
,問

の
戦
中

―
―

『檻
複
の
旗
』
の

一　

協
力
詩

ア
ナ
キ
ズ
ム
詩
人
萩
原
恭
次
郎
が
、
満
四
十
歳
に
も
満
た
な
か

っ
た
晩
年

に
、
い
く
つ
か
の
戦
争
詩
と
み
ら
れ
る
詩
を
書
い
た
こ
こ
の
こ
と
は
、
日
本

の
ア
ナ
キ
ス
ト
お
よ
び
ア
ナ
キ
ズ
ム
文
学
の
つ
ま
ず
き
の

「
象
徴
」
と
し
て

記
憶
さ
れ
て
い
る
）^

一
九
二
〇
年
代
、
そ
し
て
三
〇
年
代
、
『赤
と
黒
』
、
『
マ
ヴ
ォ
』
、
『ダ
ム

ダ
ム
』
そ
の
他
、
ア
ナ
キ
ズ

ム
系

の
諸
雑
誌
に
詩
と
詩
論
を
活
発
に
発
表

し
、
詩
を
通
し
て
社
会
矛
盾
と
対
峙
し
て
き
た
詩
人
の
最
後
の
急
転
回
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
そ
れ
は
強

い
驚
き
を
も

っ
て
迎
え
ら
れ
た
ｃ
『赤
と
黒
』
で

恭
次
郎
と
知
り
合

い
、
貧
窮
時
代
を
互
い
の
家
族
と
と
も
に

一
つ
家
に
暮
弓

し
て
同
年
同
日
生
ま
れ
の
子
供
ま
で
い
た
岡
本
潤

（
一
九
〇

一
～
七

人
）

は
、
そ
の
衝
撃
を
後
年
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ

つ
ね
に
ぼ
く
の
念
頭
か
ら
は
な
れ
な
い
の
は
、
（中
略
）
日
中
戦
争
期

に
は
い
っ
た
翌
年

（
一
九
三
八
年
）
、
あ
た
か
も
突
然
変
異
の
ご
と
く
、

超
国
家
主
義

・
民
族
主
義
を
謳
歌
す
る
よ
う
な

「
亜
細
亜
に
巨
人
あ

り
」
と
い
う
詩
を
雑
誌

『セ
ル
パ
ン
一
に
発
表
し
た
こ
と
で
あ
る
。
い

き
な
り
後
ろ
か
ら
頭
を
ガ
ー
ン
と
強
打
さ
れ
た
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
だ

っ

た
ｃ
　
　
　
　
　
　
岡
本
潤

「
石
に
な

っ
た
恭
次
郎
」
■

九
六
八
年
）

一
九
二
人
年
の
同
本
は
、
友
人
の
内
面
を
襲

つ
た
ら
し
い
心
理
変
化
を
、

た
だ
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
驚
い
た
の
だ

っ
た
ろ
う
か
ｃ
そ
れ
と

も
そ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
的
芸
術
的

「抵
抗
」
を
無
効
化
す
る
よ
う
な

決
壊
の
地
鳴
り
が
、
か
す
か
に
聞
こ
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
そ
れ
は
、　
一
九
三
四
年
の
ナ
ル
プ
解
体
以
降
に
試
み
ら
れ
て
い

た
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
統

一
戦
線
と

い
っ
た
課
題
の
立
て
方
が
、

根
底
か
ら
非
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
土
塁
が
も
は
や
取
り
返
し
の
つ

か
な
い
形
で
流
失
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
に
十
分
で
あ

っ
た
＾

本
稿
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
恭
次
郎
が
彼
の
故
郷
前
橋
で
没
し
た
後
の
、

こ
の
同
本
潤
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
と
き
岡
本
は
京
都
に
い
た
こ人

〓
一

[准

本寸

田

裕

ホロ



大
杉
栄
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
グ
ル
ー
プ
北
風
会
に
参
加
し
て
以
来
の
ア
ナ
キ
ス

ト
で
あ
り
、
雑
誌

『赤
と
黒
』

（
一
九
二
三
年
）
や
第

一
詩
集

『夜
か
ら
朝

へ
』
（
一
九
二
八
年
）
で
尖
端
的
な
詩
を
書

い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
岡
本
潤

は
、　
一
九
二
五
年
末
の
ア
ナ
キ
ス
ト

一
斉
検
挙

（無
政
府
共
産
党
事
件
）
に

巻
き
込
ま
れ
た

。
三
ヶ
月
の
勾
留
後
、
不
起
訴
で
釈
放
さ
れ
る
と
、
五
歳
か

ら
十
九
歳
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
京
都
に
も
ど
り
、
友
人
の
つ
て
で
マ
キ
ノ
ト

ー
キ
ー
企
画
部
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
不
遇
を
か
こ
っ
た

）^
恭
次
郎
の
死
の

一
九

二
八
年
当
時
は
、
新
興
キ
ネ

マ
京
都
撮
影
所
脚
本
部
に
移

っ
て
い
た
が
、
あ

い
か
わ
ら
ず
な
じ
め
な
い
映
画
業
界
の
中
で
チ
ャ
ン
バ
ラ
の
脚
本
な
ど
を
こ

な
す
毎
日
だ

っ
た
と
い
う
こ

一
九
三
七
年
に
Ｈ
中
戦
争
が
は
じ
ま
り
、
映
画
業
界
も
戦
時
体
制
に
組
み

込
ま
れ
て
い
く
こ
意
に
沿
わ
な
い
脚
本
を
量
産
で
き
な
い
日
本
の
生
活
は
苦

し
く
、
「
運
動
」
は
お
ろ
か
う
か
つ
な
言
動
も
許
さ
れ
な
い
、
そ
う
し
た
中

で
の

「
亜
細
亜
に
巨
人
あ
り
」
だ

っ
た
こ
し
か
し
そ
れ
は
、
ひ
と
り
萩
原
恭

次
郎
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
多
く
の
ア
ナ
キ
ス
ト
詩
人
た
ち
が
そ
の
後
た

ど

っ
た
畦
践
や
よ
ろ
め
き
の
、
始
ま
り
の
ひ
と

つ
に
す
ぎ
な
か

っ
た
、
決
壊

は
、
他
の
誰
で
も
な
い
み
ず
か
ら
の
身
体
の
１１
で
起
こ
る
の
だ
と

い
う
こ
と

を
、
い
つ
か
の
時
点
で
同
本
潤
も
痛
切
に
感
じ
と

っ
た
は
ず
で
あ
る

先
の
引
用
文
に
続
け
て
、
同
本
は
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る

こ
れ
は
ひ
と
ご
と
で
な
く
、
ぼ
く
自
身
に
と

っ
て
も
不
可
避
の
課
題
で

あ
る
　
そ
れ
は
、
書
こ
う
と
し
て
ま
だ
書
け
ず
に
い
る
ぼ
く
の
自
叙
伝

の
続
篇
の
な
か
で
、
戦
時
中
の
自
分
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
当
然
と

八
四

り
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
課
題
の
ひ
と

つ
で
あ
る
ｃ
（同
前
、
傍
点
原

文
）

お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
「
重
要
課
題
の
ひ
と

つ
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
戦
後

の
日
本
の

〈生
）
の
課
題
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ｔ
し
か
し
、
結
局
彼
は
そ
の

こ
と
を
最
期
ま
で
書
く
こ
と
は
な
か

っ
た
。

同
本
は
、
未
完
の
自
伝

一詩
人
の
運
命
』
二

九
七
四
年
）
の
末
尾
近
く

で
も
、
萩
原
恭
次
郎
の
転
国
に
つ
い
て
紙
幅
を
つ
い
や
し
、
そ
こ
か
ら
自
身

の

「
戦
時
下
の
問
題
」
２
二
二
二
頁
）
を
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
書

い
て

い
る
ｃ
同
本
は
、
「
戦
時
下
の
問
題
」

へ
の
接
近
と
同
避
を
く
り
か
え
し
つ

つ
、
し
か
し
つ
い
に
書
け
な
い

（書
く
す
べ
も
な
い
）
こ
と
を
、
「
萩
原
恭

次
郎
」
で
置
き
換
え
て
語
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
ｔ

こ
こ
で
の

「
戦
時
下
の
問
題
」
と
は
、
同
本
の
戦
争
詩
や
戦
争
協
力
詩
の

創
作
と
発
表
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
、
戦
後
に
お
け
る

改
作
の

「
問
題
」
も
加
わ
る
〓
そ
れ
は
敗
戦
を
挟
ん
で
の
、
戦
時
色
の

「隠

蔽
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
変
更
で
あ

っ
た

。
も

っ
と
も
顕
著
な
例
は
、

「生
き
て
ゐ
る
人
柱
」
で
あ
る
．

日
本
文
学
報
国
会
編

『詩
集
　
大
東
亜
』
（河
出
書
房
、　
一
九
四
四
年
十

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
詩
は
、
破
壊
さ
れ
た
橋
の
代
わ
り
に
兵
士
が

「橋

脚
」
と
な

っ
て
部
隊
の
波
河
を
支
え
る
さ
ま
を
次
の
よ
う
に
歌

っ
て
い
る
、

（前
半
卜
三
行
略
）

大
古
の
神
に
も
ひ
と
し
い
金
剛
力
を
あ
ら
は
す
裸
の
肩
が
、



磐
石
の
ご
と
く
橋
板
を
支

へ
て
ゐ
る
。

渦
々
た
る
濁
流
の
中
、

瞬
刻
に
架
設
さ
れ
た
生
き
て
ゐ
る
人
柱
の
橋
と
、

堂
々
進
撃
す
る
部
隊
と
、

こ
れ
あ
る
か
な
―

我
等
国
民
の
は
げ
し
い
彼
岸

へ
の
意
志
は
ｃ

神
話
的
国
生
み
を
連
想
さ
せ
る

「
太
古
」
の

「
金
剛
力
≒

日
本
が
あ
ら

た
な
歴
史
の
建
設
に
た
ず
さ
わ

っ
て
い
る
と

い
う
高
揚
感
。
こ
こ
で
は
、
資

材
不
足
と
輸
送
の
遅
滞
を
精
神
主
義
で
糊
塗
せ
ざ
る
を
え
な
い
日
本
軍
の
決

定
的
弱
点
が
、
現
実
を
神
話
化
す
る
た
め
の
迎
合
的
な
常
套
句
で
ね
じ
ま
げ

て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ｃ

戦
後
の
第
五
詩
集

『橋
』

３

九
五
五
年
）
に
も
、
同
じ

「
生
き
て
い
る

人
柱
」
と
題
す
る
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
た
３
（全
文
）

戦
争
中
の
ニ
ュ
ー
ス
映
画
で
見
た
日
本
軍
の
渡
河
行
進
が
い
ま
も
わ
た

し
の
眼
底
に
灼
き

つ
い
て
い
る
　^
ふ
ん
ど
し
ひ
と

つ
に
な

っ
た
兵
隊
が

水
中
に
立
ち
、
橋
板
を
一月
で
支
え
、
そ
の
上
を
部
隊
が
通
り
軸
重
が
通

っ
て
ゆ
く
の
だ
ｃ
歯
を
食

い
し
ば

つ
た
天
皇
の
兵
士
ｃ
あ
ら
ゆ
る
人
間

性
を
剥
奪
さ
れ
た
皇
軍
の
勇
士
ｃ
驚
く
べ
し
、
こ
れ
は
生
き
て
い
る
人

柱
だ
。

こ
こ
で
も
、
「
人
柱
」
の
同
じ
光
景
が
短

い
散
文
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
の

岡
本
潤
の
戦
中
　
戦
後

だ
が
、
ま
る
で
、
本
当
は
こ
う
い
い
た
か

っ
た
の
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
安

易
な
詩
で
あ
る
。

最
初
の

『詩
集
　
大
東
亜
』
版
は
、
「
協
力
詩
」
あ
る
い
は

「
戦
争
詩
」

そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
後
者
は
こ
れ
ま
た
典
型
的
な
戦
争
の
非
人
間
性
を
告

発
す
る

「
反
戦
詩
」
の
体
裁
と
な

っ
て
い
る
ｃ
秋
山
清
は
、
ど
ち
ら
の
詩
も

「
必
然
さ
の
な
い
作
品
」
で
あ
り
、
コ
ロ
本
は
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
権
力

に
、　
一
つ
の
も
の
を
持

っ
て
参
詣
し
た
」
と
批
判
し
た
う
え
で
、
ア
ナ
キ
ズ

ム
系
文
学
者
に
お
け
る
戦
中
戦
後
の

「
問
題

一
般
を
象
徴
す
る
も
の
」
だ

っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
ｃ

タ
イ
ト
ル
と
詩
句
の
改
編
に
よ

っ
て
戦
中
か
ら
戦
後
を
ま
た
い
だ
詩
も
あ

る
。　
一
九
四
五
年
六
月
発
行

『文
芸
』
第
七
号

（五
　
六
月
合
併
号
）
に
載

つ
た

「
歴
史
の
中
の
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
半
で
廃
墟
を
点
描
し
つ

つ
、
《
何
が
私
を
此
処

へ
ひ
き
よ
せ
る
の
だ
》
と
白
問
し
、
次
の
よ
う
に
つ

づ
く
。運

命
と
は
何
２

私
は
知
ら
ぬ
ｃ

昨
日
、
今
日
、
明
日

進
展
す
る
激
烈
な
歴
史
の
中
の

一
瞬
。

凝
然
と
立
ち
、

視
て
ゐ
る
と

人
五



焦
土
は
忽
然
と
私
の
視
界
か
ら
消
え
失
せ
る
ｃ

茫
々
三
千
年
の
豊
葦
原
の
中
に

私
は
ゐ
た
＾

こ
の
詩
が
第
四
詩
集

『檻
複
の
旗
』
に
収
め
ら
れ
た
と
き
、
タ
イ
ト
ル
は

「
消
え
る
焦
土
」
と
な

っ
て
い
て
、
さ
ら
に
最
後
の

《
茫
々
三
千
年
の
豊
葦

原
》
が
、
《
茫
々
む
げ
ん
の
大
葦
原
》
と
改
め
ら
れ
て
い
る
ｃ
皇
国
史
観
に

通
じ
る
語
句
が
忌
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
対
象
を
、
同
じ
タ
イ
ト
ル

・
ま

つ
た
く
異
な
る
体
裁
で
書
き
わ
け
た

「生
き
て
ゐ
る
人
柱
≒

同
じ
対
象
を
、
異
な
る
タ
イ
ト
ル

・
数
文
字
の
修
正

で
変
質
さ
せ
た

「
歴
史
の
中
の
／
消
え
る
焦
上
「

い
ず
れ
も
、
戦
争
協
力

の
責
任
を
間
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
作
品

で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
「
抵
抗
」
か

「協
力
」
か
の
三
分
法
に
よ
る
戦
争
責

任
批
判
が
、
日
本
の
戦
中
戦
後
期
の
他
の
多
く
の
詩
作
品
を
検
討
す
る
可
能

性
を
開
ざ
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
　
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
戦
前

の

一赤
と
黒
一
前
後
の
時
期
の
文
学
史
的
登
場
人
物
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
程
度

で
あ
り
、
ア
ヴ
ア
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
時
代
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
引
か
れ

る
以
外
、
そ
の
詩
が
参
照
さ
れ
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
．
本
稿
で

は
、
秋
山
清
や
吉
本
隆
明
の
戦
争
責
任
批
判
を

い
つ
た
ん
留
保
し
、
詩
に
お

け
る
主
題
の
内
的
変
化
に
注
目
し
て
、
「
協
力
詩
」
を
含
む
戦
時
下
の
詩
作

品
が
い
か
に
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
、
彼
の
詩
業
全
体
の
中
で

と
ら
え
な
お
す

．
そ
の
上
で
、
戦
争
責
任
批
判
と
そ
れ
に
対
す
る
同
本
の

・人
・Ｌハ

「
反
省
」
が
、
ど
の
よ
う
な
言
説
の
枠
組
み
に
よ

っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
の

か
を
検
討
す
る
。

二
　
墓
場
か
ら
橋

ヘ

同
本
潤
の
戦
後
最
初
の
詩
集
は
、
第
四
詩
集

『檻
複
の
旗
』
で
あ
る
じ
員

善
美
社
か
ら

一
九
四
七
年

一
月
二
十
五
Ｈ
付
で
刊
行
さ
れ
た
し

大
部
構
成
で
、
「焦
土
抄
」
■
台
５
、
「後
光
」
（七
篇
）
、
「橋
梁
抄
」
（十

篇
）
、
「
石
こ
ろ
」
（十

一
篇
）
、
７
７
の
戦
場
」
（九
篇
）
、
「
檻
複
の
旗
」
↑
ハ

篇
）
か
ら
な

っ
て
い
る
　
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
第
二
詩
集

一罰
常
り
は
生
き

て
ゐ
る
』

（
一
九
三
二
年
）
と
、
第
二
詩
集

一夜
の
機
関
単
一
二

九
四

一

年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
た
詩
が
十
四
篇
含
ま
れ
て
い
る
．

ま
た
、
「橋
梁
抄
」
の
十
篇
は
、　
一
九
四
二
年
に
雑
誌

『文
化
組
織
一
に

発
表
さ
れ
た
も
の
が
中
心
で
、
の
ち
に
第
五
詩
集

『橋
』

二

九
五
五
年
）

に
再
録
さ
れ
た

．
岡
本
は
、
戦
時
下
か
ら
戦
後
に
か
け
て

「橋
」
を
モ
チ
ー

フ
と
し
て
詩
を
連
作
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が

『檻
様
の
旗
』
の
中
の

一橋
梁

抄
」
、
さ
ら
に
第
五
詩
集

『橋
』

へ
と
収
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
．

さ
ら
に
、
初
出
時
期
や
詩
の
内
容
、
日
本
の

一戦
中
戦
後
Ｈ
記
』
な
ど
か

ら
判
断
す
る
と
、
「焦
土
抄
」
は
二
月
十
日
の
東
京
大
空
襲
以
後
間
も
な
い

時
期

（二
月
の
内
）
に
書
か
れ
、　
一
方
、
一後
光
」
は
敗
戦
後
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る

つ
ま
り
、
再
録
さ
れ
た
詩
を
除
け
ば
、
一檻
機
の
旗
一
に
は
大
き
く
二
つ

の
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。　
一
つ
は

「橋
」
の
連
作
で
あ
り
、
も
う

一



つ
は
、
「焦
土
抄
」
「
後
光
」
の
よ
う
な

「
焼
け
跡
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品

で
あ
る
ｃ
以
下
本
稿
で
は
、
「
橋
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
群
を

「橋
梁
詩

篇
」
、
焦
土
　
焼
け
跡
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
を

「
焦
土
詩
篇
」
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
ｃ

「協
力
詩
」
と
の
時
間
関
係
で
い
え
ば
、
橋
梁
詩
篇
は
、
「生
き
て
ゐ
る
人

柱
」
の
よ
う
な
「協
力
詩
」
が
書
か
れ
た
時
期
―
―

一
九
四
三
ヽ
四
四
年
―
―

に
先
だ

っ
て
開
始
さ
れ
て
戦
後
ま
で
つ
づ
き
、
焦
土
詩
篇
は

「協
力
詩
」
の

あ
と
の

一
九
四
五
年
か
ら
四
六
年
の
作
品
と

い
う
こ
と
に
な
る
ｃ

と
こ
ろ
で
、
同
本
が

「
橋
」
を
歌

っ
た
の
は
橋
梁
詩
篇
が
最
初
で
は
な

い
ご第

一
詩
集

『夜
か
ら
朝

へ
』

■

九
二
八
年
）
は
、
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

風
に

「
都
会
」
を
歌

っ
た
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
あ
る
種
の

「架
橋
」
を
連

想
さ
せ
る
し
、
事
実
、
収
録
詩

「
夜
か
ら
朝

へ
」
に
は
、
公
フ
夜
か
ら
明
日

へ
の
掛
橋
を
／
私
は

一
生
の
長
さ
に
数

へ
て
踏
ん
で
ゐ
る
０

と

い
う
詩
句

が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
ｃ

夜
か
ら
朝

へ
ｃ
引
き
延
ば
さ
れ
、
よ
ど
ん
だ
時
間

）^
そ
こ
で
は
殺
人
も
、

仮
装
行
列
も
、
「
俺
」
の
葬
式
も
、
絞
首
刑
も
行
わ
れ
、
そ
し
て
執
拗
に

「
墓
場
」
が
幻
視
さ
れ
て
い
た
ｃ
詩

「墓
場
」
で
は
、
《
何
か
起
り
さ
う
な
晩

だ
が
‥

‥
と
／
く
ろ
い
墓
場
の
つ
ち
を
踏
ん
で
行
く
》
と
歌
わ
れ
る
が
、
奇

跡
は
起
こ
ら
な
い
ｃ
「無
題
」
で
は
、
《
ぽ
つ
く
り
　
ぽ
つ
く
り
　
墓
穴
が
掘

ら
れ
て
》
い
る
。
「火
の
つ
い
た
心
臓
」
で
は
、
《
起
て
―
　
行
け
‐
》
、
《
永

劫
に
流
転
す
る
墓
場
の
彼
方

ヘ
ー
》
と
叫
ば
れ
、
「煤
け
た
臭
」
で
も
、
《
さ

あ
　
き
や
う
だ
い
―
　
行
く
ん
だ
》
、
《
ま
つ
く
ろ
な
墓
場

へ
遊
び
に
行
く
ん

日
本
潤
の
戦
中
　
戦
後

だ
よ
》
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
ｃ

遅
延
さ
れ
た

「墓
場
」
ま
で
の
時
間
。
そ
れ
は
、
自
分
の
死
を
嘲
笑
す
る

亡
者
の
時
間
の
よ
う
で
あ
り
、
死
者
と
た
わ
む
れ
語
り
合
う

「
通
夜
」
の
時

間
で
も
あ
る
ｃ
そ
こ
に
は
、
ま
だ

「墓
場
」
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
余
剰
が

あ
ふ
れ
て
い
る
ｃ

岡
本
の
詩
集
に
具
体
的
に

「橋
」
が
頻
出
し
始
め
る
の
は
、
大
平
洋
戦
争

の
開
戦

一
週
間
前
に
発
行
さ
れ
た
第
二
詩
集

『夜
の
機
関
車
』
（
一
九
四

一

年
）
か
ら
で
あ
る
。

「
吊
橋
」
で
は
、
ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺
れ
る
吊
り
橋
か
ら
激
流
に
吸
い
込
ま
れ

そ
う
な

《
お
れ
》
が
、
《
何
を

ッ
ー
》
と
水
際
を

《
晩
み
か
え
す
》
ｃ
詩
人
の

精
神
的
危
機
が
、
「
吊
橋
」
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
「
橋
」

を
危
機
の
表
象
と
限
定
し
て
し
ま
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う

）^
他
に
も
、
「
橋

上
」
、
「
腺
雨
」
、
「庭
」
、
「
窓
の
顔
」
、
「
河
国
」
、
「浚
渫
船
」
な
ど
に
さ
り
げ

な
く

「橋
」
や

「橋
梁
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
、
「橋
」

そ
の
も
の
を
強
く
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
限
界
の
周
辺
に
忍
び
込

ん
で
い
る
と

い
っ
た
程
度
で
あ
る
．

「挽
歌
」
と

「
墓
参
」
で
も
、
風
景
の

一
部
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
こ
こ

で
は
と
も
に
萩
原
恭
次
郎
が
追
想
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
郷
里
前
橋
の

「大
渡

橋
」
が
示
さ
れ
て
い
る
．
こ
の
詩
集

（
『夜
の
機
関
車
し

が
、
恭
次
郎
ば
か

り
で
な
く
、
上
村
実
、
ゴ
ロ
ニ
イ
、
小
熊
秀
雄
と
い
っ
た
固
有
名

へ
の
追
悼

詩
を
含
ん
で
い
て
、
「
死
ん
で
い
っ
た
友
だ
ち
」
に
と
献
辞
に
あ
る
こ
と
と
、

「橋
」
の
頻
繁
な
出
現
が
軌
を

一
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た

い
ｃ

八
七



戦
後
の
詩
集

『橋
』
で
は
、
《
長
い
川
堤
／
風
に
さ
わ
ぐ
／
あ
の
吹
き
さ

ら
し
の
長
い
橋
を
通

っ
て
ゆ
く
の
は
／
ふ
し
ぎ
に
霊
柩
車
ば
か
り
で
あ
る
》

牟
吹
き
さ
ら
し
の
橋
し

と
も
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

「
橋
」
は
、
「
死
」

「
葬
送
」
「
弔
い
」
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
く
り
か
え
し
呼
び
寄
せ
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
ｃ

も
ち
ろ
ん

「
橋
」
の
詩
の
す
べ
て
が
、
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
ば
か
り
で
は

な
く
、
死
者
を
弔
う
か
ら
と

い
つ
て
、
「
橋
」
が
此
岸
か
ら
彼
岸

へ
の
、　
一

つ
の
価
値
体
系
か
ら
別
の
そ
れ
へ
の
連
絡
を
た
だ
素
直
に
請
け
負
う
場
所
と

は
限
ら
な
い
ｃ

『夜
の
機
関
車
』
の
中
の

「
窓
の
顔
」
で
は
、
含
７
を
な
く
し
た
僕
の
顔
は

／
鉄
橋
を
わ
た
り
／
ト
ン
ネ
ル
の
壁
を
通
ひ
／
く
ろ
い
畷
野
を
さ
ま
よ
ひ
》

と
歌
わ
れ
て
い
る
ｃ
夜
行
列
車
に
収
容
さ
れ
て
送
り
出
さ
れ
た
も
の
は
詩
人

自
身
で
あ
る
か
、
詩
の
言
葉
で
あ
る
か
こ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
夜
汽
車
の
窓
に

映

っ
て
い
る
薄

っ
ぺ
ら
で
は
や
け
た
顔
は
、
ま
だ
墓
穴
を
持
た
ず
、
戻
る
こ

と
も
ま
ま
な
ら
な
い
で
鴫
野
を
さ
ま
よ
う
し
か
な
い
。

し
か
し
他
方
、
こ
の
詩
集
の
献
辞
の
つ
づ
き
に
は
、
「
生
き
て
い
る
好
敵

手
た
ち
に
」
と
い
う
挑
発
的
な
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
て
、
あ
た
り
を
円
続
し

て
い
る
重
苦
し
い
間
に
対
し
て

《
な
か
な
か
腹
の
虫
の
お
さ
ま
ら
ん
》
暑
夜

の
機
関
車
し

ル
一こ
ろ
を
さ
ま
ざ
ま
な
比
喩
を
駆
使
し
て
歌

つ
て
も

い
る
の

で
あ
る
＾
た
だ
そ
れ
ら
が
、
第
二
詩
集
で

「
ゴ
ロ
ツ
キ
」
や
、
「
マ
ラ
テ
ス

タ
」
、
「
上
Ｉ
」
、
「
タ
イ
プ
を
た
た
く
娘
達
」
を
直
接
に
、
力
強
く
歌
い
あ
げ

た
詩
か
ら
み
れ
ば
、
き
わ
め
て
狭
く
開
ざ
さ
れ
た
空
間
の
な
か
で
発
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
．

〓
一　
橋
梁
詩
篇

・
焦
土
詩
篇

同
本
が

「
橋
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
連
作
詩
を
発
表
す
る
の
は
、
こ
の

後
、　
一
九
四
二
年
の
夏
か
ら
で
あ
る
３
「墓
場
」
の
歌
い
手
は
、
「橋
」
の
歌

い
手
に
変
貌
す
る
。

そ
の
連
作
は
、
花
田
清
輝
　
中
野
秀
人

・
岡
本
潤
の
三
名
が
中
心
と
な

っ

て
発
行
さ
れ
た

『文
化
組
織
』
の

一
九
四
二
年
七
月
ヽ
十
月
号
に
、
全
四
回

翁
古
橋
三
題
」
、
「橋
梁
詩
集

（
二
）
ヽ
（四
こ
）
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
．
そ
こ
で
の

「橋
」
は
、
し
か
し
、
必
ず
し
も
陰
鬱
な
背
景
を
も

つ
て
死

者
を
喚
起
し
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
じ

む
し
ろ
、
花
田
清
輝
の
言
う
よ
う
に
、
人
は

（そ
し
て
社
会
も
）
、
死
の

瞬
間
に
、
「
ま

つ
た
く
新
し
い
心
の
状
態
に
陥
る
」
暑
鈷
乱
の
論
理
し

の
で

あ
り
、
「橋
梁
抄
」
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
の

「橋
は
人
類
の
抑
制
し
が
た
き
心
を

示
す
記
念
碑
で
あ
る
」
（
ス
タ
イ
ン
マ
ン
）
と

い
う
言
葉
が
語

っ
て
い
る
と

お
り
、
岡
本
は
、
「
橋
」
を
前
景
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
戦
時
下
に
お
け

る
あ
ら
た
な
詩
の
可
能
性
と
積
極
性
を
発
見
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
歴
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
に
お
け
る

「橋
」
と
人
間
社
会
と
の
構

造
的
な
関
係
を
、
詩
に
よ

っ
て
再
現
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
こ

『文
化
組
織
一
に
掲
載
さ
れ
、
の
ち

一檻
複
の
旗
」
の

「
橋
梁
抄
」
に
収

め
ら
れ
た

「
古

城

橋
」
に
は
、
今
）
れ
は
も
う
道
の
延
長
で
は
な
い
／
厳

め
し
く
立
ち
塞
が
つ
た
封
建
の
防
塁
だ
》
と
あ
り
、
「
た
め
い
き
ば
し
」
に

は

《
専
制
と
陰
謀
と
叛
逆
と
／
く
ら

い
ロ
ー
マ
ン
ス
の
象
徴

》ヽ
と
あ
る



ま
た
、
「橋
梁
僧
団
」
は
、
法
外
な
橋
銭
を
取
る
狡
猾
な
僧
団
に
つ
い
て
の

解
説
的
散
文
詩
で
あ
る
ｃ

こ
う
し
た
詩
作
品
に
中
世
の
封
建
的

・
宗
教
的
権
力
の
暴
力
性
を
露
呈
さ

せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
ｃ
こ
れ
ら
の

橋
梁
詩
は
、
眼
前
の
現
実
と
日
常
生
活
―
―
自
己
、
民
衆
、
運
動
、
都
市
な

ど
こ
れ
ま
で
岡
本
が
焦
点
を
合
わ
せ
て
き
た
題
材
―
―
を
、
従
来
の
詩
言
語

に
よ

っ
て
は
ほ
と
ん
ど
表
現
し
え
な
く
な

っ
た
客
観
的
情
勢
の
も
と
で
成
立

し
た
も
の
で
あ
り
、
『夜
の
機
関
車
』

の
手
法
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
ア

レ
ゴ
リ
ー
に
よ

っ
て
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
お
よ
び
近
代
文
明
の
断
面
を
捉
え

よ
う
と
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
ｃ
た
だ
し
そ
れ
は
、
「
大
東
亜
共
栄
圏
」

と
い
う
巨
大
な
蜃
気
楼
の
中
で
、
幻
灯
機
を
用
い
る
に
等
し
い
道
化
じ
み
た

積
極
性
で
も
あ
る
。
そ
の
幻
影
に
自
家
中
毒
す
れ
ば
、
両
者
の
境
界
は
瞬
時

に
消
え
失
せ
る
だ
ろ
う
ｃ

「
橋
梁
詩
集

（四
こ

の
中
の

「
歴
史
」
で
は
、
《
―
―
歴
史
と
は
橋
を
架

け
る
こ
と
だ
／
映
画

「
マ
レ
ー
戦
記
」
で
我
が
工
兵
の
架
橋
作
業
を
見
な
が

ら
、
ふ
と
そ
ん
な
言
葉
が
浮
ん
だ
》
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
い
か
な

る
皮
肉
や
風
刺
も
見
ら
れ
な
い
´
そ
の
こ
と
は
ま
だ
し
も
、
詩
人
の
想
像
力

が
映
画
の
映
像
イ
メ
ー
ジ
に
完
全
に
侵
犯
さ
れ
て
い
る
点
は
致
命
的
で
あ

フ
０

（
ヽま

た
同
じ

「
橋
梁
詩
集

（四
こ

中
の

「
証
明
」
で
は
、
《
橋
の
壊
れ
た
あ

と
に
は
／
き
つ
と
前
よ
り
立
派
な
橋
が
で
き
る
／
き
つ
と
前
よ
り
強
く
て
美

し
い
や
つ
が
／
１
１
文
化
の
破
壊
恐
る

ヽ
に
足
ら
ず
―
》
と
歌
わ
れ
て
い

る
。
「
橋
」
の
崩
壊
を

「
文
化
の
破
壊
」
と
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
拙
劣
さ
も

岡
本
潤
の
戦
中

・
戦
後

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
橋
」
＝
「
文
化
」
と

い
う
ど
こ
ま
で
も
此
岸
的
な
対
応

関
係
に

「橋
」
を
押
し
込
め
よ
う
と
し
た
結
果
、
「
橋
」
に
文
明
の
暴
力
性

を
象
徴
さ
せ
て
い
た

「
古
城
橋
」
な
ど
と
比
べ
て
も

い
か
に
も
見
劣
り
す

Ｚの
Ｃ同

時
に
こ
れ
に
は
改
編
問
題
も
加
わ
る
ｃ
『檻
複
の
旗
』

へ
の
収
録
に
あ

た

っ
て
は
、
タ
イ
ト
ル
を

「
ぞ
ｏ３
４
・２
３
」
と
改
題
し
た
上
で
、
最
終

行
の
決
然
主
義
的
強
弁
が

《
こ
こ
か
ら
―
》
と
い
う
戦
後
的
か
け
声
に
置
き

換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（第
五
詩
集

『橋
』
に
は
収
録
さ
れ
な
か

っ

た
）ｃし

か
し
、
こ
う
し
た
記
号
性
の
喪
失
が
、
す
べ
て
の
詩
で
同
じ
速
度
で
進

行
し
た
わ
け
で
は
な
い
ｃ
『文
化
組
織
』
に

「橋
」
の
詩
を
連
載
し
た
後
の

作
品

「
早
春
挽
歌
」
ミ
文
化
組
織
』

一
九
四
三
年
四
月
）
で
は
、
友
人
の

《彼
》
が
死
ん
で
、
《
僕
》
は

《
橋
の
た
も
と
》
で
バ
ス
を
降
り
る
と
火
葬
場

へ
と
向
か
う
。
《彼
》
は
、
２

年
以
上
病
床
に
あ
り
／
す
で
に
不
治
の
宣
告

を
受
け
て
》
お
り
、
《
断
続
す
る
肉
体
の
苦
痛
と
／
精
神
の
反
転
に
悩
ん
で

ゐ
た
》
が
、
《
つ
ひ
に
苦
痛
の
終
る
時
が
来
た
》
の
で
あ
る
ｃ
《
彼
》
と
は
、

何
で
あ
ろ
う
か
ｃ
そ
れ
は
、
《
不
治
の
官
一告
》
を
す
で
に
受
け
て
い
た
ア
ナ

キ
ズ
ム
か
、
詩
人
の
衿
持
か
、
あ
る
い
は

「痛
覚
」
そ
の
も
の
か
ｃ
ｌ
ｌ
こ

の
詩
は
、
擬
人
法
に
よ
っ
て
戦
時
下
の
崩
壊
感
覚
を
歌
っ
た
す
ぐ
れ
た

一
篇

と
な
っ
て
い
る
ｃ

こ
れ
に
つ
づ
く
、
同
年
六
月
号
の

『文
化
組
織
』
に
掲
載
の

「
桜
花
断

唱
」
で
は
、
無
数
の
橋
が
渡
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
掘
割
で
、
《
長
堤
に
桜
は

満
開
だ
が
、
／
花
を
見
る
人
な
し
》
と
、
「無
人
」
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
ｃ

八
九



そ
ば
で

《
橋
番
の
お
や
ぢ
が
大
き
な
欠
岬
》
を
す
る
が
、
こ
れ
は

「
無
人
」

を
強
調
す
る
た
め
の
換
喩
的
技
法
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

同
本
の
詩
世
界
―
―
少
な
く
と
も
そ
の
公
表
さ
れ
た
も
の
―
―
か
ら
は
、

現
実
の
人
々
が
し
だ
い
に
姿
を
消
し
、
生
活
の
気
配
が
消
え
て
い
た
。
そ
れ

は

「
橋
」
で
は
徹
底
し
た
表
現
の
形
に
な
り
、
そ
の
―
で
、
現
実
の
開
塞
を

打
破
す
る
た
め
の
あ
ら
た
な

「
歴
史
」

へ
の
架
橋
に
参
加
す
る
と
い
う
彼
岸

的
イ
メ
ー
ジ
が
躊
躇
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
）

二
ヶ
月
後
の
詩
で
は

《
あ
ら
ゆ
る
卑
小
な
も
の
が
圧
倒
さ
れ
、
／
け
ち
く

さ
い
人
間
感
情
の
蹂
躙
さ
れ
る
快
感
》
烏
戦
車
行
し

と
な
り
、
同
年
十
月

に
は
、
《
わ
れ
ら
民
族
の
血
と
運
命
を
賭
け
る
／
海
の
闘
ひ
は
陸
の
闘
ひ
に

つ
づ
く
》
と

い
う

「
協
力
詩
」
―
―

「
世
界
地
図
を
見

つ
め
て
ゐ
る
と
」

ミ
辻
詩
集
』
収
録
）
が
出
現
す
る

）^
冒
頭
に
引
用
し
た

「
生
き
て
ゐ
る
人

柱
」
亀
詩
集
　
大
東
亜
』

一
九
円
四
年
十
月
）
は
こ
の
あ
と
に
つ
づ
く

）́

「
協
力
詩
」
は
、
こ
の
と
き
突
然
に
噴
出
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、

「墓
場
」

へ
の
時
間
―
―
死
者
あ
る
い
は
死
に
つ
つ
あ
る
も
の
と
戯
れ
合
う

「追
悼
」
「
葬
送
」
の
時
間
―
―
を

「橋
」
と
い
う
空
間
に
よ

っ
て
置
き
換
え

た
と
き
に
、
す
で
に
そ
れ
は
始
ま

っ
て
い
た

．
残
さ
れ
て
い
た
最
後
の
詩
言

語
は
、
生
死
を
超
越
し
て

「
歴
史
」
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
人
柱
的

「自
己

犠
牲
」
の
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ

っ
て
泉
奪
さ
れ
た
の
で
あ
る
ｔ

＊

一
九
四
四
年
に
な
る
と
、
企
業
整
備
に
よ
る
雑
誌
の
統
廃
合
が
進
め
ら

れ
、
さ
ら
に

一
九
四
五
年
に
入

っ
て
本
格
的
な
本
土
空
襲
が
始
ま
る
と
、
わ

ず
か
に
生
き
残

っ
て
い
た
雑
誌
も
体
刊
や
大
幅
な
発
行
遅
延
を
余
儀
な
く
さ

九
〇

れ
た
ｃ
岡
本
は

『新
潮
』
に

「鋼
鉄
の
虹
」
な
ど
を
送
っ
て
い
る
が
、
同
誌

は
二
月
号
を
最
後
に
休
刊
し
て
し
ま

っ
た
。
別
の
雑
誌
で
は
、
依
頼
は
が
き

が
締
め
切
り
後
に
届
く
こ
と
も
あ

っ
た
ｃ

そ
う
し
た
空
襲
下
の
状
況
の
中
で
、
同
本
は
、
創
作
意
欲
の
昂
ま
り
を
み

せ
て
い
た

〉^
『檻
複
の
旗
」

の

「
焦
土
抄
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
―
―

「
鳩
」
「
塔
」
「銅
鉄
の
虹
」
「
消
え
る
焦
土
」
「
早
春
」
「廃
墟
」
―
―
は
、
こ

の
時
期
の
作
品
で
あ
る
）
並
行
し
て

「橋
」
の
詩
も
い
く
つ
か
つ
く
ら
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
．

時
代
は
下
っ
て
、　
一
九
六
九
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た

一日
本
反
戦
詩
集
』

に
は
、
「
反
戦
詩
」
と
し
て
日
本
の
詩
が
二
篇
入

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
焦

土
詩
篇
の
中
の

「
鳩
」
と

「鋼
鉄
の
虹
」
で
あ

っ
た

同
書
の

「
例
言
」
に
は
、
「
日
本
の
反
戦
詩
を
集
大
成
し
た
」
と
あ
り
、

し
か
し
、
「
せ
ま
い
意
味
で
の

「
反
戦
詩
」
に
限
定
し
な
い
」
と
あ
る
か
ら
、

何
ら
反
戦
的
で
な
い

「
鳩
」
「
鋼
鉄
の
虹
」
の
二
篇
は
、
最
終
的
に
広
い
意

味
で
の
反
戦
―
―

「厭
戦
、
戦
争
批
判
、
平
和
へ
の
訴
え
な
ど
」
―
―
に
適

合
す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
こ

「鳩
」
の
場
合
、
《
早
春
の
風
、
キ
ナ
く
さ
く
寒
し
》
と
い
う
末
尾
の
独
語

調
が
多
少
厭
戦
的
で
は
あ
る
し
、
廃
墟
の
中
に
焼
け
残

っ
た
鉄
橋
の
た
く
ま

し
さ
を

《
わ
が
夢
／
わ
が
彼
岸

へ
の
意
志
／
力
と
優
美
と
／
青
春
の
象
徴
と

科
学
の
設
計
》
と
歌

っ
た

「鋼
鉄
の
虹
」
に
は
、
文
化
再
建

へ
の
希
求
が
読

み
取
れ
な
く
も
な
い

し
か
し
、
「
彼
岸

へ
の
意
志
」
と

い
う

ニ
ー
チ

ェ
的
な
言
葉
は
、
あ
の

「生
き
て
ゐ
る
人
柱
」
に
も
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

っ
て
、
創
作
時
の
本



上
決
戦
間
近
の
状
況
下
で
は
時
局
に
寄
り
添
う
も
の
と
受
け
取
ら
れ
て
も
仕

方
な
い
ｃ

岡
本
は
戦
時
下
に
書

い
た

「
鳩
」
「
鋼
鉄
の
虹
」
に
お
い
て
、
日
本
の
支

配
層

へ
の
憎
悪
を
か
い
ま
見
せ
る
こ
と
も
、
焼
け
跡
に
生
き
る
人
々
の
姿
を

あ
り
の
ま
ま
に
描
写
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
協
力
詩
で
も
抵

抗
詩
で
も
な
く
、
か
す
か
な

「
厭
戦
」
の
空
気
―
―
し
た
が

っ
て

「
戦
後
」

に
お
い
て
は
詩
人
の
内
部
的

「
抵
抗
」
の
所
在
証
明
と
い
え
な
く
も
な
い
も

の
―
―
が
た
だ
よ
う
程
度
で
あ
る
ｃ
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
運
命
的
な
崩
壊
の

流
れ
の
中
に
立
ち

つ
く
す

「
私
」
で
あ

っ
て
、
焦
上
の
中
で
生
き
る
民
衆
で

も
、
大
混
雑
の
電
車
に
も
ま
れ
て
空
襲
下
を
命
が
け
で
通
勤
す
る
岡
本
自
身

の
姿
で
も
な
い
ｃ

「焦
上
抄
」
の

「
塔
」
と

「
歴
史
の
中
の
／
消
え
る
焦
土
」
も
ま
た

「
無

人
」
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
な
い
。
「
塔
」
は
、
焼
け
残

っ
た
上
野
寛
永
寺

の
五
重
塔
を
遠
望
す
る
光
景
で
あ
り
、
「
歴
史
の
中
の
／
消
え
る
焦
土
」
は
、

焼
け
跡
に
立

つ

「
私
」
か
ら
風
景
が
失
わ
れ
葦
原
に
変
貌
す
る
詩
で
あ
る

（前
述
ヽ

一
九
四
七
年
の

『檻
複
の
旗
』

の
読
者
は
、
当
然
、
「
戦
後
」
の
文
脈
の

中
で
、
人
間
の
愚
か
な
争

い
を
よ
そ
に
エ
サ
を
つ
い
ば
む
鳩
や
、
業
火
を
耐

え
抜
い
て
屹
立
す
る

「
塔
」
や

「
橋
」
の
姿
に
、
〈文
化
）
あ
る
い
は

〈人

間
）
の
回
復
を
読
み
取
る
よ
う
う
な
が
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
か
な

る
回
復
の
予
兆
も
あ
り
得
な
い

一
九
四
五
年
の
春
に
お
い
て
は
ど
う
だ

っ
た

か
。日

本
は
二
月
二
十

一
日
の

『戦
中
戦
後
Ｈ
記
』
に

「硫
黄
島
総
突
撃
と

い

岡
本
潤
の
戦
中

・
戦
後

ふ
報
道
が
あ
つ
た
と
聞
く
」
と
書
き
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
頃
は
、
日
本
の

生
活
圏
が
刻
々
と
焦
土
化
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
ｃ
彼
は
こ
の
と
き
日
々
の

日
常
生
活
も
、
映
画
の
仕
事
も
、
廃
墟
の
民
衆
の
姿
も
歌
わ
な
か

っ
た
こ
と

い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
詩
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
る
言
葉
を
す
で
に
持
ち

合
わ
せ
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
前
に
広
が
る
世
界
は
す
で
に
焼
き

払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
空
襲

・
焦
土
は
む
し
ろ
そ
れ
に
形
を
与
え
た

に
過
ぎ
な
か

っ
た
ｃ
も
し
、
「
戦
後
」
の
読
者
が
、
そ
こ
に
何
か
の
兆
し
を

読
み
取
り
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「私
」
と

「世
界
」
を
架
橋
す
る
も
の

の
、
か
ろ
う
じ
て
焼
け
残
さ
れ
て
い
た
残
津
で
あ
る
ｃ

焼
け
残
さ
れ
た
そ
れ
は
外
延
を
欠
い
た
む
き
出
し
の

〈存
在
〉
と
し
て
立

ち
つ
く
し
て
い
る
ｃ
現
実
は
、
ふ
た
た
び
歴
史
の
彼
岸
を
め
ざ
す
な
ど
と
い

え
た
状
態
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
あ
る
方
向
か
ら
見
れ
ば
輝
い

て
み
え
も
す
る
。
つ
ま
り
そ
の
姿
は
、
悲
劇
的
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
上
な

く
滑
稽
で
あ
り
、
ま
た
力
強
く
も
あ
る
が
、
焼
け
跡
の
壁
に
書
か
れ
た

「絶

対
必
勝
」
の
標
語
と
同
じ
く
虚
し
い
．
そ
れ
と
は
、
言
葉
を
奪
わ
れ
、
今
ま

た
現
実
の
焼
け
跡
に
立
た
さ
れ
た
日
本
の
詩
で
あ
る
．
詩
そ
の
も
の
を

「焼

け
残
し
」
＝
「
死
の
余
り
も
の
」
と
し
て
示
す
こ
と
こ
そ
の
あ
ま
り
に
凡
庸
な

る
詩
は
、
改
作

・
改
編
と
は
違
う
や
り
方
で
、
戦
中
と
戦
後
を
ま
た
い
で
い

る
の
で
あ
る
．四

　
恥

戦
時
下
の
岡
本
は
、

一
九
四
二
年
に
企
業
統
制
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
大

九

一



日
本
映
画
製
作
株
式
会
社

「
大
映
」
の
東
京
第
二
撮
影
所

（多
摩
川
撮
影

所
）
に
勤
め
て
い
た
。
彼
は
空
襲
下
の

一
九
四
五
年
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、

そ
し
て
敗
戦
の
日
に
も
電
車
通
勤
を

つ
づ
け
、

一
九
五
〇
年
九
月
に
レ
ッ
ド

・
パ
ー
ジ
で
馘
首
さ
れ
る
ま
で
の
八
年
間
、　
二
貝
し
て
大
映
社
員
で
あ
り

つ

づ
け
た

秋
山
清
は

「
孤
立
の
悲
し
み
に
つ
い
て
　
戦
時
と
戦
後

へ
の
回
想
」
エ
コ

ス
モ
ス
』

一
九
五
〇
年
二
月
）
の
な
か
で
、
「
協
力
詩
」
と

「
仕
事
」
「
生

活
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
　
要
約
整
理
し

つ
つ
引
用
す
る

と
、
コ
同
本
は
〕
仕
事
そ
の
も
の
が
徴
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
映
画
会
社
に

在
る
も
の
と
し
て
又
多
少
知
ら
れ
た
社
会
主
義
的
詩
人
と
し
て
、
沈
黙
す
ら

許
さ
れ
な
い
事
情
」
が
あ

っ
て
、
ま
た
同
時
に
、
「
働
か
ね
ば
食
え
な
か
つ

た
」
事
情
も
あ

っ
た
。
も
し
、
「
疎
開
生
活
が
可
能
だ

つ
た
ら
壺
井
も
同
本

も
小
野
も
恥
つ
さ
ら
し
の
こ
と
を
書
か
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
、
ど
の
よ
う
に

彼
ら
の
魂
が
苦
し
ん
だ
か
は
想
像
出
来
る
≒

し
か
し
、
い
か
に
個
人
的
事

情
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
「
わ
れ
わ
れ
の
敗
北
を

一
層
国
民
の
前
に
印
象
づ

け
」
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
「
日
本
の
文
化
の
敗
北
を

一
層
鮮
明
に
し
た

と

い
う
責
任
は
今
も
消
え
な
い
」
の
で
あ
る
．
つ
ま
り
、
個
人
的
事
情
と
社

会
的
責
任
は
別
だ
と
い
う
極
め
て
ま

っ
と
う
な
批
判
で
あ
る
こ

と
こ
ろ
が
、
同
本
潤
が
戦
中
に
味
わ

っ
た

「魂
」
の
苦
悩
は
、
秋
山
の
指

摘
と
は
少
し
ず
れ
た
所
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
．
一戦
中
戦
後
Ｈ
記
』

の

一

九
四
五
年
五
月
二
十
三
日
の
項
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
ｃ

一満
洲
詩
人
一
第
二
十
三
輯
、
文
報

〔
日
本
文
学
報
国
会
〕
か
ら

九
二

「特
攻
隊
顕
彰
の
歌
」
を
献
納
せ
よ
と
い
つ
て
く
る
。
さ
う

い
ふ
歌
は

書
け
な
い
ｃ
（中
略
）
映
画
の
仕
事
は
念
頭
か
ら
払
拭
し
た
い
と
思
ひ

な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
本
を
読
ん
で
ゐ
る
途
中
で
ち
ら
つ
き
、
純
粋
な

思
考
を
さ
ま
た
げ
る
．
そ
れ
と
ま
た
絶
え
ま
な
い
空
腹
感
だ

）^
（中
略
）

何
に
し
て
も
昨
今
、
腹
ば
か
リ

ヘ
ら
し
て
ゐ
る
）
そ
し
て
だ
ん
ノ
ヽ
物

を
考

へ
る
力
が
失
せ
て
ゆ
く
や
う
で
情
け
な
い
）
創
作
慾
も
お
こ
ら
な

い
。
闘
争
心
を
ふ
る
ひ
た
て
な
け
れ
ば
ダ
メ
に
な
る

一
方
だ
こ

こ
こ
で

「満
洲
詩
人
』

の
依
頼
を
は

っ
き
り
断
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

日
本
の
中
に
は
、
「
さ
う

い
ふ
歌
」
と
さ
う
で
な
い
歌
と
の
区
別
が
存
在
し

て
い
る
か
ら
だ
ｃ
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
れ
は
彼
が

「
協
力
詩
」
と
今
日

我
々
が
呼
ぶ
詩
を
書

い
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
た
証
明
に
は
な
ら
な

い
．
「
特
攻
」
の
歌
を
書
け
な
い
と
い
う
詩
人
は
、
半
年
前
に
は
さ
か
ん
に
、

《
東
洋
の
東
洋
／
亜
細
亜
の
亜
細
亜
を
取
戻
す
た
め
／
わ
れ
ら
の
同
胞
は
多

量
の
鮮
血
を
流
し
、
／
わ
れ
ら
も
決
然
、
日
常
茶
飯
を
戦
の
場
と
す
る

０

３
在
り
し
日
の
中
国
の
詩
人
達
に
し

と
歌

っ
て
い
た
こ
こ
れ
が
そ
の
ま
ま

「特
攻
隊
顕
彰
の
歌
」
の

一
節
で
あ

っ
て
も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
．^

他
方
、
有
の
引
用
で
は
、
「
映
画
の
仕
事
」
に
邪
魔
さ
れ
、
さ
ら
に
慢
性

的
な
空
腹
で
思
考
力
　
創
作
欲
が
減
退
し
て
い
る
こ
と
が
嘆
か
れ
て
い
る
、́

こ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
対
象
に
対
す
る
線
引
き
は
あ

っ
て
も
、
こ

の
現
実
の
中
で
詩
を
書
き
う
る
こ
と
、
詩
が
存
在
し
う
る
こ
と

へ
の
懐
疑
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
空
襲
下
、
同
本
の

「
魂
」
は
よ
り
積
極
的
な
、

切
実
な
、
現
実
把
握
と
表
現
を
目
指
し
て
苦
悩
し
て
い
た

．



此
頃
詩
が
書
け
な
い
の
は
現
象
に
負
け
て
ゐ
る
や
う
で
情
な
い
ｃ
杜

南
が
あ
の
戦
禍
と
窮
迫
の
中
で
切
実
な
詩
を
た
く
さ
ん
書
き
の
こ
し
て

ゐ
る
の
か
ら
考

へ
て
、
不
甲
斐
な
く
思
ふ
ｃ
詩
は
ぜ
ひ
書
か
ね
ば
と
思

ふ
ｃ
自
然
発
生
を
待

つ
な
ど
と
い
ふ
の
は
遁
辞
だ
ｃ
意
志
的
に
抵
抗
面

を
強
め
て
書
か
ね
ば
と
思
ふ
。
ど
う
も
現
象
に
押
さ
れ
て
ふ
や
け
て
ゐ

る
や
う
だ
ｃ
し
つ
か
リ
ネ
ヂ
を
巻
か
ね
ば
な
ら
ぬ
ｃ
詩

へ
の
意
慾
も
失

せ
る
や
う
で
は
生
き
て
る
甲
斐
も
な
い
と
思
ふ
ｃ
自
分
に
抵
抗
力
の
あ

る
こ
と
の
証
明
は
作
詩
以
外
に
は
な
い
こ
形
而
下
の
慾
望
に
ば
か
り
と

ら
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
恥
あ
れ
だ
ｃ

島
戦
中
戦
後
日
記
』

一
九
四
五
年
七
月
二
十
六
日
）

こ
こ
で
の

「抵
抗
」
は
、
戦
争
が
日
常
と
な
り
、
感
覚
が
鈍
磨
し
て
い
る

現
状
に
対
す
る
意
識
の
覚
醒
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
ｃ
「
迎
合
」
「
協
力
」
、

あ
る
い
は

「
闘
争
」
「
抵
抗
」
の
線
引
き
は
、
「
戦
後
」
的
な
視
点
か
ら
は
容

易
に
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
て
、
右
の

『日
記
』
に
あ
る
よ

う
な

「抵
抗
」
の
心
理
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
戦
後
の
回
想
か
ら
は
払
拭
さ

れ
て
し
ま

っ
て
い
る
．

た
と
え
ば

一
九
六
九
年
の
岡
本
の
感
想

「雑
談

一
束
」
昌
未
来
』

一
九
六

九
年

一
月
）
で
は
、
「
太
平
洋
戦
争

へ
と

つ
づ
く
天
皇
制

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
強

圧
下
に
、
ぼ
く
が
挫
折
感
や
屈
辱
感
を
も

っ
て
、
ど
の
よ
う
に
み
っ
と
も
な

く
、
よ
ろ
め
き
な
が
ら
生
き
て
き
た
か
―
―
そ
の
日
そ
の
日
を
過
ご
す
た
め

に
、
仮
面
を
か
ぶ
つ
た
り
、
当
面
を
糊
塗
し
た
り
、
ス
テ
バ
チ
に
な

っ
た

り
、
と
き
に
は
ず
う
ず
う
し
く
構
え
た
り
し
て
、
（中
略
）
弁
明
で
も
な
く
、

日
本
潤
の
戦
中

・
戦
後

ザ
ン
グ
で
も
な
く
、
居
直
り
で
も
な
く
、　
一
個
の
客
体
と
し
て
あ
つ
か
う
こ

と
が
も
し
で
き
れ
ば
、
か
つ
て
吉
本
隆
明
や
武
井
昭
夫
ら
が
提
起
し
た

「文

学
者
の
戦
争
責
任
」
の
問
題
に
も
、
あ
る
程
度
は
こ
た
え
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
ひ
た
す
ら
に
謙
虚
に
構
え
る
姿
を
見
せ
て
い

Ｚ一
Ｃ「

天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
に
屈
服
し
た
こ
と
の

「
挫
折
」
と

「
屈
辱
」
の

告
白
ｃ
こ
れ
を
疑
う
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
敗
者

が
装
う
潔
さ
に
も
似
て
い
る
し
、
自
己
客
体
化
な
ど
と
て
も
で
き
な
い
お
の

れ
の
運
命
を
ど
こ
か
突
き
放
し
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
ｃ
事
実

―
―
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
―
―
彼
は
戦
時
下
の
よ
ろ
め
き
　
挫
折
を
書

く
機
会
を
た
び
た
び
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
な
し
え
な
か

っ
た
。

一
九
五
五
年
に
、
吉
本
隆
明
は
岡
本
に
対
し
、
「
自
己
の
内
部
の
世
界
を

現
実
と
ぶ
つ
け
、
検
討
し
、
理
論
化
し
て
ゆ
く
過
程
」
を
見
せ
ろ
と
迫

っ
て

い
た
ｃ
そ
の
批
判
は
、
辛
辣
だ

っ
た
ｃ
吉
本
に
よ
れ
ば
、
同
本
は

「
反
封
建

的
」
な
詩
人
で
、
彼
の

「
戦
争
期
に
お
け
る
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
な
立
場
」
は
、

「
そ
の
骨
格
を
か
え
ず
に
、
た
だ
ち
に
フ
ア
シ
ズ
ム
理
論

へ
移
行
で
き
る
」

（六
三
頁
）
特
徴
を
持

っ
て
い
る
と

い
う

．^
そ
れ
は
、
岡
本
が
最
初
か
ら
反

封
建
的
擬
フ
ア
シ
ス
ト
だ

っ
た
と
言

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
同
本

は
真
塾
に
応
ず
べ
き
も
の
と
受
け
取

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
こ

そ
の
翌
年

一
九
五
六
年
に
、
吉
本
　
岡
本
に
花
田
清
輝
を
加
え
た
三
者
の

座
談
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
花
田
は
、
作
品
に
は

「
歴
史
的
な
条

件
」
■
ハ
四
頁
）
が
あ

っ
て
、
作
者
は

「
堂
々
と
自
己
弁
護
し
て
も

い
い
」

と
言

っ
た
が
、
岡
本
は
、
「
作
品
自
体
が
自
立
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に

九
三



「自
己
弁
護
」
を
拒
否
し
て
い
る
ｃ

吉
本
ら
の
戦
争
責
任
批
判
に
た
い
し
て
、
弁
明
　
懺
悔

・
居
直
り
を
せ
ず

に
応
答
す
る
義
務
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
岡
本
は
、
し
か
し
、
ま
さ
に
そ

の
誠
実
さ
あ
る
い
は
潔
さ
ゆ
え
に
、
自
己
の
戦
時
下
の
記
憶
を

「
戦
後
」
的

戦
争
責
任
批
判
の
言
説
に
よ

っ
て
上
塗
り
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
、　
一
九
四
七
年
―
―
同
本
の
共
産
党
人
党
前
後

―
―
に
開
か
れ
た
座
談
会

「
近
代
詩
を
語
る
会
」
ユ
コ
ス
モ
ス
』

一
九
四
七

年
五
月
）
に
お
い
て
、
秋
山
清
は
、
コ

番
あ
れ
を
恥
し
が
つ
て
い
る
の
は

壺
井
と
同
本
だ
と
思
う
．
た
つ
た

一
つ
か
二
つ
の
こ
と
だ
が
」
と
発
言
し
て

協
力
詩
の
責
任
問
題
に
言
及
し
た
＾
し
か
し
こ
の
と
き
の
日
本
は
、
「
恥
し

が

つ
て
は
い
な
い
よ
」
と
答
え
を
返
し
て
い
る
＾
す
る
と
、
秋
山
は
即
座

に
、
「
う
そ
を
い
う
な

）^
恥
し
が
つ
て
ゐ
な

い
つ
た
つ
て
あ
れ
は
、
や
は
り

失
敗
だ
と
思
う
」
と
断
言
し
て
い
た
の
で
あ
る

同
本
の
答
弁
に
は
強
が
り
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
　
と
は
い
え
、
フ
ァ

シ
ズ
ム
に

「
屈
服
」
し
た
も
の
と
し
て
自
己
を
語
る
そ
の
語
り
は
、
協
力
詩

を

「
恥
」
と
し
な
い
こ
と
を

「
う
そ
」
だ
と
す
る
言
説
よ
り
も
あ
と
か
ら
立

ち
上
が

っ
て
く
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
．́
戦
争
責
任
批
判
は
起
源
を
作
り
だ

し
、
「
屈
服
」
、
「
恥
」
、
「
屈
辱
」
、
「
弁
明
」
、
「
自
己
批
判
」
と

い
っ
た
記
憶

の
歴
史
化
を
引
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
、

秋
山
や
吉
本
の
批
判
は
倫
理
的
に
真

っ
当
で
あ
り
、
岡
本
は
そ
の
非
を
受

け
入
れ
る
し
か
な
い
よ
う
だ
．
し
か
し
、
フ
ア
シ
ズ
ム
ヘ
の

「協
力
」
そ
の

も
の
は
、
「挫
折
」
や

「
屈
辱
」
を
は
ら
む
な
し
く
ず
し
で
あ

っ
た
に
せ
よ
、

九
四

そ
れ
は

「
恥
」
や

「
恥
ず
か
し
さ
」
と
す
ぐ
さ
ま
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
後
も
、
詩
に
対
す
る
率
直
　
素
朴
な
信
頼

（詩
人
は
詩
を
書
け

な
け
れ
ば
死
ん
だ
も
同
然
だ
）
、
現
実
と
の
積
極
的
な
交
渉

（現
象
に
押
さ

れ
て
は
い
け
な
い
、
闘
う
の
だ
）
と

い
っ
た
従
来
の
文
学
　
芸
術
で
ほ
と
ん

ど
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
価
値
は
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
´
「協

力
詩
」
は
詩
人
の
ま
さ
に
そ
う
し
た
衿
持
や
自
負
に
根
を
く
い
こ
ま
せ
、
利

用
し
た
の
で
あ
る
．

五
　

永ヽ
遠
の
戦
後

戦
時
下
に
現
れ
た
同
本
潤
の
詩
の
二
つ
の
傾
向
―
―
焦
土
詩
篇
と
橋
梁
詩

篇
―
―
は
、
と
も
に
詩
人
が
、
そ
れ
ま
で
書
く
べ
き
／
歌
う
べ
き
対
象
と
し

て
き
た
も
の
を
喪
失
し
た
な
か
で
制
作
さ
れ
た
＾
岡
本
は
、
開
ざ
さ
れ
て
い

く
現
実
を
、
遅
延
さ
れ
た

「
死
」

へ
の
時
間
と
し
て
直
接
的
に
歌
う
代
わ
り

に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の

「
橋
」
を
歌

っ
た
の
で
あ
る
．^
し
か
し
、
そ
の

「橋
」
こ
そ
が
陥
穿
で
あ

っ
た
。
民
衆
の
前
に
立

つ
詩
人
と
し
て
の
積
極
性

に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
過
酷
さ
を
ま
す
日
常
生
活
の
な
か

で
侠
気
を
あ
お
ら
れ
た
た
め
か
、
同
本
は
、
『
マ
レ
ー
戦
記
』
の
映
像
を
足

が
か
り
に
架
橋

＝
歴
史
建
設
と
い
う
安
易
な
連
想
を
得
て
、
決
然
主
義
の
側

へ
一
歩
を
踏
み
出
し
て
し
ま
う

（「歴
史
し

実
は
、
「
生
き
て
ゐ
る
人
柱
」
の
出
来
事
も
ま
た
、
戦
後
改
作
版
に
言
及

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時

ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
よ
っ
て
流
布
宣
伝
さ
れ
て
い

た
。
映
画
に
関
係
し
て
い
た
岡
本
は
、
皮
肉
に
も
、
そ
れ
ら
の
映
像
イ
メ
ー



ジ
に
よ
っ
て
、
「協
力
詩
」
へ
の
跳
躍
を
重
ね
た
の
で
あ
る
ｃ

一
方
、
焦
上
詩
篇
は
、
空
襲
に
よ

っ
て
生
じ
た

「焦
上
」
を
歌
う
こ
と

で
、
す
で
に
消
失

（焼
失
）
し
て
い
た
詩
人
の
内
面
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え

る
も
の
と
な
っ
た
。
政
治
や
思
想
運
動
は
も
と
よ
り
、
日
常
生
活
を
送
る

人
々
の
姿
を
歌
う
に
も
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
が
、
詩

人
の
内
的
崩
壊
の
な
か
で
む
き
出
し
に
さ
れ
た
も
の
を
見
定
め
よ
う
と
す
る

か
す
か
な
兆
し
を
わ
れ
わ
れ
は
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
）

「協
力
詩
」
は
こ
れ
ら
、
橋
梁
詩
篇
の
始
ま
り

（
一
九
四
二
年
夏
）
と
、

焦
土
詩
篇
の
始
ま
り

（
一
九
四
五
年
春
）
の
間
で
書
か
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

見
て
く
る
と
、
岡
本
が
、
「
生
き
て
ゐ
る
人
柱
」
と

い
う
題
材
を
、
最
初

『詩
集
　
大
東
亜
』
（
一
九
四
四
年
十
月
）
に
協
力
詩
の
形
で
書
き
、
次
に
大

幅
に
改
編
し
て

『橋
』
に
収
め
た
こ
と
が
、
秋
山
清
の
言
う
よ
う
に
、
「詩

人
自
身
に
と

っ
て
は
ど

っ
ち
で
も
良
」
い
よ
う
な

「
必
然
さ
の
な
い
作
品
」

で
あ
っ
た
と
は
単
純
に
は
言
い
切
れ
な
い
。

「生
き
て
ゐ
る
」
兵
士
た
ち
に
よ

つ
て
架
け
渡
さ
れ
た

「橋
」
は
、
「
墓

場
」
へ
の
歌
に
か
え
て

「橋
」
を
歌
い
始
め
て
い
た
詩
人
に
と

っ
て
は
、
ま

さ
に
そ
の

「橋
」
に
よ
っ
て

〈死
〉
を
超
克
す
る
と
い
う
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的

転
回
を
与
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。
日
本
の

「詩
」
は
、
こ
の

「協
力
詩
」
を

作
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
部
か
ら
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
ｃ

岡
本
が
こ
の
詩
の
改
作
に
取
り
組
ん
だ
の
も
、
そ
こ
に
表
現
す
べ
き
何
か

が
存
在
し
て
い
る

（し
て
い
た
）
こ
と
を
彼
が
感
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
第

一
に
、
な
ぜ
か
く
も

「人
柱
」
に
触
発
さ
れ
る
の
か
を
探

求
す
る
こ
と
ｃ
第
二
に
、
な
ぜ
こ
れ
を
書
き
改
め
る
必
要
が
あ
る
か
を
説
明

岡
本
潤
の
戦
中
　
戦
後

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
あ
き
ら
か
に
し
つ
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
か

し
、
《
人
間
性
を
剥
奪
さ
れ
た
皇
軍
の
勇
士
》
と

い
う
あ
り
き
た
り
の

「
戦

後
」
的
告
発
調
の
言
葉
は
、
表
現
の
可
能
性
を
さ
ら
に
塗
り
込
め
て
し
ま

っ

た
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
の
問
題
は
、
民
衆
の
戦
争
被
害
を
告
発
す
る
こ
と
が
、
詩
人
も

ま
た
、
終
始
戦
争
の
被
害
者
で
あ

っ
た
と
い
う
自
己
被
害
者
化
に
結
び
つ
く

こ
と
で
あ
る
。
告
発
書
の
裏
側
に
そ

っ
と
添
え
ら
れ
た
み
ず
か
ら
の
被
害
届

け
。
こ
の
自
己
被
害
者
化
こ
そ
、
「
戦
後
」
の
戦
争
責
任
批
判
が
、
倫
理
的

な
問
い
か
け
の
外
側
で
行
為
遂
行
的
に
求
め
た
も
の
だ

っ
た
。
戦
争
の
歌
い

手
と
な

っ
た
こ
と
の
反
省
は
た
だ
ち
に
被
害
者
化
と
は
呼
べ
な

い
。
し
か

し
、
「
屈
辱
」
や

「
恥
」
と
し
て
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

「
協
力
詩
」
批

判
の
言
説
は
、
踊

っ
た
者
よ
り
も

「
踊
ら
せ
た
者
」
を
告
発
し
、
踊

っ
た
者

を

「
踊
ら
さ
れ
た
者
」
と
し
て
被
害
者
化
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
こ

岡
本
は
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
れ
、
「協
力
詩
」
を
書

い
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
被
害
者
を
名
乗

っ
た
こ
と
も
な
い
ｃ
し
か
し
、
協
力
詩
を
書
い
た
後
ろ

め
た
さ
や
屈
辱
と
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
同
居
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
達
成

感
や
高
揚
感
と
こ
そ
う
し
た
矛
盾
し
あ
う
感
情
の
ひ
だ
や
積
極
性
は
封
印
さ

れ
た
。
出
来
事
の
歴
史
的
重
層
性
を
均
質
化
す
る
こ
と
。
「
生
き
て
ゐ
る
人

柱
」
の
改
変
が
い
か
に
拙
劣
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
書
き
換
え
を
あ
え
て
す

る
よ
う
促
し
て
い
た
力
も
ま
た
、
戦
争
責
任
批
判
と
い
う

「戦
後
」
的
言
説

で
あ
る
ｃ

そ
れ
は
、
批
判
さ
れ
る
者
に
も
、
批
判
す
る
者
に
も
働
い
て
お
り
、
個
人

の
意
志
に
起
源
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
Ｈ
　
ハ
ル
ト
ウ
ー
ニ
ア

九
五



ン
は
、
「自
己
被
害
者
化
」
は
、
日
本
を
破
壊
に
導

い
た
戦
前
国
家
と
、
原

爆
を
落
と
し
た
ア
メ
リ
カ
と
、
こ
の
二
つ
の
加
害
者
に
よ
る
被
害
者
と
し
て

の
立
場
に
身
を
置
き
、
ア
ジ
ア
で
の
破
壊
的
行
為
の
責
任
を
逃
れ
、
「
永
遠

の
戦
後
」
を
生
き
よ
う
と
す
る
欲
望
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
た
言
説
で
あ
る
と

し
て
い
る
ｃ

そ
の
意
図
が
そ
う
し
た
責
任
回
避
に
は
な
か

っ
た
に
せ
よ
、
彼
ら
の
被
害

の
告
発
や
戦
争
責
任
批
判

（と
そ
の
受
容
）
の
議
論
は
、
言
説
の
網
の
日
の

中
で
は
、
日
米
が
ア
ジ
ア
で
の
野
蛮
な
行
為
か
ら
と
も
に
目
を
背
け
よ
う
と

す
る
欲
望
に
結
果
的
に
合
致
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
例
の
ひ
と

つ
は
、
前
掲
の

『日
本
反
戦
詩
集
一
■

九
六
九
年
）
で
あ
る
。

実
は
こ
の
詩
集
の
編
集
者
は
、
秋
山
清
と
岡
本
潤
自
身

（も
う

一
名
は
伊

藤
信
吉
）
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
戦
争
の
被
害
者

と
し
て
書
か
れ
た
詩
か
、
加
害
者

（兵
士
）
に
さ
れ
た
こ
と
の
告
発
を
通
し

て
日
本
人
が
戦
争
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
構
造
を
も

つ
詩
で
あ
る
ｃ

そ
こ
か
ら
は
、
ア
ジ
ア
の
民
衆
が
日
本
に
さ
し
向
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
恐
怖

と
憎
悪
の
視
線
が
た
く
み
に
見
え
な
く
さ
れ
て
い
る
。　
一
枚
だ
け
収
め
ら
れ

た
日
絵
写
真
が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
の
現
地
女
性
た
ち
の
恐
怖
と
絶
望
に
お

の
の
く
姿
で
あ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
ｃ
な
ぜ
そ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦

の
時
の
も
の
で
な
い
の
か
、
彼
女
た
ち
の
視
線
の
先
に
は
何
が
見
え
て
い
る

の
か
。
こ
の
詩
集
の
編
者
た
ち
は
、
加
害
と
被
害
を
同
時
に
背
負
わ
ね
ば
な

ら
な
い
は
ず
の
記
憶
を
分
断
し
、
告
発
の
言
説
に
よ

っ
て
ア
ジ
ア
の
被
害
者

と
し
て
の
日
本
人
の
姿
を
歴
史
化
し
た
の
で
あ
る
。

戦
争
協
力
を

「
恥
」
と
し
て
批
判
し
、
日
本
の
民
衆
を
戦
争
の
被
害
者
と

九
六

し
て
歌
う
こ
と
が
、
戦
中
の
記
憶
や
協
力
詩
の
ひ
だ
を
思
い
出
さ
な
い
こ
と

を
許
容
し
、
そ
れ
い
の
記
憶
が
急
速
に
か
き
消
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
貢
献
し

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
自
己
被
害
者
化
が
、
今
な
お
つ
づ
く

「
わ
れ
わ
れ
」

の
な
か
の
心
密
か
な
欲
望
―
―
な
し
崩
し
的
に

「永
遠
の
戦
後
」
を
生
き
る

こ
と
―
―
を
支
え
、
戦
争
責
任
批
判
を
介
し
て
、
そ
の
欲
望
の
隠
蔽
に
い
さ

さ
か
で
も
益
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
「
協
力
詩
」
は
今
な
お
そ
の
使
命
を

果
た
し
つ
づ
け
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い江（１
）
思
想
の
科
学
研
究
会
編

『共
同
研
究
転
向
』
（平
凡
社
、　
一
九
六

〇
年
）
に
お
け
る
秋
山
清
担
当
の
論
考

「第

一
節
ア
ナ
キ
ス
ト
」
参

昭
■

（２
）
萩
原
恭
次
郎
全
詩
集
別
冊

『萩
原
恭
次
郎
の
世
界
一
言
心
潮
社
、

一
九
六
八
年
）
ｃ

（３
）
萩
原
恭
次
郎
自
身
、　
一
九
三
五
年
十
月
に

『
コ
ス
モ
ス
』
と

い

う
人
民
戦
線
的
詩
雑
誌
を
計
画
し
、
創
刊
号
を
刊
行
し
て
い
る
。

（４
）
同
本
潤

『詩
人
の
運
命
』
（立
風
董
房
、　
一
九
七
四
年
）
三
〇
八

百
（。

（５
）
本
稿
で
は
、
日
本
文
学
報
国
会
や
、
企
業
整
備
に
よ

っ
て
誕
生

し
た
詩
雑
誌

『
日
本
詩
』
一詩
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
詩
を

「協
力

詩
」
の
第

一
の
範
疇
と
す
る
ｃ
『岡
本
潤
全
詩
集
』
（本
郷
出
版
社
、

一
九
七
八
年
）
に
よ

っ
て
判
明
す
る
限
り
を
年
次
順
に
示
す
と
、

「
世
界
地
図
を
見

つ
め
て
ゐ
る
と
」
（
日
本
文
学
報
国
会
編

『辻
詩



集
』

一
九
四
三
年
十
月
）
、
「
登
高
四
章
」
昌
詩
研
究
』

一
九
四
四
年

六
月
）
、
「燃
え
る
水
」
亀
日
本
詩
』
同
年
十
月
）
、
「生
き
て
ゐ
る
人

柱
」
（日
本
文
学
報
国
会
編

『詩
集
　
大
東
亜
』
（同
年
十
月
）
、
「在

り
し
日
の
中
国
の
詩
人
達
に
」

葛
詩
研
究
』
同
年
十

一
月
）
の
五

篇
．
岡
本
の
場
合
、
そ
の
他

の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
詩
と
比
べ
る

と
、
よ
り
意
識
的
に
国
策
に
迎
合
し
た
詩
句
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
れ
以
外

の
媒
体
の
戦
争
肯
定
詩
　
迎
合
詩
は

「
協
力

詩
」
の
第
二
の
範
疇
と
な
る
。

（６
）
以
下
断
り
な
い
限
り
、
詩
の
引
用
は
初
出
に
よ
る
ｃ

（７
）
『秋
山
清
著
作
集
Ｈ
　
ア
ナ
キ
ズ
ム
文
学
史
』

（ぱ
る
出
版
、
二

〇
〇
六
年
）
四

一
四
ヽ
八
頁
。

（８
）
た
だ
し
同
本
の
Ｈ
記

『時
代
の
底
か
ら
　
岡
本
潤
戦
中
戦
後
Ｈ

記
』

（寺
島
珠
雄
編
、
風
媒
社
、　
一
九
八
三
年
、
二
三
六
頁
）
に
よ

れ
ば
こ
の
雑
誌
が
岡
本
の
手
元
に
届
い
た
の
は
同
年
八
月
三
十
日
ｃ

以
下

『戦
中
戦
後
日
記
』
と
記
す
。
日
記
の
範
囲
は
、　
一
九
四
四
年

三
月
～
六
月
、　
一
九
四
五
年

一
月
～
十
二
月
、　
一
九
四
六
年
三
月

四
月
。

（
９
）
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
　
モ
ダ
ン
都
市
文
化
第
５９
巻
　
ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
』
（ゆ
ま
に
書
一房
、
二
〇

一
〇
年
）
所
収
復
刻
版
を
参
照
し
た

）^

（
１０
）
初
出
の

「夜
汽
車

一
『現
代
詩
人
集
』

二

九
四
〇
年
十
月
）
を

改
題
　
改
訂
。
そ
こ
で
は
、
舎
７
を
う
し
な
ひ
、
夢
を
も
と
め
／
く

ろ
い
噴
野
を
さ
ま
よ
ひ
／
鉄
橋
を
と
び
こ
え
／
ト
ン
ネ
ル
の
壁
を
這

ひ
／
む
か
ふ
の
山
で
吐
息
を
つ
い
て
ゐ
る
》
と
な

っ
て
い
る
。

岡
本
潤
の
戦
中
　
戦
後

（Ｈ
）
で
化
田
清
輝
全
集
』
第
二
巻

（講
談
社
、　
一
九
七
七
年
）

一
六

頁
。

（
‐２
）
『文
化
組
織
』

一
九
四
二
年
八
月
ｃ
こ
の
号
の
み
初
出
来
見
ｃ

『檻
複
の
旗
』
五
二
頁
ｃ

（‐３
）
『蝋
人
形
』

一
九
四
三
年
八
月
ｃ

（‐４
）
福
島
鑑
郎
に
よ
れ
ば
、　
一
九
四

一
年
に
は
三
万
台
だ

っ
た
雑
誌

タ
イ
ト
ル
数
は
、　
一
九
四
四
年
に
は
六
、
五

一
七
に
激
減
し
て
い

た
ｃ
『戦
後
雑
誌
発
掘
』
（日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、　
一

九
七
二
年
）

一
一
頁
。

（‐５
）
『詩
研
究
』

一
九
四
四
年
十

一
月
ご

（‐６
）
『文
学
者
の
戦
争
責
任
』
（淡
路
書
房
、　
一
九
五
六
年
九
月
）
六

七
頁
。
「前
世
代
の
詩
人
た
ち
―
壷
井
　
岡
本
の
評
価
に
つ
い
て
―
」

の
章
。
な
お
初
出
は

『詩
学
』

一
九
五
五
年
十

一
月
。

（‐７
）
座
談
会

「
芸
術
運
動
の
今
目
的
課
題
」
葛
現
代
詩
』

一
九
五
六

年
八
月
）
ｃ
吉
本
　
花
田
論
争
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
ｃ

（‐８
）
前
掲

『秋
山
清
著
作
集
Ｈ
』
四

一
六
頁
も
参
照
。

（‐９
）
ハ
リ
‐

・
ハ
ル
ト
ウ
ー
ニ
ア
ン

「
戸
坂
潤
の
処
刑
と
そ
の
他
の

物
語
」
、
『歴
史
と
記
憶
の
抗
争
』
（み
す
ず
書
房
、
二
〇

一
〇
年
）

所
収
。
Ｋ
　
Ｍ
　
エ
ン
ド
ウ
訳
、
九
六
～
七
頁
。

（む
ら
た
　
ひ
ろ
か
ず
　
本
学
助
教
）

九

七




