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現
在
も
な
お
継
続
す
る
、
名
護
市
辺
野
古
へ
の
新
基
地
建
設
を
筆
頭
と
し
た
日
本

政
府
、
米
軍
の
暴
力
と
、
沖
縄
の
抵
抗
。〈
粛
々
と
〉
実
行
さ
れ
る
暴
力
に
身
悶
え

し
、
怒
り
を
た
ぎ
ら
せ
つ
つ
も
、
そ
の
都
度
必
ず
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
沖
縄
本
島
北
部
に
新
基
地
を
建
設
す
る
と
い
う
行
為
が
、
何

よ
り
も
一
九
九
五
年
九
月
四
日
に
同
じ
本
島
北
部
で
発
生
し
た
米
軍
兵
士
に
よ
る
少

女
暴
行
事
件
が
も
た
ら
し
た
傷
を
再
び
抉
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
目
取
真

俊
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
次
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
半
世
紀
余
、
沖
縄
に
と
っ
て
絶
え
ず
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
基
地
問
題
に

し
て
も
そ
う
だ
。
本
当
に
声
を
あ
げ
た
く
て
も
あ
げ
ら
れ
な
い
の
は
、
軍
隊
の

暴
力
に
よ
っ
て
肉
体
や
精
神
に
傷
を
受
け
、
そ
の
こ
と
に
苦
し
み
続
け
て
い
る

人
た
ち
だ
ろ
う
。
基
地
を
受
け
入
れ
て
振
興
費
を
引
き
出
す
。
あ
る
い
は
、
基

地
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
た
め
に
振
興
費
を
ば
ら
ま
く
。
こ
の
二
、
三
年
で
沖
縄

に
は
そ
の
よ
う
な
風
潮
が
蔓
延
し
た
。「
基
地
の
県
内
移
設
」に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
利
益
＝
金
に
群
が
る
者
た
ち
は
、
九
五
年
の
九
月
に
何
が
あ
っ
た
か
、

忘
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
忘
れ
た
振
り
を
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
声

に
な
ら
な
い
声
が
、
ま
す
ま
す
出
に
く
く
し
て
い
る
の
だ①
。

「
軍
隊
の
暴
力
に
よ
っ
て
肉
体
や
精
神
に
傷
を
受
け
、そ
の
こ
と
に
苦
し
み
続
け
て

い
る
人
」
の
「
声
に
な
ら
な
い
声
」
を
感
知
し
、進
行
す
る
暴
力
に
抵
抗
す
る
こ
と
。

そ
れ
は
、
決
し
て
「
今
オ
キ
ナ
ワ
に
必
要
な
の
は
、
数
千
人
の
デ
モ
で
も
な
け
れ
ば
、

数
万
人
の
集
会
で
も
な
く
、
一
人
の
ア
メ
リ
カ
人
の
幼
児
の
死
な
の
だ
」②

と
し
て
、

「
最
低
の
方
法
」
を
想
起
し
た
「
希
望
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
九
年
六
月
二
六
日　

夕

刊
一
〇
面
）を
現
実
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
米
軍
兵
士
に
よ
る
性
暴
力
が
少
女
に
も
た
ら
し
た
傷
に
対
し
、
そ
れ
を
事

後
的
に
想
起
す
る
こ
と
で
し
か
接
近
で
き
な
い
こ
と
へ
の
や
る
せ
な
さ
を
、
い
か
に

自
分
の
言
葉
と
し
て
語
り
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

問
題
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
眼
の
奥
の
森
」（『
季
刊
前
夜
』
二
〇
〇
四
年
秋
号
〜
二
〇
〇
七

年
夏
号③
）
に
お
け
る
「
声
に
な
ら
な
い
声
」
へ
の
接
近
の
術
を
考
え
る
。

作
品
で
主
軸
と
な
る
の
は
、
沖
縄
戦
時
の
北
部
の
集
落④
の
浜
辺
で
他
の
少
女
と
共

に
貝
を
獲
っ
て
い
た
小
夜
子
が
、
四
人
の
米
兵
か
ら
性
暴
力
を
受
け
た
事
件
、
小
夜

子
の
隣
人
で
あ
る
盛
治
が
報
復
と
し
て
加
害
者
の
米
兵
の
一
人
に
海
中
に
て
銛
を
突

き
刺
し
た
事
件
で
あ
る
。
事
件
後
か
ら
現
在
ま
で
、
家
族
と
共
に
周
囲
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
暴
力
に
怯
え
続
け
る
小
夜
子
、
同
じ
く
周
囲
か
ら
の
不
当
な
扱
い
に
晒
さ
れ

な
が
ら
も
、
小
夜
子
へ
の
呼
び
か
け
を
続
け
る
盛
治
に
関
す
る
記
憶
、
証
言
が
、
元

区
長
の
嘉
陽
、
小
夜
子
が
集
落
内
の
道
を
走
る
姿
を
幻
視
し
た
こ
と
で
幼
少
期
に
住

ん
で
い
た
島
を
訪
れ
た
久
子
、
久
子
の
友
人
で
あ
り
小
夜
子
の
事
件
の
際
に
側
に
い

た
フ
ミ
、
加
害
者
の
米
兵
、
加
害
者
の
米
兵
の
孫
Ｊ
か
ら
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
受
け
取
っ

【
ク
ィ
ア
理
論
と
日
本
文
学
―
世
界
文
学
と
の
接
点
を
求
め
て
】

暴
力
の
記
憶
を
〈
語
る
〉
た
め
に

―
目
取
真
俊
「
眼
の
奥
の
森
」
論

栗　

山　
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た
男
性
Ｍ
よ
り
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
と
ペ
ン
ダ
ン
ト
を
託
さ
れ
る
沖
縄
出
身
の
作
家
、
小

夜
子
の
妹
で
あ
る
タ
ミ
コ
、
タ
ミ
コ
か
ら
小
夜
子
の
話
を
聞
く
中
学
生
の
少
女
、
当

時
二
つ
の
事
件
の
調
査
に
当
た
っ
て
い
た
沖
縄
出
身
の
日
系
二
世
の
米
兵
、
そ
し
て

盛
治
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。

本
論
で
作
品
か
ら
注
目
し
た
い
の
は
、「
我わ

ん

が
声く

い

が
聞ち

か

り

ん

こ
え
る
な
？　

小
夜
子
よ

…
…
」
と
の
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
る
盛
治
の
独
白
に
見
ら
れ
る
ウ
チ
ナ
ー
ヤ
マ
ト
口

に
沖
縄
本
島
北
部
の
方
言
の
ル
ビ
を
振
る
と
い
っ
た
手
法
、「
い
わ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
言

語
か
ら
な
る
森
」⑤

な
ど
の
評
価
に
見
ら
れ
る
、
二
つ
の
事
件
を
語
る
声
の
連
続
か
ら

外
れ
た
場
所
に
立
た
さ
れ
て
い
る
二
人
の
人
物
で
あ
る
。
そ
の
一
人
が
、
事
件
の
被

害
者
で
あ
る
小
夜
子
で
あ
る
。
事
件
後
、
小
夜
子
は
事
件
に
よ
っ
て
自
ら
に
負
わ
さ

れ
た
傷
を
語
っ
て

0

0

0

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
周
囲
か
ら
「
叫
び
声
」
や
「
悲
鳴
」
と

見
做
さ
れ
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
勿
論
、
作
中
で
彼
女
は
終
始
沈
黙
を
貫
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
作
品
に
お
い
て
他
者
か
ら
「
ア
メ
リ
カ
ー
に
や
ら

れ
て
、
頭
が
お
か
し
く
な
っ
た
女
」
と
蔑
ま
れ
、
抗
議
や
抵
抗
の
意
思
を
示
す
声
は

「
叫
び
声
」、「
悲
鳴
」
と
し
か
認
識
さ
れ
な
い
と
き
、「『
眼
の
奥
の
森
』
は
美
し
い
小

説
で
あ
る
」⑥

と
い
っ
た
評
価
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
小
夜
子
の
声
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
「
叫
び
声
」
や
「
悲
鳴
」、
も
し
く
は

「
聞
い
て
い
る
者
の
心
を
抉
る
そ
の
声
」
を
上
げ
な
が
ら
「
走
り
去
る
後
ろ
姿
」
は
、

作
中
に
お
い
て
幾
度
も
証
言
者
の
脳
裏
に
よ
ぎ
る
光
景
と
し
て
登
場
す
る
。そ
れ
は
、

久
子
や
フ
ミ
、
通
信
兵
の
み
な
ら
ず
、
沖
縄
戦
記
録
を
集
め
る
女
性
に
曖
昧
な
記
憶

を
語
っ
た
嘉
陽
が
取
材
後
に
脳
卒
中
に
襲
わ
れ
た
と
き
に
幻
視
し
た
「
ナ
エ
よ
」
の

姿
、も
し
く
は
盛
治
に
銛
で
刺
さ
れ
た
米
軍
兵
士
が
病
床
で
見
た
「
少
女
と
赤
ん
坊
」

に
も
連
続
す
る
。
彼
ら
の
前
に
浮
上
し
た
小
夜
子
の
姿
と
声
の
意
味
を
考
え
る
上
で

注
目
し
た
い
の
が
、
フ
ミ
が
口
に
し
た
「
後
ろ
め
た
」
い
と
の
言
葉
で
あ
る
。
フ
ミ

は
久
子
に
対
し
、今
ま
で
小
夜
子
の
こ
と
を
「
忘
れ
た
ふ
り
」
を
し
て
き
た
と
語
り
、

「
三
名
の
ア
メ
リ
カ
兵
に
小
学
校
の
女
の
子
が
乱
暴
さ
れ
る
事
件
」に
よ
っ
て
再
び
小

夜
子
の
こ
と
を
思
い
返
し
、「
小
夜
子
姉
さ
ん
の
こ
と
を
忘
れ
た
ふ
り
し
て
、
戦
争
の

こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
し
て
生
き
て
き
た
こ
と
が
、
何
か
、
と
て
も
後
ろ
め
た
く
な
っ

て
ね
」
と
語
る
。

フ
ミ
の
「
後
ろ
め
た
」
い
と
い
う
言
葉
は
、
作
中
の
他
の
人
物
に
も
当
て
は
ま
る

言
葉
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
人
が
抱
く
小
夜
子
に
対
す
る
〈
痛
み
〉
を
取
り
ま
と

め
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
こ
の
言
葉
は
、
小
夜
子
の
姿
や
声
か
ら
喚
起
さ
れ

る
自
身
の
加
害
性
の
自
覚
、
そ
の
自
覚
か
ら
い
か
に
自
身
の
〈
生
〉
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
を
思
考
す
る
契
機
を
奪
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
こ
の
「
後
ろ
め
た
」
さ
を
基
に
、
小
夜
子
に
加
え
ら
れ
た
暴
力
に
対
す

る
接
近
の
限
界
か
ら
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

そ
れ
は
、
現
代
の
沖
縄
に
て
小
夜
子
の
妹
の
タ
ミ
コ
か
ら
話
を
聞
く
女
子
生
徒
の

存
在
か
ら
も
浮
上
す
る
。
講
演
会
に
て
タ
ミ
コ
の
話
を
熱
心
に
聞
い
て
い
た
女
子
生

徒
は
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
か
ら
い
じ
め
を
受
け
て
い
る
。
加
害
生
徒
達
に
よ
っ
て
、
い

じ
め
を
「
あ
な
た
の
た
め
」
の
行
為
と
加
害
行
為
の
意
味
を
す
り
替
え
ら
れ
、
抵
抗

す
る
こ
と
を
「
裏
切
り
」
と
規
定
さ
れ
る
少
女
の
姿
が
意
味
す
る
も
の
と
は
何
か
。

こ
こ
に
、
小
夜
子
と
同
様
に
抵
抗
や
逃
亡
を
呼
び
込
む
声
を
封
じ
込
め
ら
れ
た
人
物

の
姿
が
喚
起
す
る
問
題
が
浮
上
す
る
の
だ
。
少
女
は
タ
ミ
コ
か
ら
聞
い
た
小
夜
子
の

話
か
ら
、「
両
手
で
耳
を
押
さ
え
、
い
つ
戸
が
開
け
ら
れ
て
米
兵
達
に
引
き
ず
り
出
さ

れ
る
か
と
怯
え
」
る
小
夜
子
の
姿
を
想
起
し
、
そ
の
後
学
校
を
早
退
し
た
女
子
生
徒

は
、ア
パ
ー
ト
の
屋
上
か
ら
「
手
す
り
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
」「
名
前
を
呼
ぶ
」
女

性
を
発
見
し
、「
助
け
な
け
れ
ば
」
と
考
え
屋
上
に
駆
け
上
が
る
。
こ
の
女
子
生
徒
の

姿
は
、
果
た
し
て
「〈
弱
さ
〉
を
共
有
」⑦

や
「
傷
を
媒
介
に
寄
り
添
い
合
い
、
自
分
の

生
を
倍
加
」⑧

す
る
と
い
っ
た
、
共
感
共
苦
の
可
能
性
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
、
少
女
が
タ
ミ
コ
と
小
夜
子
の
幻
影
に
問
い
か
け
る
「
そ
ん
な
に
ま
で
し
て

生
き
な
い
と
い
け
な
い
の
？
」
と
の
問
い
か
け
を
基
軸
に
、
少
女
が
二
人
の
女
性
の

姿
か
ら
見
出
そ
う
と
す
る
「
生
き
な
い
と
い
け
な
い
」
事
由
を
考
え
た
い
。
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一
、
呼
び
起
こ
さ
れ
た
「
後
ろ
め
た
さ
」

冒
頭
に
て
示
し
た
よ
う
に
、
米
兵
ら
に
暴
行
さ
れ
た
小
夜
子
は
実
家
に
引
き
こ
も

り
、
度
々
何
か
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
自
身
の
身
体
を
傷
付
け
な
が
ら
叫
び
声
を
上
げ

な
が
ら
集
落
の
外
に
あ
る
森
へ
逃
げ
る
。
そ
の
姿
が
、
フ
ミ
や
久
子
、
元
区
長
の
嘉

陽
、
通
訳
兵
の
記
憶
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
五
年
九
月
に
発
生
し
た
米
兵
に
よ

る
少
女
暴
行
事
件
、
沖
縄
戦
の
聞
き
取
り
調
査
を
す
る
女
性
の
訪
問
、
沖
縄
県
に
よ

る
県
出
身
移
民
の
功
績
の
表
彰
に
よ
っ
て
再
び
浮
上
し
た
こ
と
で
、
彼
ら
は
小
夜
子

の
事
件
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
生
ま
れ
る
の
が
、
小
夜
子
に
対
す
る

「
後
ろ
め
た
」
さ
で
あ
る
の
だ
。

勿
論
、
事
件
当
時
久
子
や
フ
ミ
は
子
ど
も
で
あ
り
、
米
軍
兵
士
ら
の
暴
力
か
ら
集

落
を
守
る
立
場
に
あ
っ
た
嘉
陽
や
、
米
軍
兵
士
の
一
員
と
し
て
任
務
に
当
た
っ
て
い

た
通
信
兵
の
限
界
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
限
界
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

彼
ら
は
小
夜
子
が
上
げ
る
「
聞
い
て
い
る
者
の
心
を
抉
る
」
よ
う
な
「
叫
び
声
」、「
何

度
も
悲
鳴
を
上
げ
、
首
筋
や
肩
、
胸
な
ど
を
掻
き
む
し
り
」「
陰
毛
を
掻
き
む
し
る
よ

う
に
し
て
両
手
で
性
器
を
傷
つ
け
」
る
行
為
が
意
味
す
る
、
小
夜
子
の
身
体
が
示
す

暴
力
の
傷
跡
に
事
後
的
に
し
か
接
近
で
き
な
い
と
い
う
悔
恨
が
生
ま
れ
て
い
く
。

で
は
、
彼
ら
は
小
夜
子
の
姿
か
ら
い
か
な
る
行
動
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
米
山
リ
サ
は
、「
歴
史
の
批
判
的
意
識
に
わ
た
し
た
ち
を
導
く
も
の
」
と
し
て

「
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
後
に
、「
廃
墟
」
と
し
て
た
ど
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
理
解
」⑨

を
提
起
す
る
。
こ
れ
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
眼
前
で
「
叫
び

声
」
を
上
げ
何
か
か
ら
逃
れ
る
よ
う
に
走
り
去
る
小
夜
子
の
姿
は
、
見
る
者
に
最
早

事
件
が
起
き
る
前
に
遡
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
前
提
を
踏
ま
え
た
上
で
、

小
夜
子
の
姿
と
ど
う
向
き
合
う
か
を
各
々
の
立
場
か
ら
思
考
す
る
こ
と
を
求
め
る
も

の
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
を

見
る
と
き
、
彼
ら
の
行
動
に
は
疑
義
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
通
信
兵
は
、
表

彰
を
推
薦
し
た
者
へ
の
返
信
の
中
で
小
夜
子
と
盛
治
の
事
件
を
挙
げ
、
自
身
を
表
彰

を
さ
れ
る
に
値
し
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
は
「
こ
の
話
は
貴
方
の
記
憶
の
中
に

の
み
留
め
て
お
い
て
ほ
し
い
」
と
し
、
小
夜
子
と
盛
治
の
事
件
を
公
表
し
な
い
で
ほ

し
い
と
記
す
。
そ
れ
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
女
性
に
、
自
身
の
話
を
裏
付
け
る
た

め
に
集
落
へ
訪
問
す
る
こ
と
を
拒
む
嘉
陽
の
姿
に
も
連
続
す
る
。
結
局
、
通
信
兵
や

嘉
陽
に
と
っ
て
、
事
件
は
戦
時

0

0

に
解
決
し
た
事
件
で
あ
っ
て
、
小
夜
子
が
現
在
も
苦

し
ん
で
い
る
こ
と
へ
の
想
起
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
。

さ
ら
に
、
小
夜
子
に
対
す
る
悔
恨
を
口
に
す
る
久
子
と
フ
ミ
も
、「
忘
れ
た
ふ
り
」

を
し
て
い
た
「
後
ろ
め
た
」
さ
を
起
点
に
し
た
自
己
変
化
を
成
し
得
な
い
。
そ
れ
は
、

小
夜
子
の
事
件
に
対
し
報
復
を
行
っ
た
盛
治
の
存
在
に
起
因
す
る
。
久
子
と
フ
ミ
の

島
の
再
訪
は
、
盛
治
と
の
再
会
を
も
描
い
て
い
る
。
フ
ミ
の
盛
治
の
行
為
に
対
す
る

「
私
は
嬉
し
く
て
な
ら
な
か
っ
た
さ
」
と
の
評
価
、盛
治
の
側
で
涙
を
流
す
久
子
の
姿

か
ら
は
、盛
治
の
報
復
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
に
、両
者
が
抱
え
て
い
た
「
後

ろ
め
た
」
さ
が
仮
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
が
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
、
当

時
盛
治
の
取
り
調
べ
に
関
わ
っ
て
い
た
通
信
兵
に
も
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
久
子
や

フ
ミ
、
通
信
兵
に
去
来
し
た
「
後
ろ
め
た
」
さ
は
、
一
見
盛
治
の
行
為
が
併
置
さ
れ

る
こ
と
で
免
責
が
果
た
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
映
る
。
た
だ
、
小
夜
子
に
対
す
る
暴
力

へ
の
報
復
と
し
て
米
軍
兵
士
を
銛
で
突
き
刺
す
と
い
う
盛
治
の
行
為
は
、
決
し
て
評

価
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

盛
治
の
行
為
に
つ
い
て
、
鈴
木
智
之
は
「
語
り
手
の
立
場
や
場
面
に
応
じ
て
事
実

は
隠
蔽
さ
れ
た
り
歪
曲
さ
れ
」
る
作
品
の
中
で
、「
目
の
背
け
よ
う
の
な
い
確
か
な
ひ

と
つ
の
出
来
事
、
一
人
の
若
者
の
行
為
が
示
し
た
ま
ぎ
れ
の
な
い
「
意
志
」
の
あ
り

か
」⑩

と
し
て
盛
治
の
行
為
を
評
価
す
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、小
夜
子
に
対
し
「
何

も
出
来
」
ず
「
後
ろ
め
た
」
さ
を
抱
え
る
者
た
ち
と
は
対
照
的
に
、
小
夜
子
の
た
め

0

0

0

0

0

0

に0

米
軍
兵
士
に
立
ち
向
か
っ
た
盛
治
の
行
為
は
、
小
夜
子
が
負
っ
た
傷
に
真

に
向

か
い
合
い
、
自
身
に
突
き
付
け
ら
れ
た
小
夜
子
の
傷
に
事
後
的
に
し
か
接
近
で
き
な
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い
と
い
う
「
後
ろ
め
た
」
さ
を
基
に
し
た
、
小
夜
子
に
対
す
る
自
身
の
「
意
思
」
を

表
明
す
る
行
為
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
村
上
克
尚
の
「
傷
つ
け
ら
れ
た
も
の
を
脇
に
押
し
や
り
、
男
性
た

ち
の
あ
い
だ
で
諮
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
解
決
法
は
、き
わ
め
て
男
性
主
義
的
で
あ
る
」⑪

と
の
指
摘
、
村
上
陽
子
の
「
盛
治
の
決
起
も
ま
た
、
集
落
の
女
性
を
守
る
〈
強
い
男
〉

と
し
て
の
自
分
を
小
夜
子
や
集
落
の
人
々
に
認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
望
に
支
え
ら

れ
て
い
る
」⑫

と
の
批
判
に
あ
る
よ
う
に
、
盛
治
の
行
為
は
小
夜
子
の
被
害
を
介
し
て

自
身
へ
の
「
薄と

っ
と
ろ
ー

馬
鹿
」
と
の
評
価
を
覆
し
、
集
落
内
に
お
け
る
優
位
性
を
会
得
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
小
夜
子
に
性
暴
力
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
事

態
は
、
盛
治
に
と
っ
て
「
集
落
の
女
性
を
守
る
〈
強
い
男
〉
と
し
て
の
自
分
を
小
夜

子
や
集
落
の
人
々
に
認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
望
」
を
満
た
す
手
段
と
し
か
位
置
付

け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
盛
治
の
思
考
法
は
、
九
五
年
の
事
件
に
対
抗
暴
力

に
て
応
答
し
よ
う
と
し
た
「
希
望
」
の
主
人
公
、
同
様
に
九
五
年
の
事
件
の
裏
で
複

層
的
に
折
り
重
な
っ
た
暴
力
に
対
抗
暴
力
に
よ
る
現
状
打
破
を
渇
望
す
る「
虹
の
鳥
」

（『
小
説T

rip
p

er

』
二
〇
〇
四
年
冬
季
号
）
の
主
人
公
か
ら
連
続
す
る
問
題
で
も
あ
る
。

三
作
品
に
通
底
す
る
報
復
行
為
は
、
一
見
性
暴
力
の
被
害
か
ら
生
ま
れ
た
非
暴
力
的

抵
抗
の
限
界
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
選
択
と
し
て
提
起
さ
れ
た
よ
う
に
見
え

る
。
だ
が
、
盛
治
の
姿
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
女
性
に
対
す
る
性
暴
力
を
利

用
し
て
自
ら
の
優
位
性
を
作
品
空
間
内
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
発
露⑬
で
し
か

な
い
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
鈴
木
の
よ
う
に
「
一
人
の
若
者
の
行
為
が
示
し

た
ま
ぎ
れ
の
な
い
「
意
志
」」
を
評
価
す
る
こ
と
は
、盛
治
が
目
論
む
自
ら
の
優
位
性

の
確
保
の
手
立
て
に
加
担
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
欲
望
を
内
在
さ
せ
た
ま
ま
、
盛
治
は
今
も
「
我
は
今
も
、
お
前
の
こ

と
を
思
っ
て
お
る
よ
…
…
（
略
）
我
が
声
が
、
聞
こ
え
る
か
、
小
夜
子
…
…
」
と
呼

び
か
け
を
続
け
る
。
こ
の
呼
び
か
け
に
対
し
、作
中
で
は
小
夜
子
が
「
聞ち

か

り

ん

こ
え
る
よど

ー

、

セ
イ
ジ
」
と
応
答
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
描
写
に
、「
読
者
に
感
動

を
与
え
な
い
で
お
か
な
い
」⑭

な
ど
の
評
価
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
盛
治
の
呼
び
か
け

に
対
す
る
小
夜
子
の
〈
応
答
〉
を
傍
ら
で
聞
い
て
い
た
小
夜
子
の
妹
、
タ
ミ
コ
に
注

目
し
た
い
。
小
夜
子
の
見
舞
い
に
来
て
い
た
タ
ミ
コ
は
、こ
の
小
夜
子
の
「
セ
イ
ジ
」

と
い
う
言
葉
を
盛
治
に
結
び
つ
け
て
い
な
い
。
作
中
で
タ
ミ
コ
は
、
事
件
後
か
ら
現

在
ま
で
、
自
身
や
小
夜
子
を
含
む
家
族
が
周
囲
か
ら
の
視
線
や
声
に
怯
え
て
き
た
こ

と
、
家
か
ら
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
小
夜
子
が
自
身
に
も
た
ら
さ
れ
た
傷
に
い
か
に
苦

し
ん
で
き
た
の
か
、
そ
れ
を
間
近
で
見
て
き
た
父
母
の
行
為
に
対
す
る
憎
し
み
、
姉

の
苦
し
み
か
ら
逃
げ
続
け
て
き
た
自
身
の
卑
怯
さ
を
明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
、
タ

ミ
コ
は
隣
家
に
住
ん
で
い
た
は
ず
の
盛
治
に
つ
い
て
、
作
中
に
て
一
切

0

0

語
る
こ
と
は

な
い
。
こ
の
盛
治
に
対
す
る
タ
ミ
コ
の
黙
殺
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
。

こ
こ
ま
で
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
多
く
の
者
が
口
に
す
る
小
夜
子
へ
の
「
後
ろ

め
た
」
さ
と
は
、
結
局
作
中
に
お
い
て
彼
女
の
姿
か
ら
生
起
し
た
様
々
な
感
情
が
発

露
で
き
な
い
ま
ま
、
宙
吊
り
に
置
か
れ
て
い
る
状
態
を
意
味
す
る
言
葉
と
な
る
。
そ

れ
は
、
タ
ミ
コ
の
小
夜
子
か
ら
「
逃
げ
続
け
て
き
た
」
悔
恨
、
他
の
者
と
同
様
に
小

夜
子
が
自
身
に
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
し
か
し
、
タ
ミ
コ
は
小
夜
子
の
姿
か
ら
自
身
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
も
の
、
亡
く

な
る
ま
で
「
怒
り
や
嫌
悪
、
蔑
み
、
憎
し
み
、
あ
ら
ゆ
る
負
の
感
情
が
込
め
ら
れ
た

よ
う
な
冷
た
い
眼
差
し
」
を
小
夜
子
に
向
け
て
い
た
父
、「
い
つ
も
姉
さ
ん
こ
と
ば
か

り
、
私
達
の
こ
と
は
考
え
な
い
」
母
の
姿
か
ら
到
来
し
た
幾
多
の
感
情
が
、
決
し
て

加
害
者
に
対
す
る
暴
力
を
介
し
た
報
復
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い

る
。
そ
の
認
識
の
過
程
と
し
て
表
出
し
て
い
る
の
が
、
事
件
後
か
ら
集
落
の
者
た
ち

の
眼
差
し
や
囁
き
声
に
感
じ
て
い
た
「
ぬ
め
ぬ
め
」
と
い
う
感
覚
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
父
母
の
行
動
や
自
身
の
「
逃
げ
続
け
て
き
た
」
行
動
か
ら
生
起
し
た
、
や
り
場
の

な
い
「
憎
し
み
」
の
自
覚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
感
覚
、
感
情
に
つ
い
て
、
タ
ミ
コ
は

そ
れ
を
盛
治
の
報
復
に
仮
託
し
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
表
出

し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
試
み
と
し
て
、
介
護
施
設
で
小
夜
子
が
描
く
「
ど
れ
も
重
く
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暗
い
色
調
で
、
濃
い
緑
や
青
、
紫
が
何
度
も
塗
り
重
ね
ら
れ
、
深
い
森
の
奥
の
よ
う
」

な
三
枚
の
絵
画
へ
の
向
き
合
い
が
描
か
れ
て
い
る
。

タ
ミ
コ
は
、
三
枚
の
絵
画
が
意
味
す
る
も
の
を
類
推
す
る
中
で
、「
不
安
」
や
「
気

味
悪
さ
」
を
想
起
し
、
あ
る
い
は
「
二
つ
の
奇
妙
な
形
」
を
小
夜
子
と
彼
女
が
出
産

し
た
子
ど
も
と
類
推
す
る
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
絵
画
が
意
味
す
る
も
の
を
タ
ミ
コ
が

理
解
で
き
て
は
な
い
し
、
論
者
も
ま
た
タ
ミ
コ
に
よ
る
描
写
か
ら
そ
の
絵
画
を
類
推

す
る
し
か
な
い
。
た
だ
、「
黒
の
ク
レ
ヨ
ン
を
執
拗
に
塗
っ
た
」
黒
い
穴
、「
濃
い
赤

の
ク
レ
ヨ
ン
を
何
十
回
も
ぐ
る
ぐ
る
と
塗
り
回
し
た
よ
う
な
」
赤
い
円
は
、
小
夜
子

の
幻
影
が
各
人
に
喚
起
し
た
よ
う
に
、
小
夜
子
に
加
え
ら
れ
た
暴
力
が
現
在
に
ま
で

継
続
し
、
安
易
な
解
決
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
ば
、
小
夜
子
が
描
い
た
絵
画
は
そ
の
解
釈
の
困
難
さ
を
基
に
、
小
夜
子
の
身

体
、
声
か
ら
浮
上
す
る
も
の
を
自
己
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
る
術
を
タ
ミ
コ
に
問

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
タ
ミ
コ
は
小
夜
子
の
苦
し
み
を
彼
女
が
出
産
後
に
取
り
上
げ

ら
れ
た
「
赤
ん
坊
」
の
存
在
か
ら
考
え
よ
う
と
し
、
そ
の
思
索
の
言
語
化
と
し
て
、

中
学
校
で
の
沖
縄
戦
体
験
の
講
演
に
お
い
て
小
夜
子
の
こ
と
を
生
徒
に
伝
え
よ
う
と

す
る
行
為
と
し
て
結
実
す
る
。
こ
の
タ
ミ
コ
の
話
に
内
包
さ
れ
る
問
題
、
そ
れ
を
聴

き
受
け
る
一
人
の
少
女
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
る
が
、
彼
女
が
長
年
向
か
い
続
け

て
き
た
「
後
ろ
め
た
」
さ
は
こ
の
よ
う
な
思
索
に
よ
っ
て
一
つ
の
方
向
性
を
持
つ
。

そ
れ
は
、
盛
治
が
提
起
し
た
報
復
行
為
と
い
う
応
答
に
対
し
、
再
び
沖
縄
を
戦
時
空

間
に
変
貌
さ
せ
、
小
夜
子
の
よ
う
な
性
暴
力
被
害
者
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
予
期
し
、

何
よ
り
も
一
人
の
女
性
に
加
え
ら
れ
た
性
暴
力
が
報
復
行
為
に
よ
っ
て
解
決
な
ど
し

得
な
い
と
し
て
、
決
然
と
黙
殺

0

0

し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
、「
攻
撃
へ
と
傾
倒
す
る

人
々
と
、
そ
の
攻
撃
性
を
反
復
す
る
こ
と
な
く
闘
」⑮

う
術
と
し
て
、
さ
ら
に
は
「「
暴

力
よ
り
非
暴
力
の
方
が
効
果
的
で
あ
り
、暴
力
は
有
効
な
手
段
で
は
な
い
」
と
い
う
、

き
わ
め
て
政
治
的
な
信
条
」⑯

に
よ
る
、「
本
当
に
声
を
あ
げ
た
く
て
も
あ
げ
ら
れ
な

い
」
人
の
苦
し
み
へ
の
思
索
が
提
起
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

二
、
現
代
の
沖
縄
で
小
夜
子
を
想
起
す
る
こ
と

タ
ミ
コ
は
講
演
後
、一
番
前
に
座
り
熱
心
に
自
身
の
話
を
聴
い
て
い
た
少
女
に「
あ

な
た
が
一
番
前
で
熱
心
に
聴
い
て
く
れ
た
か
ら
、
ほ
ん
と
に
嬉
し
か
っ
た
し
、
話
を

続
け
る
勇
気
が
出
て
、
助
か
っ
た
さ
」
と
話
し
か
け
、「
彼
女
の
心
に
、
い
や
彼
女
だ

け
で
な
く
他
の
生
徒
達
の
心
に
も
、
自
分
の
言
葉
が
い
く
ら
か
で
も
届
い
て
く
れ
て

い
た
ら
…
…
」
と
思
い
つ
つ
中
学
校
を
後
に
す
る
。
だ
が
、
こ
の
少
女
は
ク
ラ
ス
内

で
の
い
じ
め
の
一
環
と
し
て
、
＊
＊⑰
か
ら
の
命
令
に
従
い
一
番
前
で
話
を
聴
い
て
い

た
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
に
限
ら
ず
、
少
女
の
姿
を
描
く
章
で
は
ク
ラ
ス
内
で
の
少
女
に
対
す
る

苛
烈
な
い
じ
め
の
光
景
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
注
目
し
た
い
の
が
、
加
害

生
徒
達
が
巧
妙
に
い
じ
め
と
い
う
暴
力
を
「
あ
な
た
の
た
め
」
に
行
っ
て
い
る
と
の

レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
少
女
が
汚
れ
た
雑
巾
で
わ
ざ
と

机
を
拭
い
た
と
言
い
が
か
り
を
つ
け
た
と
き
に
は
、「
そ
う
や
っ
て
す
ぐ
に
黙
る
ん
だ

か
ら
。
悪
い
こ
と
を
し
て
も
謝
ら
な
い
か
ら
嫌
わ
れ
る
ん
だ
よ
」、「
み
ん
な
あ
な
た

の
こ
と
を
思
っ
て
注
意
し
て
る
の
に
」
と
言
い
つ
の
り
、
そ
の
後
、
少
女
に
数
名
の

唾
を
入
れ
た
オ
レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
を
無
理
や
り
飲
ま
せ
、
少
女
が
嘔
吐
し
た
際
に
は

「
み
ん
な
の
友
情
を
裏
切
っ
た
ん
だ
よ
ね
」な
ど
と
少
女
を
責
め
立
て
る
。
こ
の
よ
う

に
加
害
生
徒
達
は
、
少
女
の
尊
厳
を
奪
う
暴
力
を
〈
劣
等
〉
で
あ
る
少
女
を
自
身
と

同
等
の
存
在
へ
と
〈
矯
正
〉
す
る
「
友
情
」
に
よ
る
「
親
切
」
と
定
義
し
、
そ
れ
に

対
す
る
「
裏
切
り
」
と
し
て
の
抵
抗
を
認
め
な
い
の
だ
。
こ
の
論
理
は
、
鈴
木
が
示

唆
す
る
「
暴
力
の
標
的
か
ら
〈
声
〉
を
奪
い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
、
暴

力
の
支
配
」⑱

で
あ
り
、そ
れ
は
浅
野
千
恵
に
よ
る
「
無
意
味
状
態

―
す
な
わ
ち
、暴

力
状
態

―
が
、
む
し
ろ
解
放
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
や
転
倒
を
引

き
起
こ
す
」
状
況
の
中
で
「
言
葉
は
、
暴
力
の
必
然
性
や
正
当
性
を
語
る
た
め
の
道

具
に
貶
め
ら
れ
る
」⑲

と
の
指
摘
に
連
続
す
る
。
い
じ
め
と
い
う
暴
力
が
も
た
ら
し
た
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暴
力
の
記
憶
を
〈
語
る
〉
た
め
に

―
目
取
真
俊
「
眼
の
奥
の
森
」
論
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論
理
の
転
倒
の
中
で
、
言
葉
は
少
女
へ
の
加
害
を
増
幅
さ
せ
る
道
具
と
し
て
機
能
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
、
本
来
少
女
が
持
っ
て
い
た
暴
力
へ
の
抵
抗
を
表
明
す
る
た
め

の
〈
声
〉
は
彼
女
か
ら
は
奪
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
少
女
は
、
保
健
室
に
て
タ
ミ
コ
の
話
を
思
い
返
し
な
が

ら
「
暗
い
押
入
の
中
」
で
「
い
つ
米
兵
達
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
る
か
」
と
「
小
さ
な

生
き
物
に
変
わ
ろ
う
と
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
背
中
を
丸
め
て
縮
こ
ま
っ
て
」
怯
え

て
い
る
「
十
七
、
八
歳
の
お
姉
さ
ん
」
の
姿
を
想
起
し
、
そ
の
姿
、
そ
し
て
タ
ミ
コ

へ
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
。

南
部
の
病
院
で
海
を
見
て
い
る
お
姉
さ
ん
と
い
う
人
は
、
生
き
て
い
て
楽
し

か
っ
た
の
？　

子
ど
も
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
、ず
っ
と
家
に
引
き
籠
っ
て
い
て
、

毎
日
ミ
シ
ン
に
向
か
っ
て
洋
裁
を
し
て
、
そ
れ
で
楽
し
か
っ
た
の
？　

本
当
は

毎
日
苦
し
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
？　

死
に
た
か
っ
た
け
ど
死

ね
な
か
っ
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
？　

話
を
し
て
く
れ
た
女
の
人
に
訊
ね
た
か
っ

た
。
そ
ん
な
に
ま
で
し
て
生
き
な
い
と
い
け
な
い
の
？　

そ
の
問
い
か
け
に
は
、
加
害
生
徒
達
に
よ
る
「
生
き
て
い
た
く
な
か
っ
た
ら
、
死

ん
だ
ら
。
誰
も
悲
し
ま
な
い
よ
。
泣
く
人
だ
っ
て
一
人
も
い
な
い
は
ず
よ
」
と
の
声

の
想
起
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
「
そ
ん
な
に
ま
で
し
て
生
き
な
い
と
い

け
な
い
の
？
」
と
の
問
い
か
け
に
立
ち
止
ま
っ
て
み
た
い
。
少
女
は
、
自
身
の
生
が

「
外
に
出
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
て
、ず
っ
と
家
に
引
き
籠
っ
て
生
き
て
い
く
し
か

な
い
」
も
の
に
な
る
こ
と
を
予
期
し
つ
つ
、
自
死
を
選
ん
だ
と
し
て
も
「
誰
も
悲
し

ま
な
い
」
と
も
考
え
て
い
る
。
し
か
し
少
女
は
、
帰
途
に
三
ヶ
月
前
に
女
性
が
飛
び

降
り
た
ア
パ
ー
ト
の
前
を
通
り
が
か
っ
た
際
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
残
っ
た
女
性
の
血

痕
と
、
ア
パ
ー
ト
の
屋
上
か
ら
飛
び
降
り
よ
う
と
す
る
女
性
の
幻
影
を
見
る
。
そ
の

幻
影
を
見
た
瞬
間
、
少
女
は
「
止
め
な
け
れ
ば
」
と
考
え
屋
上
ま
で
階
段
を
駆
け
上

が
る
。
自
死
し
て
も
「
誰
も
悲
し
ま
な
い
」
と
考
え
「
そ
ん
な
に
ま
で
し
て
生
き
な

い
と
い
け
な
い
の
？
」
と
問
い
か
け
る
少
女
が
、
ア
パ
ー
ト
の
屋
上
か
ら
飛
び
降
り

よ
う
と
す
る
女
性
の
幻
影
を
「
止
め
な
け
れ
ば
」
と
考
え
、
行
動
し
た
こ
と
に
、
い

か
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

た
だ
し
、
こ
の
問
い
は
、
少
女
が
小
夜
子
、
も
し
く
は
飛
び
降
り
た
女
性
が
負
っ

た
傷
を
理
解
し
共
感
共
苦
を
行
っ
た
、と
の
見
立
て
を
慎
重
に
排
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
鈴
木
は
中
学
校
で
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
位
置
を
強
い
ら
れ
て
い

る
彼
女
だ
け
が
、「
島
」
で
の
「
出
来
事
」
を
真
に
聞
く
こ
と
が
で
き
」
る
と
し
、
か

つ
「
踊
り
場
か
ら
飛
び
降
り
よ
う
と
し
て
い
る
「
女
」
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
」

る
と
述
べ
る
。
鈴
木
は
、
そ
の
理
由
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
に
お
い
て
苦
し
み
続

け
る
「
女
」
た
ち
が
、
構
造
的
に
強
い
ら
れ
て
い
る
〈
弱
さ
〉
を
共
有
し
て
い
る
か

ら
」⑳

と
す
る
が
、
少
女
と
女
性
、
小
夜
子
は
果
た
し
て
互
い
の
「〈
弱
さ
〉」
を
共
有

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
村
上
克
尚
は
、「
傷
つ
け
ら
れ
た
も
の
た
ち
が
、
そ
の

傷
を
媒
介
に
寄
り
添
い
合
い
、
自
分
の
生
を
倍
加
し
て
い
く
」
こ
と
に
「
波
及
す
る

戦
争
に
抵
抗
し
て
い
く
と
い
う
可
能
性㉑
が
あ
る
と
述
べ
る
。そ
れ
は
村
上
陽
子
の「
小

夜
子
の
痛
み
を
感
じ
取
ろ
う
と
す
る
存
在
」
と
位
置
付
け
た
上
で
、
少
女
を
「
虐
げ

ら
れ
た
者
が
抵
抗
と
し
て
の
暴
力
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
に
共
鳴
す
る
の
で
は
な
い
か

た
ち
で
、
小
夜
子
の
痛
み
が
語
ら
れ
、
受
け
渡
さ
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
」㉒

と

す
る
指
摘
に
も
連
な
る
。
三
者
の
見
立
て
は
、
一
見
少
女
が
多
層
的
に
折
り
重
な
る

小
夜
子
へ
の
暴
力
、
理
由
も
推
測
で
き
な
い
女
性
を
自
死
に
追
い
込
ん
だ
〈
何
か
〉

を
看
取
し
、
そ
の
傷
の
痛
み
へ
の
共
感
が
行
わ
れ
た
と
想
起
し
、
そ
の
〈
連
帯
〉
に

新
た
な
抵
抗
の
可
能
性
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
三
者
が
自
明
と
す
る
「
苦
し
み
続
け
る
「
女
」
た
ち
」
と
い
う
ジ
ェ
ン

ダ
ー
観
に
基
づ
い
た
共
感
共
苦
の
見
立
て
に
つ
い
て
は
引
っ
掛
か
り
を
覚
え
る
。
岡

野
八
代
は
、「
被
傷
性
・
傷
つ
き
や
す
さ
を
、
ま
ず
は
し
っ
か
り
と
認
め
る
こ
と
」
を

自
明
の
事
実
と
し
つ
つ
、「
す
べ
て
の
者
が
同
じ
よ
う
に

0

0

0

0

0

傷
つ
き
や
す
い
と
い
う
こ
と
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を
意
味
し
な
い
」㉓

と
指
摘
す
る
。
岡
野
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
作
中
に
お
い
て
少

女
と
小
夜
子
、
女
性
が
負
っ
た
暴
力
の
傷
は
個
別
性
を
持
つ
。
講
演
で
小
夜
子
の
こ

と
を
話
し
た
タ
ミ
コ
も
、
小
夜
子
が
米
軍
兵
士
や
集
落
の
者
た
ち
、
自
身
を
含
む
家

族
か
ら
加
え
ら
れ
た
暴
力
の
痕
跡
に
つ
い
て
完
全
に
理
解
し
得
な
い
か
ら
こ
そ
、
苦

悩
し
「
赤
ん
坊
」
の
存
在
か
ら
小
夜
子
の
心
情
を
推
測
す
る
し
か
な
い
の
だ
。
何
よ

り
も
、「
虹
の
鳥
」
で
は
、
女
子
生
徒
が
少
女
に
対
し
「
外
か
ら
は
見
え
な
い
腹
や
背

中
を
蹴
り
、
腿
の
付
け
根
に
タ
バ
コ
の
火
を
押
し
つ
け
」、「
男
た
ち
に
嬲
ら
せ
た
あ

と
、
ハ
ン
カ
チ
に
一
包
み
の
小
石
を
性
器
に
詰
め
込
」㉔

む
と
い
う
暴
力
を
行
っ
て
い

た
。「
虹
の
鳥
」
か
ら
「
眼
の
奥
の
森
」
に
ま
で
継
続
す
る
の
は
、盛
治
の
よ
う
な
対

抗
暴
力
に
希
望
を
見
出
す
者
の
虚
妄
だ
け
で
な
く
、
少
女
を
い
じ
め
る
同
級
生
が
＊

＊
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
男
性
が
加
害
者
側
に
立
ち
、
女
性
同
士
は
そ
の
暴
力
の
傷
を

理
解
し
合
え
る
、
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
基
づ
い
た
見
立
て
が
最
早
通
用
し
な

い
こ
と
で
あ
る
の
だ
。

こ
の
前
提
を
踏
ま
え
つ
つ
、
少
女
が
想
起
し
た
二
人
の
女
性
を
考
え
る
と
、
双
方

と
も
に
こ
の
章
に
お
い
て
少
女
に
し
か
顧
み
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し

た
い
。
小
夜
子
に
関
す
る
話
は
、
少
女
以
外
の
大
半
の
生
徒
に
と
っ
て
「
退
屈
」
な

沖
縄
戦
の
講
演
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
し
、
ア
パ
ー
ト
か
ら
飛
び
降
り
た
女
性
が

地
面
に
残
し
た
血
痕
も
、
ア
パ
ー
ト
の
管
理
人
に
よ
っ
て
消
去
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、少
女
は
小
夜
子
の
姿
を
想
起
し
た
上
で
自
身
の
境
遇
と
重
ね
合
わ
せ
、

女
性
が
地
面
に
遺
し
た
血
痕
を
見
出
す
。
こ
の
少
女
が
見
出
し
た
二
つ
の
痕
跡
は
、

前
章
で
論
じ
た
小
夜
子
の
「
叫
び
声
」
や
身
体
の
幻
影
、
タ
ミ
コ
が
目
に
し
た
小
夜

子
の
絵
画
と
同
様
に
、少
女
に
何
ら
か
の
〈
声
〉
を
届
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
人
の
女
性
の
〈
生
〉
の
痕
跡
を
介
し
て
、少
女
は
自
身
が
置
か
れ
て
い
る
「
死

に
た
か
っ
た
け
ど
死
ね
な
」
い
状
態
、
も
し
く
は
暴
力
に
苦
し
み
な
が
ら
も
「
生
き

な
い
と
い
け
な
い
」
理
由
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
に
、
次
に
挙
げ
る
暴
力

を
誘
発
す
る
一
つ
の
身
体
の
状
態
に
関
す
る
指
摘
を
見
て
お
き
た
い
。

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
は
、「
暴
力
に
駆
り
立
て
る
も
の
は
、
ひ
と
り
の
人
間

の
強
靭
さ
や
力
で
は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
の
弱
さ
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
暴

力
を
誘
発
、
連
環
さ
せ
て
い
く
も
の
と
し
て
「
屍
体
」
が
「
あ
ら
た
な
屍
体
を
生
む

暴
力
の
引
き
金
」
に
な
り
、
さ
ら
に
は
暴
力
が
「
屍
体
の
姿
や
、
生
き
た
身
体
の
な

か
に
屍
体
を
予
見
す
る
こ
と
」㉕

に
よ
っ
て
激
化
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘

が
提
示
し
た
の
は
、
生
き
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
「
身
体
の
な
か
に
屍
体
を
予
見

さ
れ
」
る
こ
と
が
暴
力
を
誘
発
し
、
連
環
し
て
い
く
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
。
先
程

見
た
よ
う
に
、
少
女
は
い
じ
め
の
加
害
者
た
ち
か
ら
死
ん
だ
と
し
て
も
「
誰
も
悲
し

ま
な
い
」
存
在
と
し
て
見
做
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、少
女
が
抵
抗
を
見
せ
な
い
「
屍

体
」
で
あ
る
限
り
、
加
害
生
徒
は
少
女
か
ら
自
身
の
「
弱
さ
」
を
突
き
付
け
ら
れ
、

さ
ら
な
る
い
じ
め
と
い
う
暴
力
を
加
速
さ
せ
て
い
く
の
だ
。

そ
の
一
方
で
、「
屍
体
」
の
存
在
が
「
他
者
の
弱
さ
」
を
喚
起
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
屍
体
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
加
害
者
の
内
部
に
あ
る
「
弱
さ
」
へ
の
審
問
を
突
き

つ
け
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

少
女
が
自
ら
が
「
屍
体
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
自
体
が
、
加
害
生
徒
達
へ
の
抵
抗
と

な
り
う
る
、と
の
発
想
が
「
生
き
な
い
と
い
け
な
い
」
理
由
と
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
〈
生
〉
は
、
少
女
へ
の
暴
力
を
容
認
し
彼
女
を
更
に
傷
つ
け
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
し
、
何
よ
り
も
加
害
者
の
「
弱
さ
」
を
攻
撃

す
る
こ
と
は
、
タ
ミ
コ
が
講
演
内
で
排
し
た
暴
力
に
よ
る
報
復
を
意
味
す
る
も
の
と

な
る
。
暴
力
に
よ
っ
て
傷
付
け
ら
れ
て
い
る
身
体
と
は
、
そ
の
傷
を
語
る
た
め
の
言

葉
を
奪
わ
れ
た
者
の
〈
生
〉
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
身
体
が
暴
力
を

こ
れ
以
上
呼
び
込
む
も
の
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
屍
体
」
か

ら
喚
起
さ
れ
る
暴
力
性
を
、
少
女
は
飛
び
降
り
た
女
性
か
ら
、
も
し
く
は
自
身
に
再

び
到
来
し
た
他
者
か
ら
の
暴
力
を
介
し
て
看
取
し
、
そ
の
上
で
一
つ
の
事
項
を
見
出

す
の
だ
。

少
女
は
、「
手
す
り
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
」
自
分
の
名
前
を
呼
ぶ
「
若
い
女
の
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人
」
の
姿
を
見
た
瞬
間
、「
止
め
な
け
れ
ば
」
と
の
思
い
に
駆
ら
れ
て
屋
上
ま
で
駆
け

上
が
る
。
屋
上
に
駆
け
上
が
っ
た
少
女
は
、そ
こ
に
「
枯
れ
か
け
た
白
い
菊
の
花
束
」

が
隅
に
「
吹
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
」
に
落
ち
、
屋
上
か
ら
見
た
染
み
に
「
仰
向

け
に
な
っ
て
体
が
奇
妙
な
形
で
よ
じ
れ
て
い
る
若
い
女
の
人
の
姿
」
を
見
る
。
こ
の

二
つ
の
も
の
は
、
女
性
が
屋
上
か
ら
飛
び
降
り
、
死
を
迎
え
た
こ
と
を
確
証
に
導
く

も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
少
女
の
行
為
は
「
わ
れ
わ
れ
は
行
動
さ
せ
ら
れ
る
、
そ

れ
も
暴
力
的
に
」
と
い
っ
た
バ
ト
ラ
ー
の
言
葉
の
通
り
、
血
痕
と
自
身
の
名
前
を
呼

ぶ
声
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
行
動
さ
せ
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
バ
ト
ラ
ー
は
行
動
が
「
暴
力
的
に
」
実
行
さ
れ
る
中
で
、「
暴

力
的
な
傷
に
ど
う
応
答
す
る
か
を
倫
理
的
に
問
う
こ
と
を
迫
ら
れ
る
」
と
し
て
次
の

提
起
を
行
う
。

暴
力
の
歴
史
的
連
鎖
の
な
か
で
、私
た
ち
に
ど
ん
な
役
割
が
与
え
ら
れ
る
の
か
、

そ
の
よ
う
な
応
答
を
な
す
な
か
で
私
た
ち
は
何
者
に
な
る
の
か
、
そ
し
て
私
た

ち
は
自
ら
が
行
う
応
答
の
力
に
よ
っ
て
、
暴
力
を
増
幅
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い

は
防
ぐ
の
か
？　

暴
力
に
暴
力
を
以
て
応
じ
る
こ
と
は
「
正
当
化
さ
れ
る
」
よ

う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
究
極
の
と
こ
ろ
応
答
責
任
を
果
た
す

行
い
な
の
だ
ろ
う
か
？㉖　

こ
の
言
葉
を
援
用
す
る
と
、
少
女
は
血
痕
や
声
に
誘
引
さ
れ
て
屋
上
に
駆
け
上
が

る
こ
と
で
、
飛
び
降
り
た
女
性
が
自
身
に
階
段
を
駆
け
上
が
り
自
殺
を
止
め
る
と
い

う
行
動
を
暴
力
的
に
誘
発
す
る
「
屍
者
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
女

性
が
死
を
悼
ま
れ
な
い
「
屍
者
」
で
は
な
い
、何
者
か
か
ら
悼
ま
れ
て
い
る
「
死
者
」

で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
。
こ
の
と
き
、
少
女
は
女
性
の
幻
影
が
生
み
出
し
た
行
動

を
通
じ
て
、
自
ら
が
「
屍
体
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
「
自
ら
の
敵
が
こ
の
よ
う
な

亡
霊
と
し
て
無
限
に
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
」
暴
力
を
誘
発
す
る

こ
と
、
そ
れ
を
停
止
す
る
た
め
に
は
「
永
久
に
亡
霊
の
状
態
で
い
る
」㉗

生
が
悼
ま
れ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
だ
。

更
に
少
女
は
、
飛
び
降
り
た
女
性
を
悼
む
痕
跡
を
見
た
直
後
、
少
女
が
自
殺
し
よ

う
と
し
て
い
る
と
勘
違
い
し
た
「
四
十
歳
前
後
の
小
柄
な
男
」
に
抱
き
つ
か
れ
よ
う

と
す
る
。「
思
わ
ず
体
を
よ
け
て
男
を
突
き
飛
ば
し
た
」
少
女
は
、「
何
す
る
ん
だ
馬

鹿
野
郎
、
人
が
心
配
し
て
助
け
て
や
ろ
う
と
し
た
の
に
」
と
い
っ
た
男
の
怒
り
を
呼

び
込
み
、
逃
げ
る
背
中
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
塊
を
ぶ
つ
け
ら
れ
そ
う
に
な
る
。
少
女

を
助
け
る
目
的
で
「
抱
き
つ
」
く
行
為
を
少
女
が
「
突
き
飛
ば
」
す
と
の
抵
抗
を
見

せ
た
こ
と
で
、「
親
切
」
を
「
裏
切
」
っ
た
少
女
へ
の
暴
力
を
正
当
化
す
る
男
性
か

ら
、
少
女
は
他
者
か
ら
の
暴
力
を
呼
び
込
む
自
身
の
被

ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ

傷
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自

身
に
加
え
ら
れ
た
暴
力
の
傷
と
い
う
生
の
痕
跡
に
よ
っ
て
暴
力
を
非
暴
力
的
に
停
止

す
る
た
め
に
、「
生
き
な
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
状
況
を
看
取
す
る
。

こ
の
観
点
を
、
少
女
は
小
夜
子
の
姿
の
想
起
、
さ
ら
に
は
飛
び
降
り
よ
う
と
す
る

女
性
か
ら
感
知
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
は
、決
し
て
「〈
弱
さ
〉
を
共
有
し
て
い

る
」
と
い
う
傷
の
代
理
表
象
を
自
明
と
す
る
の
で
も
、「
自
分
の
生
を
倍
加
し
て
い

く
」
と
の
他
者
の
生
を
自
己
に
取
り
込
む
と
い
う
暴
力
性
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な

い
。
少
女
が
前
提
と
す
る
の
は
、
新
城
郁
夫
が
指
摘
す
る
次
の
視
点
で
あ
る
。
新
城

は
、
沖
縄
内
で
「
軍
事
的
政
治
的
覇
権
と
い
う
暴
力
の
構
造
を
自
ら
に
既
に
深
く
取

り
込
み
つ
つ
生
き
て
い
る
こ
と
を
認
識
」
し
、「
戦
争
は
私
た
ち
の
心
身
を
貫
く
形
で

常
に
私
た
ち
の
心
身
に
お
い
て
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち

の
生
の
条
件
を
な
し
て
さ
え
い
る
」
と
し
た
上
で
、「
し
か
し
こ
の
暴
力
の
構
造
の
な

か
に
あ
る
生
こ
そ
が
、
非
暴
力
の
可
能
性
の
条
件
と
な
る
」㉘

と
指
摘
す
る
。
こ
の
指

摘
に
あ
る
よ
う
に
、
少
女
も
い
じ
め
と
い
う
暴
力
へ
の
拒
絶
と
し
て
「
唾
入
り
の
オ

レ
ン
ジ
ジ
ュ
ー
ス
」
を
嘔
吐
し
、
自
身
を
助
け
よ
う
と
し
た
男
性
を
「
突
き
飛
ば
」

す
と
い
う
加
害
者
に
対
す
る
〈
暴
力
性
〉
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
事
実
を
踏
ま

え
た
上
で
、
少
女
は
自
身
を
取
り
巻
く
「
心
身
を
貫
く
形
で
常
に
私
た
ち
の
心
身
に
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お
い
て
生
起
し
」、「
生
の
条
件
を
な
し
て
さ
え
い
る
」
暴
力
の
存
在
を
認
め
つ
つ
、

そ
の
暴
力
に
晒
さ
れ
る
生
を
以
て
「
非
暴
力
の
可
能
性
」
を
見
出
す
た
め
に
「
屍
体
」

の
状
態
を
生
き
る
こ
と
を
「
止
め
な
け
れ
ば
」
と
考
え
て
い
る
の
だ
。
勿
論
、
こ
の

提
起
は
実
現
が
困
難
な
条
件
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
あ
ま
つ
さ
え
暴
力
を
被
る

生
を
受
忍
せ
よ
、と
の
観
点
を
呼
び
込
む
だ
ろ
う
。
し
か
し
、暴
力
を
誘
引
す
る
「
屍

体
」
と
し
て
の
生
を
見
つ
め
直
し
、
そ
の
転
換
を
以
て
「
屍
体
」
を
「
死
者
」
と
し

て
悼
む
こ
と
、
連
環
す
る
暴
力
を
非
暴
力
的
な
手
法
で
停
止
す
る
こ
と
、
こ
の
可
能

性
を
見
出
す
た
め
に
少
女
は
「
生
き
な
い
と
い
け
な
い
」
し
、
加
害
者
か
ら
奪
わ
れ

た
声
を
自
ら
の
力
で

0

0

0

0

0

取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

三
、〈
無
関
心
・
無
感
動
〉
と
い
う
暴
力
性
に
向
け
て

以
上
の
よ
う
に
、
小
夜
子
と
中
学
生
の
少
女
の
姿
か
ら
、
作
中
に
通
底
す
る
暴
力

を
被
っ
た
身
体
が
意
味
す
る
も
の
へ
の
接
近
、
個
々
人
に
内
在
す
る
暴
力
性
の
自
覚

と
そ
れ
を
基
に
し
た
非
暴
力
的
な
暴
力
の
停
止
の
方
策
を
提
起
し
た
。こ
の
提
起
は
、

一
見
作
中
で
有
用
な
方
策
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
盛
治

の
報
復
行
為
が
、そ
の
実
に
お
い
て
暴
力
を
停
止
し
得
な
い
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、

最
早
小
夜
子
や
少
女
の
よ
う
に
傷
付
け
ら
れ
た
身
体
で
し
か
暴
力
の
傷
の
痛
み
を
語

り
得
な
い
、
と
の
状
況
を
も
明
ら
か
に
す
る
の
だ
。

こ
の
状
況
を
確
認
し
つ
つ
、
結
論
と
し
て
一
つ
の
問
題
を
考
え
て
お
き
た
い
。
そ

れ
は
、
作
品
に
お
い
て
直
面
す
る
暴
力
と
は
、
性
暴
力
や
侮
蔑
と
い
っ
た
も
の
以
上

に
、
小
夜
子
や
盛
治
の
事
件
に
対
す
る
〈
無
関
心
・
無
感
動
〉
な
態
度
を
見
せ
る
人

物
の
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
論
が
批
判
し
た
、
盛
治
の
行
為
に
米
軍
の
暴
力

へ
の
抵
抗
を
見
出
す
指
摘
、
小
夜
子
の
暴
力
の
記
憶
が
タ
ミ
コ
や
少
女
に
受
け
継
が

れ
る
と
考
え
る
指
摘
は
、
作
品
に
一
つ
の
〈
感
動
〉
を
見
出
し
、
そ
の
〈
感
動
〉
を

基
に
盛
治
や
小
夜
子
の
記
憶
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品

は
作
中
で
構
築
さ
れ
よ
う
と
す
る
〈
感
動
〉
を
幾
度
も
突
き
崩
し
て
い
く
。
そ
れ
を

招
く
の
が
、
小
夜
子
や
盛
治
、
少
女
に
苛
烈
な
暴
力
を
振
る
い
つ
つ
、
言
葉
で
も
っ

て
そ
の
暴
力
性
を
覆
い
隠
す
者
達
の
存
在
で
あ
る
。

少
女
お
よ
び
タ
ミ
コ
を
中
心
に
し
た
章
で
は
、
タ
ミ
コ
に
「
本
当
に
大
変
な
体
験

を
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。
私
た
ち
が
平
和
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」

と
話
し
か
け
る
女
子
生
徒
達
が
描
か
れ
る
。彼
女
ら
の
声
を
聞
き
な
が
ら
少
女
が「
心

に
も
な
い
こ
と
を
言
っ
て
」
と
感
じ
た
よ
う
に
、
彼
女
ら
こ
そ
が
少
女
に
苛
烈
な
暴

力
を
振
る
う
当
事
者
＊
＊
で
あ
る
の
だ
。
タ
ミ
コ
の
話
を
聞
く
こ
と
を
少
女
に
強
制

し
、
講
演
後
も
い
じ
め
を
続
け
る
者
達
に
と
っ
て
、
タ
ミ
コ
が
話
し
た
小
夜
子
の
話

は
何
ら
関
心
や
感
動
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、

少
女
に
対
す
る
タ
ミ
コ
の
話
を
「
熱
心
に
聞
い
て
い
る
ふ
り
を
し
ろ
」
と
い
う
命
令

で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
為
は
、反
戦
平
和
を
願
う
タ
ミ
コ
の
話
が
、加
害
生
徒
達
に
よ
っ

て
少
女
へ
の
い
じ
め
を
行
う
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
よ
う
な
転
倒
を
内
包
し
つ
つ
も
、
加
害
生
徒
達
の
「
平
和
を
守
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
」
と
の
言
葉
は
タ
ミ
コ
に
対
し
説
得
力
を
持
つ
。
そ
の
と
き
、
作
品
が
提
起
す

る
問
題
は
「
希
望
」
の
中
で
主
人
公
の
行
為
を
「
た
だ
で
さ
え
儲
か
ら
ん
の
に
よ
、

こ
れ
で
観
光
客
が
よ
け
い
に
来
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
」㉙

と
事
件
を
矮
小
化
す

る
者
の
問
題
へ
再
び
立
ち
返
っ
て
い
く
の
だ
。

こ
の
〈
無
関
心
・
無
感
動
〉
な
者
の
存
在
が
、
冒
頭
に
提
示
し
た
本
島
北
部
に
米

軍
の
新
基
地
を
建
設
す
る
と
い
う
行
為
を
導
く
。本
論
で
批
判
し
た
盛
治
の
行
為
も
、

多
々
の
問
題
を
含
み
つ
つ
も
小
夜
子
に
対
す
る
性
暴
力
と
い
う
事
件
に
、
怒
り
と
い

う
感
情
で
も
っ
て
反
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
小
夜
子
や
盛
治
の
存

在
を
「
忘
れ
た
振
り
」
に
よ
っ
て
黙
殺
し
、「
肉
体
や
精
神
に
傷
を
受
け
、
そ
の
こ
と

に
苦
し
み
続
け
て
い
る
人
た
ち
」
の
声
を
奪
い
つ
つ
「
平
和
を
守
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
」
な
ど
と
口
に
す
る
者
の
存
在
に
、「
希
望
」
か
ら
「
眼
の
奥
の
森
」
に
至
る
暴
力

の
主
眼
は
置
か
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
少
女
が
自
ら
に
ブ
ロ
ッ
ク
の
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塊
を
ぶ
つ
け
よ
う
と
し
た
男
性
か
ら
逃
れ
た
後
に
、
自
宅
の
玄
関
先
で
「
心
の
底
に

小
さ
な
サ
ン
ゴ
の
枝
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
踏
み
し
だ
か
れ
て
折
れ
て

い
く
音
」
を
聞
き
つ
つ
、
タ
ミ
コ
の
「
あ
な
た
達
に
は
幸
せ
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
願

う
さ
」
と
の
言
葉
を
思
い
返
し
涙
す
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
少
女
に
と
っ
て
、「
幸
せ
」

と
の
言
葉
は
最
早
何
ら
希
望
を
も
た
ら
さ
な
い
空
疎
な
言
葉
で
し
か
な
い
も
の
の
、

暴
力
を
蒙
り
続
け
る
現
状
の
中
で
縋
る
希
望
を
示
す
言
葉
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

作
品
は
、言
葉
の
意
味
を
幾
度
も
転
倒
さ
せ
な
が
ら
、少
女
や
小
夜
子
の
よ
う
に
「
声

に
な
ら
な
い
声
」
を
持
つ
者
が
「
生
き
な
い
と
い
け
な
い
」
事
由
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
。
そ
の
糸
口
を
探
索
し
つ
つ
、
小
夜
子
や
盛
治
を
め
ぐ
る
各
人
物
の
証
言
が
喚

起
す
る
〈
感
動
〉
を
無
批
判
な
ま
ま
に
摂
取
す
る
の
で
は
な
く
、
声
や
感
情
さ
え
も

略
取
す
る
暴
力
の
存
在
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
の
暴
力
を
非
暴
力
的
に
対
置
す

る
術
を
探
る
こ
と
こ
そ
が
、「
眼
の
奥
の
森
」
や
冒
頭
に
挙
げ
た
目
取
真
の
提
起
へ
の

応
答
な
り
う
る
の
だ
。

注①　
目
取
真
俊
「
小
さ
く
て
も
大
切
な
声
」『
琉
球
新
報
』
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
日
（
本

論
は
『
沖
縄
／
草
の
声
・
根
の
意
志
』
世
織
書
房  

二
一
七
頁 

二
〇
〇
一
年
九
月
収
録

版
を
用
い
た
。）

②　

初
出
は
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
九
年
六
月
二
六
日
。
本
稿
で
は
、『
目
取
真
俊
短
編

小
説
選
集
三　

面う
む
か
じ影

とと
ぅ

連ち
り
て
ぃ

れ
て
』（
影
書
房　

二
〇
一
三
年
一
一
月
）
収
録
版
を
用
い

た
。
な
お
太
字
は
本
文
マ
マ
。

③　
『
前
夜
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
第
一
回
は
単
行
本
に
収
録
さ
れ
ず
、
後
年
発
行
さ

れ
た
『
目
取
真
俊
短
編
小
説
選
集
三
』
に
「
ホ
タ
ル
火
」
と
改
題
さ
れ
て
収
録
さ
れ

た
。
内
容
は
、一
人
の
少
女
と
集
落
か
ら
隔
離
さ
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
と
思
わ
し
き
親
子

と
の
交
流
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

④　

タ
ク
マ
・
ス
ミ
ン
キ
ー
は
本
作
品
の
英
訳
（〝In

 T
h

e W
ood

s O
f M

em
ory 

〞

tran
slated by T

aku
m

a S
m

in
key  S

ton
e B

ridge P
ress  

二
〇
一
七
年
六
月
）

を
行
う
上
で
、
作
品
の
舞
台
を
屋
我
地
島
と
し
た
。

⑤　

越
川
芳
明「
森
の
洞
窟
に
響
け
、ウ
チ
ナ
ー
の
声
」『
小
説
ト
リ
ッ
パ
ー
』　

二
〇
〇
九

年
冬
季
号　

朝
日
新
聞
社　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
六
日  

四
三
六
頁

⑥　

鈴
木
智
之
「
輻
輳
す
る
記
憶

―
『
眼
の
奥
の
森
』
に
お
け
る
〈
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
〉
の

獲
得
と
〈
声
〉
の
回
帰
」『
眼
の
奥
に
突
き
立
て
ら
れ
た
言
葉
の
銛

―
目
取
真
俊
の

〈
文
学
〉
と
沖
縄
戦
の
記
憶
』　

晶
文
社　

二
〇
一
三
年
三
月 

一
四
六
頁

⑦　

注
⑥
に
同
じ
一
八
六
頁

⑧　

村
上
克
尚
「
波
及
す
る
戦
争

―
目
取
真
俊
『
眼
の
奥
の
森
』
を
読
む
た
め
に
」『
越

境
広
場
』
四
号　

越
境
広
場
刊
行
委
員
会　

二
〇
一
七
年
一
二
月 

三
一
四
頁

⑨　

米
山
リ
サ
（
小
澤
祥
子
／
小
田
島
勝
浩　

訳
）「
二
つ
の
廃
墟
を
越
え
て

―
広
島
、

世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
、日
本
軍
「
慰
安
所
」
を
め
ぐ
る
記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
ひ
ろ

た
ま
さ
き
・
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
ク
（
監
修
）
冨
山
一
郎
（
編
）『
記
憶
が
語
り
は
じ

め
る
』
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
六
年
一
二
月 

一
五
三
〜
一
五
四
頁

⑩　

注
⑥
に
同
じ 

一
四
八
頁

⑪　

注
⑧
に
同
じ 

三
二
頁

⑫　

村
上
陽
子
「
暴
力
に
よ
ら
な
い
抵
抗
の
回
路
を
開
く

―
目
取
真
俊
『
眼
の
奥
の
森
』

を
め
ぐ
っ
て
」『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
九
年
九
月
号　

新
教
出
版
社　

二
〇
一
九
年
九

月
。
三
四
頁
。
ま
た
、
カ
イ
ル
・
イ
ケ
ダ
も
村
上
克
尚
、
村
上
陽
子
と
同
様
に
盛
治
の

行
為
か
ら
「
女
性
を
男
性
の
「
財
産
」
と
見
做
す
か
の
よ
う
な
男
性
的
、
民
族
主
義
的

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
を
指
摘
す
る
。（〝M

u
ltisen

sory m
em

ory an
d sites of 

trau
m

a in
 F

orest at th
e B

ack of M
y E

ye

〞O
kin

a
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r m
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T
ran
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al tra
u

m
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n
d

 th
e w

a
r fiction

 of M
ed

oru
m

a S
h

u
n

 

R
ou

tleedge 

二
〇
一
三
年
一
二
月　

引
用
は
拙
訳
に
拠
る
）

⑬　
「
希
望
」
に
つ
い
て
は
、
新
城
郁
夫
「
沖
縄
の
政
治
的
主
体
化
と
対
抗
暴
力
「
沖
縄

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
と
『
希
望
』」（『
沖
縄
を
聞
く
』　

み
す
ず
書
房　

二
〇
一
〇
年

一
二
月
）、鄭
柚
鎮
「「
安
保
の
問
題
を
女
の
問
題
と
し
て
矮
小
化
す
る
な
」
と
い
う
主

張
を
め
ぐ
る
あ
る
政
治
―
感
情
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
の
葛
藤
、あ
る
い
は
葛
藤
と
い
う

政
治
」（
冨
山
一
郎
／
森
宣
雄
『
現
代
沖
縄
の
歴
史
経
験　

希
望
、
あ
る
い
は
未
決
性

に
つ
い
て
』
青
弓
社　

二
〇
一
〇
年
七
月
）、
拙
論
「
目
取
真
俊
「
希
望
」
論
―
動
員

さ
れ
る
少
女
の
被
害
に
つ
い
て
―
」（『
立
命
館
文
学
』
六
五
二
号　

立
命
館
大
学
人
文

学
会　

二
〇
一
七
年
八
月
）、「
虹
の
鳥
」
に
つ
い
て
は
拙
論
「
誰
が
た
め
に
〈
怒
り
〉

を
表
明
す
る
の
か

―
目
取
真
俊
『
虹
の
鳥
』
論
」（『
社
会
文
学
』
五
〇
号　

日
本
社



三
六
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会
文
学
会　

二
〇
一
九
年
八
月
）
に
て
、対
抗
暴
力
に
よ
る
性
暴
力
へ
の
応
答
の
問
題

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑭　

注
⑤
に
同
じ

⑮　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
（
本
荘
至　

訳
）「
非
暴
力
、
哀
悼
可
能
性
、
個
人
主
義

批
判
」『
現
代
思
想
』
二
〇
一
九
年
三
月
臨
時
増
刊
号　

青
土
社　

二
〇
一
九
年
二
月 

四
五
頁

⑯　

マ
ー
ク
・
カ
ー
ラ
ン
ス
キ
ー
（
小
林
朋
則　

訳
）『
非
暴
力　

武
器
を
持
た
な
い
闘

士
た
ち
』
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
講
談
社　

二
〇
〇
七
年
八
月 

一
六
頁

⑰　

こ
の
章
に
お
い
て
、タ
ミ
コ
以
外
の
登
場
人
物
は
初
出
時
か
ら
全
て
＊
＊
と
表
記
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
英
訳
時
に
は
ス
ミ
ン
キ
ー
に
よ
っ
て
被
害
少
女
を
〝I

〞
に
、
加

害
少
女
の
中
心
人
物
を
〝M

in
a

〞
と
個
別
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
韓
国
版

（
손
지
연
（
孫
知
延
）：
訳　

글
누
림
출
판
사　

二
〇
一
八
年
四
月
）
で
は
＊
＊
の
ま
ま

翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

⑱　

注
⑥
に
同
じ 

一
八
九
頁

⑲　

浅
野
千
恵
「（
無
）
意
味
と
暴
力
」『
現
代
思
想
』
第
二
八
巻
第
二
号　

青
土
社　

二
〇
〇
〇
年
二
月 

一
八
四
〜
一
八
五
頁

⑳　

注
⑥
に
同
じ

㉑　

注
⑧
に
同
じ

㉒　

注
⑫
に
同
じ 

三
五
頁

㉓　

岡
野
八
代
「「
慰
安
婦
」
問
題
と
日
本
の
民
主
化
」『
戦
争
に
抗
す
る

―
ケ
ア
の
倫

理
と
平
和
の
構
想
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
五
年
一
〇
月 

傍
点
は
本
文
マ
マ

㉔　

目
取
真
俊
『
虹
の
鳥
』
影
書
房　

二
〇
〇
六
年
六
月
発
行

㉕　

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
リ
ン
ギ
ス
（
水
野
友
美
子
・
金
子
遊
・
小
林
浩
二　

訳
）「
栄
光

に
お
ぼ
れ
る
」『
暴
力
と
輝
き
』
水
声
社　

二
〇
一
九
年
五
月

㉖　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
（
本
橋
哲
也　

訳
）「
解
釈
と
免
責　

私
た
ち
が
聞
く
こ

と
の
で
き
る
も
の
と
は
？
」『
生
の
あ
や
う
さ　

哀
悼
と
暴
力
の
政
治
学
』
以
文
社　

二
〇
〇
七
年
八
月 

四
二
〜
四
三
頁

㉗　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
（
本
橋
哲
也　

訳
）「
暴
力
・
哀
悼
・
政
治
」『
生
の
あ
や

う
さ　

哀
悼
と
暴
力
の
政
治
学
』
以
文
社　

二
〇
〇
七
年
八
月 

七
一
頁

㉘　

新
城
郁
夫
「「
掟
の
門
前
」
に
座
り
込
む
人
々

―
非
暴
力
抵
抗
に
お
け
る
「
沖
縄
」

と
い
う
回
路
」『
沖
縄
に
連
な
る

―
思
想
と
運
動
が
出
会
う
と
こ
ろ
』
岩
波
書
店　

二
〇
一
八
年
一
〇
月 

一
四
四
頁

㉙　

目
取
真
俊
「
希
望
」『
目
取
真
俊
短
編
小
説
選
集
三　

面
影
と
連
れ
て
』　

影
書
房　

二
〇
一
三
年
一
一
月

（
論
中
の
本
文
引
用
は
、『
眼
の
奥
の
森
』
影
書
房　

二
〇
〇
九
年
五
月
に
拠
っ
た
。
断
り

の
な
い
限
り
、
論
中
の
傍
点
は
論
者
に
よ
る
。
本
論
は
、
第
七
回 

東
ア
ジ
ア
と
同
時
代

日
本
語
文
学
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
〇
一
九 

台
北
大
会
（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
二
五
〜
二
七

日  

於
台
湾
政
治
大
学
）
次
世
代
フ
ォ
ー
ラ
ム
内
で
の
発
表
、「
反
響
す
る
〈
悲
鳴
〉
と

記
憶

―
目
取
真
俊
『
眼
の
奥
の
森
』
論
」
の
予
稿
お
よ
び
発
表
原
稿
を
基
に
大
幅
に
加

筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。）

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


