
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
二
郎
の
〈
特

別
な
な
や
み
の
よ
う
な
も
の
〉
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

’
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に
こ
だ
わ
り
、
〈
僕
自
身
、
裁
き
と
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
〉
と
話

し
た
言
葉
か
ら
、
〈
二
郎
は
決
し
て
子
供
ら
し
い
無
頓
着
で
暮
ら
し
て
い
る

の
で
は
な
い
〉
と
知
っ
た
。

敗
戦
後
の
二
ヶ
月
ぐ
ら
い
経
ち
、
中
国
語
の
代
書
商
売
が
案
外
繁
盛
し
た

杉
は
、
次
第
に
〈
最
後
の
審
判
の
あ
の
怖
る
べ
き
絶
滅
の
炎
の
下
に
、
案
外

涼
し
い
空
間
が
残
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
利
用
し
て
あ
い
も
か
わ
ら

ず
ケ
チ
な
生
存
を
つ
づ
け
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
〉
と
思
う
よ
う
に
い
た

る
。
し
か
し
、
〈
俺
は
こ
の
頃
、
深
刻
な
絶
望
な
ん
か
消
え
ち
ま
っ
た
な
。

自
分
で
も
い
や
な
ん
だ
け
ど
ね
、
け
つ
こ
う
楽
し
ん
で
ば
か
り
い
る
よ
〉
と

ふ
て
ぶ
て
し
く
な
っ
た
杉
と
は
逆
に
、
二
郎
は
〈
僕
は
か
え
っ
て
こ
の
頃
の

方
が
、
ま
じ
め
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
よ
〉
と
言
う
。

同
じ
異
国
で
敗
戦
を
迎
え
た
く
漂
白
の
民
〉
同
志
だ
が
、
〈
滅
亡
の
観
念
〉

と
い
う
〈
苦
し
ま
ぎ
れ
の
な
ぐ
さ
め
の
種
〉
に
よ
っ
て
、
杉
の
苦
し
み
が
次

第
に
緩
和
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
郎
の
苦
悩
は
深
刻
に
極
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
翌
年
の
二
月
に
な
っ
て
、
二
郎
は
鈴
子
と
の
婚
約
を
解
消

し
、
杉
に
一
通
の
手
紙
を
あ
て
、
自
分
は
中
国
に
留
ま
る
と
告
げ
る
。

二
郎
の
手
紙
に
よ
る
と
、
彼
は
中
国
で
少
な
く
と
も
二
回
に
わ
た
っ
て
全

く
必
要
の
な
い
殺
人
行
為
を
行
っ
た
。
最
初
の
殺
人
は
集
団
的
な
殺
人
で
、

中
国
の
安
徽
省
と
思
わ
れ
る
Ａ
省
の
田
舎
町
で
、
何
の
罪
も
な
い
、
た
ま
た

ま
通
り
か
か
っ
た
二
人
の
中
国
人
農
夫
を
射
殺
し
た
の
で
あ
る
。
分
隊
長
の

射
殺
命
令
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
は
ず
の
二
郎
は
、
射
つ
か
射
た
な
い
か
と
迷
っ

て
い
た
次
の
瞬
間
、
〈
人
を
殺
す
こ
と
が
な
ぜ
い
け
な
い
の
か
〉
と
い
う
恐

ろ
し
い
考
え
が
ひ
ら
め
き
、
〈
真
空
の
状
態
の
よ
う
な
、
鉛
の
よ
う
に
無
神

経
〉
に
陥
り
、
〈
お
よ
そ
思
考
ら
し
い
も
の
は
す
べ
て
消
え
〉
て
し
ま
っ
た

状
態
の
中
で
発
射
し
て
し
ま
う
。
二
郎
は
〈
自
分
の
弾
丸
が
た
し
か
に
一
人

の
肉
体
を
貫
い
て
い
る
〉
と
感
じ
た
が
、
〈
部
隊
の
移
動
、
連
日
連
夜
の
仕

事
の
疲
れ
な
ど
で
〉
人
を
殺
し
た
こ
と
さ
え
す
っ
か
り
記
憶
か
ら
消
え
て
し

ま
っ
た
。

二
回
目
の
殺
人
は
、
集
団
的
で
は
な
く
、
自
ら
進
ん
で
、
何
の
敵
意
も
示

さ
な
か
っ
た
ま
っ
た
く
無
防
備
の
盲
目
の
老
夫
を
聾
の
老
妻
の
前
で
殺
し
た

の
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
農
夫
を
殺
し
た
時
と
同
じ
よ
う
な
〈
真
空
状
態
〉
に

見
舞
わ
れ
、
誘
惑
に
魅
せ
ら
れ
た
よ
う
に
銃
の
引
金
を
引
い
た
。
終
戦
ま
で
、

自
分
の
こ
の
殺
人
行
為
を
真
剣
に
思
い
出
す
ひ
ま
も
な
く
、
殺
し
た
老
人
の

顔
も
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
。

い
ま
ま
で
、
こ
の
二
郎
と
い
う
主
人
公
は
泰
淳
本
人
で
は
な
い
か
、
二
郎

の
殺
人
は
同
じ
く
日
中
戦
争
に
従
軍
し
て
い
た
泰
淳
自
身
の
明
か
さ
れ
て
い

な
い
秘
密
で
は
な
い
か
と
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
具

体
的
な
例
を
あ
げ
、
二
郎
と
泰
淳
の
類
似
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
伊
藤
博

子
氏
で
あ
る
。

伊
藤
氏
は
手
紙
に
綴
ら
れ
て
い
る
二
郎
の
戦
争
に
対
す
る
事
実
認
識
や
、

二
郎
の
従
軍
経
歴
が
、
後
年
泰
淳
自
身
が
随
筆
な
ど
で
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て

い
る
内
容
と
〈
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
一
致
〉
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
〈
殺

人
と
い
う
不
明
の
一
点
を
措
け
ば
、
二
郎
は
泰
淳
自
身
の
十
年
前
の
姿
の
投

影
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
逆
と
の
結
論
に
至
る
。

伊
藤
氏
の
精
繊
な
分
析
に
同
感
を
覚
え
る
が
、
こ
こ
で
い
く
つ
か
補
充
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
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一
つ
は
椎
名
麟
三
氏
と
の
対
談
「
救
い
と
文
学
」
で
、
〈
武
田
さ
ん
が
殺

人
を
テ
ー
マ
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
で
す
か
〉

と
の
質
問
に
対
し
て
、
泰
淳
は
〈
そ
れ
は
や
は
り
語
り
た
く
な
い
で
す
ね
。

も
し
そ
れ
を
語
る
と
い
う
か
ら
に
は
ね
、
そ
れ
に
対
し
て
自
分
が
ど
う
い
う

ふ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
決
ま
ら
な
け
れ
ば
語
れ
な
唾
と
述
べ
て
い

る
と
こ
ろ
に
目
が
引
か
れ
る
。
ま
た
、
「
二
十
年
後
の
戦
後
派
」
と
の
座
談

会
で
、
自
分
の
戦
後
の
文
学
的
出
発
に
言
及
す
る
時
に
、
泰
淳
は
以
下
の
よ

う
に
切
々
と
語
っ
て
い
る
。

や
っ
ぱ
り
戦
争
に
行
っ
て
は
じ
め
て
人
間
の
瞬
間
的
な
決
意
の
重
大
さ

が
わ
か
っ
た
。
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
自
分
が
全
責
任
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
銃
さ
え
持
っ
て
い
れ
ば
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

自
分
が
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
自
分
で
決
定
で
き
る
。
決

定
し
た
と
き
、
そ
の
あ
と
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
し
、
そ
れ

は
ど
う
い
う
ふ
う
に
保
障
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
隠
さ
れ
て
永
久
に
出

な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ
奄

泰
淳
が
戦
場
で
そ
う
い
っ
た
瞬
間
的
な
決
意
に
迫
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た

の
か
、
戦
争
で
語
り
に
く
い
、
語
り
た
く
な
い
、
秘
密
に
し
た
い
、
永
久
に

出
て
ほ
し
く
な
い
遭
遇
で
も
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

二
郎
の
殺
人
行
為
は
泰
淳
の
秘
密
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
重
要

な
手
が
か
り
に
な
る
と
思
う
。

四

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

二
郎
の
殺
人
は
二
度
と
も
戦
闘
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
殺
人
で
は
な

い
。
殺
す
か
殺
さ
れ
る
か
と
い
う
選
択
も
迫
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
の
殺
人
は

〈
個
人
の
殺
人
〉
で
あ
り
、
彼
が
〈
敢
え
て
し
た
〉
〈
全
く
不
必
要
〉
で
無

意
味
な
殺
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
殺
人
に
対
し
て
、
二
郎
は
〈
自
分

を
残
忍
な
人
間
だ
と
は
思
〉
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
〈
そ
れ
を
敢
え
て
し

た
特
別
な
人
間
だ
と
い
う
気
持
ち
だ
け
〉
が
し
た
と
い
う
。
無
抵
抗
な
人
を

殺
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
罪
意
識
に
全
然
襲
わ
れ
な
か
っ
た
二
郎
の
人
間
ら

し
い
感
情
が
麻
痩
状
態
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

法
律
の
力
も
神
の
裁
き
も
全
く
通
用
し
な
い
場
所
、
た
だ
た
だ
暴
力
だ

け
が
支
配
す
る
場
所
で
す
。
や
り
た
い
だ
け
の
こ
と
を
や
ら
か
し
、
責

任
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
所
で
は
自
分
が
そ
の
気
に
な
り
さ
え

す
れ
ば
、
殺
人
と
い
う
普
通
な
ら
ば
そ
ば
へ
も
よ
れ
な
い
行
為
が
、
す

ぐ
行
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。

と
二
郎
が
手
紙
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
地
と
い
う
極
限
状
況
に
お
け
る

人
間
の
人
格
は
解
体
の
危
機
に
陥
り
、
戦
場
に
立
っ
た
こ
と
の
な
い
人
間
に

は
ど
う
し
て
も
呑
み
込
め
な
い
も
の
が
あ
る
。

二
郎
の
殺
人
は
二
度
と
も
〈
真
空
状
態
、
鉛
の
よ
う
に
無
神
経
な
状
態
〉

の
中
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
〈
無
神
経
な
状
態
〉
は
つ
ま
り
自
暴
自
棄
的
な
状

態
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
な
ど
で
操
縦
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
ま
た
、
最

初
の
殺
人
を
犯
す
と
き
、
二
郎
の
頭
脳
を
掠
め
た
の
は
〈
人
を
殺
す
こ
と
が

な
ぜ
い
け
な
い
の
か
〉
と
い
う
荒
唐
無
稽
の
考
え
で
あ
る
。
戦
場
に
お
い
て

は
、
善
と
悪
、
正
と
不
正
な
ど
の
道
徳
基
準
が
徹
底
的
に
崩
壊
し
、
人
間
の

良
心
、
理
性
と
い
う
も
の
は
い
か
に
軟
弱
な
も
の
で
あ
る
か
が
こ
こ
で
余
す

四



こ
と
な
く
露
呈
し
て
い
る
。

後
に
二
郎
が
〈
今
で
こ
そ
後
悔
し
て
い
る
。
二
度
と
は
し
ま
い
と
思
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
法
律
の
裁
き
も
あ
り
、
罰
の
存
在
す
る
社
会
に
い
る

か
ら
の
こ
と
で
ね
。
ま
た
同
じ
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
た
と
き
、
僕
が
そ
れ

を
や
ら
な
い
と
は
保
証
で
き
な
い
だ
か
ら
ね
〉
と
婚
約
者
の
鈴
子
に
告
げ
る
。

こ
の
二
郎
の
告
白
に
対
し
て
、
根
岸
隆
尾
氏
は
〈
限
界
状
況
に
お
け
る
人
間

存
在
の
あ
り
方
を
根
源
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
て
い
て
深
く
重
塑
と
評
価
し

て
い
る
。

後
年
、
泰
淳
が
〈
戦
地
で
の
二
年
間
、
学
校
生
活
で
は
得
ら
れ
な
い
人
間
学

を
ま
な
ん
だ
〉
と
繰
り
返
し
て
言
う
。
そ
の
人
間
学
と
は
、
〈
時
と
場
合
で
、
人

間
は
何
を
や
ら
か
す
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
善
人
も
悪
を
な
し
う
る

（
咽
）

こ
艶
で
あ
り
、
〈
人
間
の
悪
と
い
う
も
の
は
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
〉
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
泰
淳
が
こ
こ
で
提
示
し
て
い
る
人
間
の
不
確
か
さ
、
悪
へ
の

無
限
な
可
能
性
は
戦
争
と
い
う
極
限
状
況
だ
け
に
限
っ
て
い
な
い
。
二
郎
の

き
わ
め
て
無
意
味
で
無
感
覚
な
状
態
で
進
行
し
た
殺
人
行
為
は
一
見
平
和
な

現
代
風
景
の
中
で
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ

の
あ
り
方
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
泰
淳
が
「
無
感
覚
の

ボ
タ
ン
」
で
取
り
上
げ
て
い
る
近
代
的
な
無
感
覚
な
殺
人
に
見
ら
れ
る
。

被
害
者
を
え
ら
ば
ぬ
こ
と
、
人
数
に
無
関
心
な
こ
と
、
殺
人
の
無
意
味

さ
を
問
題
に
せ
ぬ
こ
と
、
何
気
な
く
な
し
う
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
犯
行

の
た
や
す
さ
、
こ
の
犯
人
の
無
感
覚
状
態
は
我
々
に
何
を
教
え
る
の
で

あ
ろ
う
班
恥
）

と
問
い
か
け
て
い
る
泰
淳
は
わ
れ
わ
れ
に
現
代
に
お
け
る
大
き
な
問
題
意
識

を
投
げ
か
け
、
今
日
の
日
本
、
あ
る
い
は
世
界
を
予
告
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
止
ま
な
い
。

昨
年
の
末
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
も
取
り
上
げ
き
れ
な

い
ぐ
ら
い
の
数
々
の
不
可
解
な
事
件
、
四
年
前
に
起
き
た
ま
だ
記
憶
に
新
し

い
オ
ウ
ム
真
理
教
サ
リ
ン
事
件
、
そ
し
て
一
昨
年
の
七
月
に
日
本
全
土
を
震

憾
さ
せ
た
神
戸
中
学
生
殺
人
事
件
な
ど
は
ま
さ
に
こ
の
現
代
的
な
無
感
覚
、

無
関
係
、
無
差
別
な
殺
人
で
あ
る
。

な
ぜ
二
郎
、
そ
し
て
少
年
は
、
復
讐
も
憎
悪
の
念
も
な
く
、
殺
さ
な
け
れ

ば
殺
さ
れ
る
と
い
う
切
羽
詰
ま
っ
た
状
態
に
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
殺
人
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
殺
し
が
愉
快
で
た
ま
ら

な
い
」
、
「
人
の
死
を
見
た
く
て
見
た
く
て
し
ょ
う
が
な
い
」
と
少
年
が
揚
言

し
て
い
る
よ
う
に
、
殺
人
が
楽
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
実
生
活
に
対
す

る
無
感
覚
、
無
靭
感
か
ら
逃
れ
た
い
、
一
時
的
な
快
楽
を
得
た
い
、
〈
も
と

の
私
で
な
く
な
っ
て
〉
み
た
い
と
い
う
衝
動
が
彼
等
を
動
か
し
、
殺
人
行
為

に
至
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
。
無
意
識
的
な
現
実
逃
避
で
あ
る
。
そ
し
て
二
郎

を
含
む
多
く
の
兵
士
た
ち
が
、
軍
隊
内
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
、
諺
屈
さ
れ
た

感
情
を
残
忍
行
為
と
し
て
発
散
し
て
い
た
よ
う
に
、
少
年
も
人
を
殺
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
ン
ニ
ュ
イ
と
い
う
苦
し
い
状
態
か
ら
抜
け
だ
し
、
学
校
や
社

会
に
対
す
る
自
分
の
彦
憤
を
晴
ら
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方

法
で
し
か
快
楽
を
得
ら
れ
な
い
、
己
の
実
存
を
確
か
め
ら
れ
な
い
と
い
う
よ

う
な
人
間
性
が
変
質
し
て
い
る
子
供
た
ち
を
取
り
囲
ん
で
い
る
社
会
は
、
異

常
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
彼
等
の
自
己
実
存
感
覚
の
欠
如
は
人
間
不
信
、

社
会
不
信
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
己
の
存
在
に
さ
え
実
感
を
持
て
な
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く
な
り
、
感
覚
の
麻
痒
状
態
に
陥
っ
て
い
る
者
に
、
他
者
の
存
在
も
無
意
味

な
の
で
あ
り
、
命
の
尊
さ
と
重
さ
に
対
す
る
思
慮
も
と
り
わ
け
稀
薄
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
殺
人
は
殺
す
相
手
を
選
ば
な
い
、
誰
で
も
よ
い
の
で

あ
る
。
神
戸
の
少
年
の
殺
人
動
機
と
い
い
、
方
法
と
い
い
、
空
虚
な
心
か
ら

生
み
出
し
た
現
代
犯
罪
の
極
致
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
殺
人

事
件
は
わ
れ
わ
れ
に
人
間
と
は
ど
ん
な
存
在
な
の
か
、
人
間
と
い
う
生
物
を

ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
し
て
人
間
は
ど
こ
ま
で
残
酷
に
な
り
得
る

の
か
な
ど
の
問
題
を
突
き
つ
け
て
い
る
。

こ
の
人
間
の
悪
へ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
後
年
泰
淳
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

自
分
は
悪
と
無
縁
な
弱
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
で
、

こ
と
に
よ
る
と
、
研
究
と
経
験
さ
え
積
め
ば
、
悪
を
実
行
で
き
る
強
者

に
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ゾ
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
の
可
能

性
な
る
も
の
が
、
漠
然
と
ひ
ろ
が
っ
て
、
ア
ラ
ビ
ア
お
壷
か
ら
黒
煙
と

と
も
に
出
現
す
る
巨
人
の
如
く
、
ぼ
く
の
前
に
た
ち
は
だ
か
っ
齢
坐

泰
淳
は
二
郎
と
い
う
人
物
を
描
く
こ
と
を
通
じ
て
、
人
間
の
悪
の
無
限
な

可
能
性
を
鋭
く
問
い
つ
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
本
質
的
な
も
の
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
的
な
人
間
存
在
の
在
り
方
に
も
戦

争
の
も
つ
悲
惨
さ
や
残
酷
さ
が
潜
ま
れ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
に
暗
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

終
戦
ま
で
一
年
半
ば
か
り
、
二
郎
は
自
分
の
殺
人
行
為
を
〈
真
剣
に
思
い

五

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

出
す
ひ
ま
〉
が
な
く
、
終
戦
を
迎
え
た
。
敗
戦
し
た
日
本
が
世
界
か
ら
審
判

さ
れ
る
と
い
う
戦
争
裁
判
の
記
事
を
毎
日
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
彼
は
、
〈
自

分
の
罪
が
絶
対
に
発
覚
す
る
は
ず
が
な
い
〉
こ
と
を
知
り
、
平
然
と
し
て
い

た
。
し
か
し
あ
る
日
、
彼
が
愛
し
合
っ
て
い
る
婚
約
者
鈴
子
と
の
幸
せ
の
将

来
を
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
た
時
、
突
然
自
分
に
射
殺
さ
れ
た
老
人
夫
婦
の
こ

と
を
頭
に
浮
か
べ
、
〈
あ
の
老
夫
婦
の
よ
う
に
自
分
た
ち
も
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
気
持
ち
に
ギ
ュ
ッ
と
つ
か
ま
れ
〉
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

二
郎
は
、
老
人
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
状
況
に
未
来
の
自
分
た
ち
を
二
重
写

し
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
気
ま
ぐ
れ
で
殺
し
た
老
人
の
苦
痛
と
恐

怖
を
追
体
験
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鈴
子
へ
の
愛
情
と
い
う
回
路
を

へ
て
、
感
情
移
入
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
老
人
が
は
じ
め
て
単
な
る

「
物
」
で
は
な
く
、
表
情
の
あ
る
一
個
の
「
人
間
」
と
し
て
、
愛
す
る
家
族

と
共
に
暮
ら
す
「
人
間
」
と
し
て
二
郎
の
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
っ
た
と
思
わ

れ
る
。鈴

子
へ
の
純
粋
な
愛
か
ら
、
二
郎
は
鈴
子
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
た
。
彼

の
告
白
は
鈴
子
に
予
想
以
上
の
打
撃
を
与
え
、
二
人
の
間
に
も
は
や
愛
は
成

立
し
な
い
こ
と
が
二
郎
に
は
分
か
っ
た
・
鈴
子
と
の
関
係
の
破
綻
に
よ
っ
て
、

〈
今
や
自
分
が
裁
か
れ
た
の
だ
〉
と
悟
り
、
〈
自
分
の
手
で
裁
い
た
の
だ
〉

と
思
っ
た
。
彼
は
鈴
子
を
失
う
と
い
う
〈
致
命
的
〉
な
悲
し
み
か
ら
自
分
の

犯
し
た
罪
の
重
大
さ
、
行
為
の
残
虐
性
に
目
覚
め
、
〈
い
ま
ま
で
に
な
い
明

確
な
罪
の
自
覚
が
生
ま
れ
て
い
る
〉
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
う
し
て
、
二
郎
は

や
っ
と
他
者
の
悲
し
み
を
感
知
で
き
る
人
間
ら
し
い
感
情
を
取
り
戻
し
、
戦

争
に
よ
る
感
情
鈍
麻
か
ら
抜
け
出
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
四
年
前
に
通
訳
の
仕
事
で
知
り
合
っ
た
永
富
博
道
さ
ん
の
こ
と

を
思
い
起
こ
す
。
青
年
時
代
の
永
富
博
道
さ
ん
は
右
翼
の
巨
頭
・
頭
山
満
に

傾
倒
し
た
右
翼
青
年
で
あ
っ
た
。
一
九
三
七
年
十
二
月
の
南
京
陥
落
後
に
、

愛
国
学
生
連
盟
の
南
京
現
地
訪
問
に
参
加
し
、
南
京
大
虐
殺
を
目
撃
す
る
と

と
も
に
、
自
ら
も
加
わ
っ
て
い
き
、
多
く
の
中
国
人
を
殺
害
し
、
そ
の
暴
戻

た
る
行
為
か
ら
「
閻
魔
大
王
」
と
呼
ば
れ
た
。
敗
戦
で
現
地
除
隊
し
た
後
も
、

国
民
党
の
軍
閥
・
閻
錫
山
軍
に
加
わ
り
、
人
民
解
放
軍
と
戦
っ
た
。
一
九
四

九
年
四
月
に
解
放
軍
に
逮
捕
さ
れ
、
中
国
で
十
三
年
の
収
容
生
活
を
送
り
、

一
九
六
三
年
に
釈
放
さ
れ
帰
国
し
た
。
帰
国
後
、
中
国
帰
還
者
連
絡
会
に
参

加
し
、
生
涯
の
後
半
は
犯
し
た
罪
の
償
い
を
す
る
し
か
な
い
と
の
決
意
の
も

と
に
、
日
本
全
国
で
証
言
活
動
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
九
五
年
に

娘
の
手
伝
い
で
、
自
分
の
戦
争
体
験
を
綴
っ
た
『
白
狼
の
爪
跡
部
）
と
題
し
た

著
作
が
出
版
さ
れ
た
。

金
沢
の
集
会
で
南
京
大
虐
殺
の
加
害
者
と
し
て
の
永
富
さ
ん
と
被
害
者
の

李
秀
英
さ
ん
が
対
面
し
、
そ
し
て
握
手
を
交
わ
し
た
。
そ
の
歴
史
的
な
瞬
間

を
目
に
し
た
私
は
、
全
身
に
電
流
が
走
っ
た
よ
う
に
戦
操
し
た
。
私
の
目
に

は
、
被
害
者
も
加
害
者
も
ご
く
ご
く
普
通
な
古
希
の
老
人
に
し
か
映
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
二
度
と
振
り
返
り
た
く
な
い
過
去

を
悲
痛
な
口
調
で
語
る
老
人
を
前
に
し
て
、
私
は
困
惑
し
た
。
な
ぜ
、
こ
の

一
見
慈
悲
に
満
ち
た
老
人
が
戦
争
で
、
あ
れ
だ
け
の
暴
戻
な
行
為
に
狂
奔
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
性
と
い
う
も
の
は
こ
ん
な
に
も
脆
く
も
か
弱
い
も
の

な
の
だ
ろ
う
か
。

永
富
さ
ん
の
話
を
お
伺
い
す
る
と
、
彼
は
戦
犯
で
捕
ま
っ
た
時
、
罪
の
意

識
が
欠
片
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
自
分
が
処
刑
さ
れ
る
に
違
い
な

い
と
思
い
、
自
決
を
し
よ
う
と
し
た
時
に
、
「
死
に
た
く
な
い
、
な
ん
と
し

て
も
生
き
延
び
た
い
。
監
獄
の
小
さ
な
窓
か
ら
太
陽
を
拝
み
た
い
、
月
を
拝

み
た
い
。
生
き
て
こ
の
空
気
を
吸
え
る
こ
と
は
ど
ん
な
に
幸
せ
な
ん
だ
ろ
う
」

と
、
か
え
っ
て
生
へ
の
執
着
が
強
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
に
、
彼
が
は
じ

め
て
自
分
に
殺
さ
れ
た
中
国
人
た
ち
の
憤
り
、
切
な
い
思
い
に
気
付
き
、
人

間
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
命
の
尊
厳
性
を
意
識
し
、
自

分
の
罪
を
ひ
し
ひ
し
と
認
識
し
た
と
い
う
。

人
間
は
最
も
弱
い
者
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
弱

い
者
の
痛
み
、
瘻
き
を
感
じ
ら
れ
、
人
間
同
士
は
平
等
で
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
の
で
あ
る
。
永
富
さ
ん
も
主
人
公
の
二
郎
も
例
外
で
は
な
い
。

二
郎
は
罪
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
他
の
悲
痛
に
対
す
る
無
感
覚

か
ら
、
感
情
の
通
っ
た
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
覚
は
自
分

自
身
を
客
観
的
に
見
つ
め
る
力
で
あ
り
、
自
覚
を
失
う
こ
と
は
自
分
自
身
を

失
う
こ
と
で
あ
る
・
二
郎
は
自
分
を
失
い
た
く
な
か
っ
た
・
だ
か
ら
彼
は
〈
罪

の
自
覚
、
た
え
ず
こ
び
り
つ
く
罪
の
自
覚
だ
け
が
私
の
救
い
な
の
だ
〉
と
思

い
、
こ
の
唯
一
の
救
い
が
失
わ
れ
た
ら
〈
自
分
は
ど
う
な
る
か
〉
と
の
不
安

が
強
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
自
分
が
〈
自
殺
も
せ
ず
、
処
刑
も
さ
れ
ず
生
き
て

行
く
〉
な
ら
、
唯
一
生
き
て
い
く
た
め
の
〈
よ
り
ど
こ
ろ
〉
と
な
る
の
は
、

こ
の
〈
罪
の
自
覚
〉
し
か
な
い
と
二
郎
は
確
信
す
る
。

ラ
ル
フ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
氏
が
『
第
二
の
罪
ｌ
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と

の
重
荷
』
と
い
う
本
で
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
社
会
が
ナ
チ
ス
の
犯
罪
と
正
面
か

ら
向
き
合
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
、
ナ
チ
時
代
の
罪
を
ド
イ
ツ
人
の
犯

四
六



し
た
第
一
の
罪
と
す
れ
ば
、
戦
後
に
そ
の
罪
を
自
覚
し
償
う
こ
と
を
怠
っ
た

の
は
第
二
の
罪
で
あ
る
と
告
発
し
て
い
ふ
恥
）

二
郎
は
第
一
の
罪
を
犯
し
た
が
、
自
分
の
罪
を
ど
う
償
う
か
、
そ
し
て
償

え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
罪
の
自
覚
を
常
に
抱
い
て
い
る
た
め
、
彼
は

第
二
の
罪
か
ら
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

鈴
子
を
失
う
悲
し
み
に
よ
り
、
罪
を
意
識
し
た
二
郎
は
〈
自
覚
を
な
く
さ

せ
る
日
常
生
活
〉
が
待
っ
て
い
る
日
本
に
帰
る
の
を
や
め
、
中
国
に
留
ま
り
、

〈
殺
し
た
老
人
の
同
胞
の
顔
を
見
な
が
ら
蟇
〉
す
と
い
う
自
裁
の
形
を
取
っ

た
。
彼
は
宗
教
な
ど
に
よ
る
救
済
を
拒
否
し
、
ま
た
、
そ
の
罪
を
国
に
帰
す

る
こ
と
も
な
く
、
〈
日
本
人
一
人
々
々
〉
、
〈
自
分
々
々
〉
と
し
て
の
罪
を
背

負
っ
て
生
き
る
日
々
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

二
郎
の
行
為
は
〈
余
り
潔
癖
で
あ
り
す
ぎ
鞄
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
彼
に

と
っ
て
、
こ
う
い
う
自
裁
の
形
は
自
分
の
良
心
を
鎮
め
る
の
に
辛
う
じ
て
見

つ
け
だ
し
た
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
自
ら
苦
し
み
や
罪
を
一
切
引
き
受
け
る

こ
と
で
、
感
情
の
通
っ
た
自
分
を
取
り
戻
し
、
自
分
へ
の
信
頼
、
そ
し
て
人

間
へ
の
信
頼
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二
郎
の
決
断
か
ら
、
中
国
に
対
す
る
戦
争
責
任
の
一
切
を
背
負
っ
て
、
罪

の
自
覚
を
戦
後
の
〈
日
常
生
活
〉
の
中
で
担
い
続
け
よ
う
、
把
持
し
つ
づ
け

よ
う
と
す
る
作
家
武
田
泰
淳
の
決
意
が
読
み
と
れ
る
。
現
に
、
当
時
泰
淳
と

一
緒
に
上
海
で
敗
戦
を
迎
え
た
堀
田
善
衛
の
証
言
に
よ
る
と
、
当
時
の
泰
淳

自
身
も
中
国
に
留
ま
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

彼
は
引
揚
船
が
来
る
毎
に
、
埠
頭
近
く
ま
で
来
て
物
陰
か
ら
そ
の
引
揚

船
が
港
を
出
て
行
く
の
を
、
い
つ
ま
で
も
じ
っ
と
見
送
っ
て
い
た
も
の

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

で
あ
っ
た
・
彼
は
引
揚
船
が
来
る
毎
に
必
ず
来
て
い
た
。
そ
の
表
情
の
、

極
端
に
暗
く
、
か
つ
ど
こ
か
し
た
妙
な
具
合
に
明
る
い
こ
と
は
、
彼
の

内
心
の
葛
藤
の
凄
惨
さ
を
物
語
っ
て
い
た
と
思
う
。
（
中
略
）
彼
に
お

い
て
の
事
情
は
何
一
つ
知
ら
な
い
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
当
時
の

私
と
し
て
も
、
あ
あ
こ
れ
は
「
中
国
に
と
ど
ま
る
つ
も
り
」
で
い
る
の

だ
な
と
は
、
直
感
出
来
た
の
で
あ
ふ
知
）

本
当
の
生
き
方
を
求
め
、
こ
れ
か
ら
如
何
に
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
か
、

こ
の
罪
悪
感
を
如
何
に
受
け
と
め
て
い
け
ば
い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
罪
な

ど
を
忘
れ
、
〈
日
常
生
活
〉
の
中
で
ふ
て
ぶ
て
し
く
毎
日
の
暮
ら
し
を
送
れ

ば
い
い
の
か
、
と
泰
淳
は
深
刻
に
悩
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
泰
淳

は
二
郎
の
よ
う
に
中
国
に
残
る
こ
と
で
自
覚
を
維
持
す
る
こ
と
に
し
な
か
っ

た
が
、
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
、
彼
は
も
う
一
つ
の
自
覚
を
把
持
す
る
形
を
取

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
。

…
…
拠
り
ど
こ
ろ
は
自
分
を
書
く
こ
と
。
い
く
ら
自
分
を
書
く
と
い
っ

て
も
全
部
の
自
分
を
書
け
な
い
。
（
中
略
）
そ
の
中
の
あ
る
特
殊
な
自

分
、
た
と
え
ば
そ
う
い
う
極
限
状
態
に
置
か
れ
て
動
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
人
間
、
そ
う
い
う
も
の
な
ら
い
く
ら
か
書
け
る
だ
ろ
老

二
郎
は
自
己
の
存
在
を
確
か
め
る
た
め
、
罪
の
自
覚
を
守
衛
す
る
た
め
中

国
に
残
り
、
そ
れ
を
生
き
て
い
く
た
め
の
〈
よ
り
ど
こ
ろ
〉
と
し
た
よ
う
に
、

泰
淳
は
〈
自
分
を
書
く
こ
と
〉
、
〈
あ
る
特
殊
な
自
分
〉
を
さ
ら
け
出
す
こ
と

を
〈
拠
り
ど
こ
ろ
〉
と
し
た
の
で
あ
る
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
内

面
の
自
分
を
凝
視
し
、
〈
日
常
生
活
〉
と
い
う
日
々
の
中
で
罪
の
自
覚
を
把

持
す
る
の
で
あ
る
。

四
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精
神
医
学
者
野
田
正
彰
氏
は
、
中
国
で
残
虐
行
為
を
行
っ
た
旧
日
本
兵
へ

の
深
い
聞
き
取
り
を
通
じ
て
、
心
を
病
ん
で
い
た
彼
ら
が
罪
を
自
覚
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
他
の
悲
し
み
を
十
分
に
感
知
で
き
る
〈
柔
ら
か
い
精
神
〉

を
取
り
戻
す
ま
で
の
過
程
と
そ
の
精
神
状
態
の
分
析
を
『
戦
争
と
罪
塞
と

い
う
著
作
に
ま
と
め
て
い
る
。
〈
私
が
罪
の
意
識
を
問
う
の
は
、
他
者
の
悲

し
み
に
や
さ
し
い
文
化
を
創
ら
な
け
れ
ば
、
平
和
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
〉
と
著
者
は
言
う
。
著
作
の
中
の
「
さ
せ
ら
れ
た
戦
争
」
で
は
な
く
、

自
分
が
「
し
た
戦
争
」
と
認
識
し
、
大
和
民
族
の
一
員
で
は
な
く
、
お
の
れ

の
責
任
と
し
て
、
罪
を
背
負
っ
て
行
こ
う
と
試
み
る
人
た
ち
の
身
か
ら
、
二

郎
、
そ
し
て
泰
淳
の
面
影
を
見
て
取
れ
る
。
『
審
判
』
の
最
後
に
、
鈴
子
の

お
父
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
〈
方
法
は
ち
が
う
が
、
み
ん
な
自
覚
を
守
り
つ

づ
け
よ
う
と
し
〉
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
審
判
』
の
中
で
は
二
人
の
主
人
公
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
滅
亡
観
念

と
い
う
鎮
痛
剤
で
敗
戦
か
ら
与
え
ら
れ
た
屈
辱
や
罪
意
識
紛
ら
わ
す
杉
と

〈
自
分
だ
け
が
持
っ
て
い
る
特
別
な
な
や
み
〉
に
執
勘
に
拘
る
二
郎
で
あ
る
。

杉
と
二
郎
は
対
照
的
な
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
武
田
泰
淳
の
持
つ
両
極
の
二

面
で
あ
り
、
内
心
で
の
葛
藤
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
審
判
』
を
出
し
た
翌
年
（
一
九
四
八
年
）
に
、
「
私
を
求
め
て
」
と
い

う
エ
ッ
セ
イ
で
、
泰
淳
は
こ
う
も
語
る
。

私
を
描
き
つ
く
す
た
め
に
私
が
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
私
至
上
の

作
家
の
生
き
方
は
、
た
し
か
に
作
家
ら
し
い
生
き
方
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
。
（
中
略
）
私
が
真
に
作
家
と
し
て
の
私
と
し
て
存
在
す
る
た
め

に
は
、
私
は
「
私
」
を
書
く
こ
と
、
書
き
つ
つ
あ
る
こ
と
、
書
き
つ
づ

け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
中
略
）
作
家

が
自
己
の
生
み
出
し
た
多
数
の
「
私
」
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
姿
は
、

福
々
し
い
老
翁
が
多
数
の
子
孫
に
と
り
ま
か
れ
て
い
る
状
態
よ
り
は
、

全
身
の
傷
口
か
ら
は
い
出
し
た
蛆
を
自
ら
眺
め
て
い
る
負
傷
者
の
形
に

似
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
。
お
そ
ら
く
は
作
家
は
、
自
己
の
作
品
中
の

「
私
」
た
ち
か
ら
、
こ
の
負
傷
者
の
感
ず
る
如
き
戦
標
を
う
け
と
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
戦
標
に
よ
っ
て
、
彼
は
ふ
た
た
び
目
を
ひ
ら
き
、

腰
を
も
ち
あ
げ
、
重
き
手
を
と
り
あ
げ
て
、
彼
の
苦
し
い
い
と
な
み
を

つ
づ
け
る
。
そ
し
て
そ
の
彼
の
い
と
な
み
を
最
後
ま
で
は
げ
ま
し
、
強

く
ひ
き
だ
し
、
見
守
る
も
の
は
、
彼
の
傷
口
か
ら
生
れ
た
「
私
」
た
ち

な
の
で
あ
る
。
「
私
」
と
は
、
作
家
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
運
命
的
な

も
の
な
の
で
あ
廟
一

こ
の
『
審
判
』
の
二
人
の
主
人
公
こ
そ
、
泰
淳
が
さ
ら
け
出
し
た
く
あ
る

特
殊
な
自
分
〉
で
あ
り
、
彼
の
身
体
の
傷
口
か
ら
〈
は
い
出
し
た
蛆
〉
で
あ

る
。
〈
私
〉
を
書
く
こ
と
を
止
め
ら
れ
な
い
、
自
分
の
傷
口
か
ら
生
ま
れ
た

く
私
〉
た
ち
を
戦
裸
し
な
が
ら
も
眺
め
て
い
る
武
田
泰
淳
に
と
っ
て
、
作
家

と
い
う
職
業
は
い
か
に
運
命
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
あ
る
種
の

「
業
」
さ
え
感
じ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

武
田
泰
淳
は
中
国
で
の
戦
争
体
験
と
敗
戦
体
験
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を

も
含
む
人
間
に
対
す
る
信
頼
が
失
わ
れ
、
ま
さ
に
〈
生
き
恥
さ
ら
〉
す
渦
中

一
ハ
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に
投
げ
込
ま
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
屈
辱
と
敗
北
の

体
験
は
、
泰
淳
に
と
っ
て
は
、
同
時
に
新
し
い
自
分
、
新
し
い
生
き
方
を
発

見
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
〈
恥
じ
ら
い
〉
と
罪
へ
の
自
覚
を
保

有
し
て
、
そ
れ
を
文
学
の
原
動
力
と
化
し
た
。

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
を
境
に
し
て
、
文
学
者
の
文
学
に
つ
い
て
の
姿

勢
や
考
え
方
が
大
き
く
変
化
し
た
。
中
に
は
、
一
夜
に
し
て
軍
国
主
義
者
か

ら
民
主
主
義
者
に
変
わ
り
、
戦
争
中
に
書
い
た
も
の
と
戦
後
に
書
い
た
も
の

は
か
な
り
落
差
が
見
ら
れ
て
い
る
作
家
も
い
る
。
彼
等
の
多
く
は
自
己
を
隠

蔽
し
た
り
、
あ
る
い
は
徹
底
し
た
自
己
分
析
が
な
く
、
安
易
な
俄
悔
で
過
ち

を
葬
り
去
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
、
〈
戦
後
の
作
家
は
自
分
の
潔
癖
性
を
信
じ

ら
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
髭
と
断
言
し
て
い
る
泰
淳
は
そ
の
時

代
の
大
勢
に
便
乗
し
な
か
っ
た
。
彼
は
世
間
の
人
た
ち
の
変
わ
り
身
の
速
さ
、

世
知
に
長
け
た
処
世
術
に
立
ち
向
か
う
よ
う
に
、
内
な
る
醜
悪
な
「
私
」
を

書
き
続
け
る
こ
と
を
自
分
の
文
学
の
出
発
点
、
そ
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の

〈
よ
り
ど
こ
ろ
〉
と
し
た
の
で
あ
る
。

戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
個
人
、
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
る
個
人
、
こ
れ
は
武

田
文
学
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
戦
争
は
個
人
を
容
赦
な
く
巻
き

込
ん
で
し
ま
う
巨
大
な
力
が
あ
る
が
、
泰
淳
は
決
し
て
こ
う
し
た
個
人
の
行

為
を
戦
争
や
歴
史
の
責
任
に
帰
ら
せ
、
集
団
に
個
人
の
罪
を
隠
蔽
し
た
り
、

埋
没
し
た
り
は
し
な
い
・
歴
史
の
変
遷
や
、
時
代
の
移
り
行
き
が
あ
っ
て
も
、

個
人
の
罪
、
一
人
々
々
の
罪
は
澱
み
の
よ
う
に
心
の
底
に
沈
ん
だ
ま
ま
、
忘

れ
よ
う
と
い
か
に
努
め
て
も
、
記
憶
か
ら
消
え
る
こ
と
が
な
い
。
〈
自
分
だ

け
が
持
っ
て
い
る
特
別
な
な
や
み
〉
に
固
執
す
る
二
郎
の
よ
う
に
、
内
な
る

武
田
泰
淳
『
審
判
』
論

醜
悪
な
「
私
」
を
書
き
続
け
る
泰
淳
も
ま
た
「
個
」
の
問
題
と
し
て
、
個
人

と
し
て
戦
争
へ
の
係
わ
り
を
問
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
戦
争
、

悪
に
対
す
る
責
任
の
自
己
認
識
に
武
田
文
学
の
独
自
性
が
あ
る
。

し
か
し
、
泰
淳
が
作
品
に
託
し
て
言
っ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
過
去
の
特

殊
な
あ
る
時
期
に
お
け
る
出
来
事
だ
け
で
は
な
い
。
戦
争
な
ど
の
極
限
状
況

は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
か
ら
切
り
放
さ
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
生
死
の
ス

イ
ッ
チ
を
握
る
こ
と
に
全
能
感
を
得
よ
う
と
し
た
神
戸
の
少
年
の
心
理
は
、

半
世
紀
前
の
二
郎
を
含
む
数
し
れ
な
い
兵
士
た
ち
の
〈
人
を
殺
す
こ
と
は
な

ぜ
い
け
な
い
の
か
〉
、
人
間
の
尊
い
命
を
絶
つ
か
絶
た
な
い
か
は
す
べ
て
自

分
の
〈
心
の
は
ず
み
の
一
つ
に
か
か
っ
て
い
る
〉
と
い
う
無
感
覚
さ
に
酷
似

し
て
い
る
。
泰
淳
の
文
学
に
貫
い
て
い
る
〈
恥
じ
ら
い
〉
と
〈
罪
の
自
覚
〉

は
、
彼
の
魂
の
奥
底
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
無
感
覚
状
態
に
落
ち
込
み
つ
つ
あ

る
現
代
人
へ
の
警
鐘
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
朝
日
新
聞
社
・
一
九
七
三
年
三
月
三
十
一
日

（
２
）
『
未
来
の
淫
女
』
自
作
ノ
ー
ト
・
一
九
五
三
年
五
月
・
目
黒
書
店
刊

（
３
）
中
野
好
夫
「
作
家
に
聴
く
・
武
田
泰
淳
・
「
文
学
」
、
一
九
五
一
年
五
月

（
４
）
堀
田
善
衛
と
の
対
談
「
現
代
に
つ
い
て
」
・
「
文
学
界
」
、
一
九
五
三
年

七
月

（
５
）
『
青
年
の
問
題
文
化
の
問
題
』
・
合
同
出
版
社
・
一
九
六
七
年
九
月

（
６
）
埴
谷
雄
高
と
の
対
談
「
軍
隊
と
文
学
的
出
発
点
」
・
全
集
別
巻
二
・
一

九
七
○
年
十
一
月

四
九



（
、
）
「
月
刊
キ
リ
ス
ト
」
・
一
九
一

（
、
）
「
群
像
」
一
九
六
五
年
八
月

（
７
）
「
対
談
・
二
十
年
後
の
戦
後
派
」
・
「
群
像
」
一
九
六
五
年
八
月

（
８
）
「
滅
亡
に
つ
い
て
」
・
「
花
」
第
八
号
・
一
九
四
八
年
四
月

（
９
）
対
談
「
戦
後
作
家
は
語
る
」
・
「
図
書
新
聞
」
一
九
六
九
年
十
二
月
十
日

（
叩
）
伊
藤
博
子
「
『
審
判
』
論
」
・
「
方
位
」
三
・
一
九
八
二
年
十
一
月

（
Ⅲ
）
「
月
刊
キ
リ
ス
ト
」
・
一
九
六
八
年
一
月

（
胴
）
「
無
感
覚
な
ボ
タ
ン
」
・
「
文
芸
時
代
」
一
九
四
八
年
五
月

（
Ⅳ
）
「
ぼ
く
と
上
海
」
・
「
日
本
読
売
新
聞
」
一
九
五
七
年
四
月
五
日

（
肥
）
『
白
狼
の
爪
跡
』
・
新
風
書
房
、
一
九
九
五
年
八
月

（
四
）
小
林
恵
二
訳
・
ョ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
八
二
年
一
月

（
加
）
兵
藤
正
之
助
『
武
田
泰
淳
論
』
・
冬
樹
社
、
一
九
七
八
年
五
月

（
、
）
堀
田
善
衛
「
彼
岸
西
風
－
武
田
泰
淳
と
中
国
」
・
「
世
界
」
一
九
七
七
年

（
畔
）
「
わ
》

十
九
日

（
巧
）
臼
＃

十
一
月

（
Ｂ
）
根
岸
隆
尾
「
武
田
泰
淳
論
ｌ
苦
悩
す
る
〈
存
在
〉
」
・
「
評
言
と
構
想
」

（
お
）
岩
波
書
店
・
一
九
九
八
年
八
月

（
型
）
「
私
を
求
め
て
」
・
「
文
芸
首
都
」
一
九
四
八
年
八
月

（
別
）
堀

六
月

（
刀
）
武
田
泰
淳
「
私
の
創
作
体
験
」
・
『
現
代
文
学
と
創
作
方
法
』
、
新
評
論

社
・
一
九
五
四
年
八
月

一
九
七
七
年
四
月

「
わ
が
思
索
わ
が
風
土
」
・
「
朝
日
新
聞
」

臼
井
吉
見
と
の
対
談
・
『
太
宰
治
全
集
』
第
八
巻
月
報
、

一
九
七
一
年
三
月
十
五
日
～

一
九
六
七
年

（
お
）
座
談
会
「
切
実
な
る
者
、
今
日
の
文
学
者
」
・
「
潮
」
一
九
五
二
年
十
月

（
ハ
ク
・
ヨ
ウ
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

五
○


