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〈
ま
な
ざ
し
〉
の
ゆ
ら
ぎ
―
―
大
田
洋
子
「
屍
の
街
」
論
―
―

関

美
紗
央

一

大
田
洋
子
「
屍
の
街
」
の
研
究
史
の
問
題
点
―
―
小
説
か
記
録
か
―
―

原
爆
投
下
直
後
の
ヒ
ロ
シ
マ
を
描
い
た
作
品
と
し
て
知
ら
れ
、
「
小
説
」
と

も
「
記
録
」
と
も
言
わ
れ
て
き
た
「
屍
の
街
」
は
、
作
者
で
あ
る
「
私
」
の
語

り
、
回
想
、
体
験
、
見
聞
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
作
品

で
あ
る
。

本
作
に
向
き
合
う
と
き
私
た
ち
読
者
は
少
な
か
ら
ず
苦
し
み
を
伴
う
「
読
み

に
く
さ
」
を
感
じ
る
。
題
材
が
原
爆
な
の
だ
か
ら
当
然
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
し

ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
本
作
が
読
み
手
に
与
え
る
「
苦
し
さ
」
は
原
爆
と
い

う
題
材
だ
け
に
求
め
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
手
が
か
り
は

ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ト
リ
ー
ト
氏
の
「
大
田
洋
子
の
語
り
手
の
位
置
」
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

普
通
は
私
た
ち
〔
読
者
〕
が
犠
牲
者
〔
被
爆
者
〕
へ
の
と
り
な
し
を
す

る
の
で
あ
る
が
、
被
爆
者
で
あ
る
作
者
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
を
構
築

す
る
時
に
私
た
ち
を
捨
て
去
る
。
つ
ま
り
ヒ
ロ
シ
マ
の
物
語
の
中
で
は
、

私
た
ち
は
作
中
人
物
と
し
て
も
存
在
し
な
い
し
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
読
者
と
し
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い

。
（
１
）

確
か
に
「
屍
の
街
」
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
、
読
者
が
文
脈
に
身
を
委
ね
る

こ
と
を
許
さ
な
い
読
み
に
く
い
文
章
や
構
成
で
あ
る
と
感
じ
た
。
私
た
ち
読
者

は
「
私
」
と
い
う
登
場
人
物
が
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
心
に
寄
り
添
い
悲

し
み
や
怒
り
に
浸
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
作
品
を
読
み
進
め
て
も
読
み
手
の

自
己
は
失
わ
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
読
み
進
め
る
ほ
ど
に
作
品
世
界
と
の
隔
た
り

を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
ト
リ
ー
ト
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
体
験
し
た
者
し
か
真
に
知
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
、
原
爆
を
知
ら
な
い
多
く
の
読
み
手
に
対
す
る
拒
絶
の
表
れ
な

の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
読
者
を
「
捨
て
去
る
」
か

の
よ
う
に
見
え
る
文
章
や
構
成
は
、
作
者
が
原
爆
被
害
を
記
録
し
よ
う
と
試
み

た
が
た
め
に
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
読
者
を
「
捨
て

去
る
」
あ
る
種
の
苦
し
い
ま
で
も
の
〈
読
み
に
く
さ
〉
こ
そ
本
作
品
の
特
徴
で

あ
り
、
作
品
の
意
志
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
「
屍
の
街
」
を
原
爆
を
経
験
し
て

い
な
い
私
た
ち
読
者
の
前
に
重
要
な
「
記
録
的
作
品
」
と
し
て
立
ち
現
せ
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
屍
の
街
」
の
〈
読
み
に
く
さ
〉
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
作

品
を
読
ん
で
い
く
と
、
作
者
で
大
田
自
身
で
あ
る
「
私
」
が
ヒ
ロ
シ
マ
や
被
爆
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者
に
注
ぐ
視
線
が
複
数
種
存
在
す
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
焦
点
の
絞
り
方
や
、

距
離
の
取
り
方
な
ど
の
微
妙
な
違
い
が
、
本
文
中
に
読
者
に
も
明
ら
か
に
わ
か

る
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
の
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
の
揺
ら
ぎ
―
複
数

種
の
ま
な
ざ
し
の
存
在
―
こ
そ
が
、
本
作
品
の
〈
読
み
に
く
さ
〉
に
通
じ
る
も

の
で
あ
り
、
作
品
の
意
志
を
担
う
重
要
な
装
置
で
あ
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
屍
の
街
」
研
究
の
多
く
は
本
作
品
を
小
説
か
記

録
か
の
二
項
対
立
で
評
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
既
に
村
上
陽
子
氏

が
「
原
爆
文
学
と
批
評
―
大
田
洋
子
を
め
ぐ
っ
て
」
で
指
摘
し
て
い
る

。
（
２
）

そ
こ
で
私
は
ま
ず
本
作
品
が
ど
の
よ
う
な
「
記
録
文
学
」
と
し
て
考
え
ら
れ

て
き
た
か
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

作
者
は
全
く
新
し
い
そ
う
し
た
事
件
を
描
く
た
め
の
新
し
い
小
説
の
形

式
が
み
つ
か
ら
ぬ
と
嘆
じ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
作
者
が
小
説
と
し
て

考
え
な
か
っ
た
こ
の
手
記
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
新
し
い
形
式
へ
の
萌

芽
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。（
略
）
作
者
が
強
い
訴
え
か

け
の
意
欲
を
も
ち
、
主
張
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
が
現
実
の
事
件
と
い
う

立
派
な
素
材
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
文
学
作
品
の
価

値
を
決
定
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。「
屍
の
街
」
は
こ
の
意

味
で
戦
後
に
現
れ
た
記
録
文
学
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る

。
（
３
）

佐
々
木
基
一
氏
は
「
作
者
が
強
い
訴
え
か
け
の
意
欲
を
も
ち
、
主
張
を
も
つ

こ
と
、
そ
れ
が
現
実
の
事
件
と
い
う
立
派
な
素
材
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
」

の
二
つ
の
条
件
を
記
録
文
学
と
し
て
の
本
作
の
担
保
と
し
て
指
摘
し
、
「
屍
の

街
」
を
「
記
録
文
学
」
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
佐
々
木
氏
の
い
う
「
記

録
文
学
」
の
定
義
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
。

「
屍
の
街
」
が
「
記
録
文
学
」
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
並
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
立
派
な
素
材
」
で
は
な
く
、
記
憶
が
生
み
出
す
事
実
性
や
現
実
の
忠

実
な
再
現
も
し
く
は
表
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
佐
々
木
氏
が
「
屍
の

街
」
を
「
記
録
文
学
」
と
捉
え
た
際
に
見
え
て
く
る
は
ず
の
欠
陥
部
分
（
爆
心

部
の
描
写
が
な
い
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
ぼ
な
い
こ
と
、
被

爆
後
の
ヒ
ロ
シ
マ
を
見
つ
め
る
視
線
が
不
統
一
で
あ
る
こ
と
等
）
に
は
触
れ
て

い
な
い
こ
と
も
気
に
な
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
既
に
山
本
昭
宏
氏
が
「
占
領
下
に
お
け
る
被
爆

体
験
の
「
語
り
」」
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
通
り
、「
佐
々
木
基
一
が
上
記
の

前
述
の
よ
う
な
評
価
を
行
っ
た
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
、
「
記
録
」
の
語
は

「
事
実
性
」
に
留
ま
ら
な
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、

佐
々
木
氏
の
言
う
「
記
録
文
学
」
と
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
獲
得
が
含
意
さ
れ
た
「
記

録
」
で
あ
り
、
記
憶
に
よ
り
構
築
さ
れ
る
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
意
味
合
い
と
は
異

な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
よ
う
な
、
事
実
の
「
記
録
」

と
し
て
作
品
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
不
足
の
一
切
を
佐
々
木
氏
が
指
摘
す
る
こ
と

は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
意
味
で
の
「
記
録
」

と
し
て
の
「
屍
の
街
」
論
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

小
説
の
体
を
な
し
て
い
な
い
手
記
、
あ
る
い
は
断
片
に
す
ぎ
な
い
と
作
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者
自
身
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
「
屍
の
街
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
不
十

分
」
な
作
品
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
大
田
洋
子
が
目
指
し

た
「
新
し
い
描
写
の
言
葉
」
を
獲
得
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
（
４
）

作
品
の
欠
陥
と
み
な
さ
れ
る
部
分
こ
そ
が
、
原
爆
を
表
象
し
記
録
す
る
た
め

に
必
要
な
全
く
新
し
い
ス
タ
イ
ル
形
成
の
一
翼
を
担
っ
た
と
い
う
山
本
昭
宏
氏

の
考
え
方
に
は
賛
成
で
あ
る
。
ま
た
山
本
氏
は
〈
「
屍
の
街
」
を
書
く
大
田
は
、

「
作
家
の
責
任
」
と
自
己
疎
外
感
覚
の
間
を
、
行
き
来
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
〉

と
述
べ
て
い
る
。
山
本
氏
は
「
自
己
疎
外
の
感
覚
」
を
「
居
場
所
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
者
が
持
つ
」
も
の
と
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
無
数
の
被

爆
者
の
心
と
響
き
あ
う
可
能
性
を
秘
め
た
被
爆
者
感
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
山
本
氏
は
「
私
」
の
揺
ら
ぐ
主
体
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
山
本
氏
は
〈
す
で
に
紙
面
の
な
か
で
文
章
化
さ
れ
流
通
し
て
い
る
被

爆
体
験
を
「
屍
の
街
」
に
挿
入
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
記
憶
の
「
真
実
」
を
〈
記

録
〉
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
〉
と
「
屍
の
街
」
の
記
録
的
側
面
を

新
聞
記
事
の
引
用
部
分
に
求
め
て
お
り
、
ま
な
ざ
し
の
揺
ら
ぎ
に
よ
る
「
記
録
」

性
の
担
保
に
関
し
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

す
で
に
紙
面
の
な
か
で
文
章
化
さ
れ
流
通
し
て
い
る
被
爆
体
験
を
「
屍

の
街
」
に
挿
入
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
記
憶
の
「
事
実
」
を
〈
記
録
〉

す
る
た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
外
部
に
あ
る

被
爆
体
験
を
漆
喰
に
す
る
こ
と
で
、
大
田
は
、
脆
く
も
崩
壊
し
て
し
ま

い
そ
う
な
〈
記
録
〉
の
組
み
立
て
作
業
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る

。
（
５
）

ま
た
、
本
作
を
「
記
録
」
と
す
る
先
行
研
究
で
は
、
原
爆
と
い
う
「
立
派
な

素
材
」
を
題
材
に
描
い
た
と
い
う
事
実
や
、
本
文
の
随
所
に
引
用
さ
れ
る
専
門

家
に
よ
る
研
究
報
告
や
当
時
の
新
聞
記
事
に
意
味
を
見
い
だ
し
そ
こ
に
「
記
録
」

の
役
割
を
求
め
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
作
品
で
描
か
れ
た
も
の
が
「
原
爆
」
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
が
故
、
こ
れ
ま
で
は
作
品
の
細
部
よ
り
も
原
爆
と
い
う
テ
ー
マ
に
引
き

ず
ら
れ
た
批
評
―
本
作
の
価
値
を
記
録
と
す
る
も
の
―
が
多
か
っ
た
と
い
う
印

象
で
あ
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
、
作
品
の
価
値
を
「
小
説
」
か
「
記
録
」
か
と

い
う
二
つ
の
枠
組
み
の
中
だ
け
で
評
価
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
本
作
品
を
小
説
や
記
録
と
考
え
る
際
、
あ
る
い
は
考
え

る
が
故
、
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
の
揺
ら
ぎ
―
複
数
種

の
ま
な
ざ
し
の
存
在
―
を
、
「
屍
の
街
」
の
「
語
り
」
の
力
を
生
み
出
す
一
つ

の
重
要
な
要
素
と
捉
え
考
察
す
る
。
ま
た
、
先
行
研
究
の
よ
う
に
「
小
説
」
か

「
記
録
」
か
の
二
項
対
立
で
作
品
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「
小
説
」
や
「
記

録
」と
い
っ
た
枠
組
か
ら
作
品
を
一
度
解
放
し
本
作
品
と
向
き
合
う
こ
と
で
「
屍

の
街
」
の
新
た
な
読
み
の
可
能
性
を
探
る
。

二

人
間
の
眼
と
作
家
の
眼
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「
屍
の
街
」
に
は
複
数
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
論
じ
る
出
発
点
と
し
て
、
作
品
中
の
次
の
文
章
を
引
用
し
た
い
。

死
体
は
み
ん
な
病
院
の
方
へ
頭
を
向
け
、
仰
向
い
た
り
う
つ
伏
せ
た
り

し
て
い
た
。
眼
も
口
も
腫
れ
つ
ぶ
れ
、
四
肢
も
む
く
む
だ
け
む
く
ん
で
、

醜
い
大
き
な
ゴ
ム
人
形
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は
涙
を
ふ
り
落
と
し
な

が
ら
、
そ
の
人
々
の
形
を
心
に
書
き
と
め
た
。「
お
姉
さ
ん
は
よ
く
ご
ら

ん
に
な
れ
る
わ
ね
。
私
は
立
ち
ど
ま
っ
て
死
骸
を
見
た
り
は
で
き
ま
せ

ん
わ
。
」
妹
は
私
を
と
が
め
る
様
子
で
あ
っ
た
。
私
は
答
え
た
。
「
人
間

の
眼
と
作
家
の
眼
と
ふ
た
つ
の
眼
で
見
て
い
る
の
。
」「
書
け
ま
す
か
、

こ
ん
な
こ
と
。
」
「
い
つ
か
は
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
ね
。
こ
れ
を

見
た
作
家
の
責
任
だ
も
の
。
」

（
６
）

こ
の
や
り
と
り
が
、
実
際
に
作
者
と
妹
と
の
間
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の

か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
大
田
が
こ
の
会
話
を
作
中
に
組
み
入
れ
た
こ

と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
読
者
は
こ
の
会
話
か
ら
、

「
人
間
の
眼
と
作
家
の
眼
と
ふ
た
つ
の
眼
」
を
持
つ
大
田
が
、
悩
み
苦
し
み
な

が
ら
も
「
作
家
の
責
任
」
と
し
て
自
ら
被
爆
後
の
ヒ
ロ
シ
マ
や
原
爆
に
虐
げ
ら

れ
た
人
々
を
「
見
る
」
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
を
知
る
。
さ
ら
に
、
大
田
を
咎

め
る
妹
の
発
言
は
、
あ
る
い
は
大
田
自
身
の
声
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

と
こ
ろ
で
、
作
家
で
あ
る
大
田
に
と
っ
て
「
見
る
」
行
為
は
描
く
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
記
憶
や
体
験
の
「
再
現
」
で
し
か
な
く
、
そ
の
媒
介
性
を
免
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
て
し
ま
っ
た
「
作
家
の
責
任
」
で
あ
る
と
い
い
、
原

爆
被
害
を
伝
え
よ
う
と
し
た
作
者
は
、
原
爆
を
描
く
こ
と
で
生
じ
る
歪
み
と
自

ら
が
体
験
し
た
「
現
実
」
と
の
隔
た
り
で
苦
し
む
。
目
的
の
た
め
の
行
動
が
目

的
を
成
就
さ
せ
な
い
苦
痛
を
、
大
田
は
「
屍
の
街
」
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
告

白
し
て
い
る
。

小
説
を
書
く
者
の
既
成
概
念
を
も
っ
て
は
、
描
く
こ
と
の
不
可
能
な
、

そ
の
驚
愕
や
恐
怖
や
、
鬼
気
迫
る
惨
状
や
、
遭
難
死
体
の
量
や
原
子
爆

弾
症
の
慄
然
た
る
有
様
な
ど
、
ペ
ン
に
よ
っ
て
人
に
伝
え
る
こ
と
は
困

難
に
思
え
た

。
（
７
）

こ
れ
は
同
じ
序
文
で
大
田
が
述
べ
て
い
る
「
な
ん
と
、
広
島
の
、
原
子
爆
弾

投
下
に
依
る
死
の
街
こ
そ
は
、
小
説
に
書
き
に
く
い
素
材
で
あ
ろ
う
」
に
通
じ

る
も
の
で
あ
り
、
人
類
が
い
ま
だ
か
つ
て
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
「
地
獄
の
よ

う
な
」
現
実
を
い
か
に
表
象
す
る
か
は
多
く
の
被
爆
者
が
抱
え
る
苦
痛
で
あ
る

が
、
更
に
大
田
の
場
合
は
原
爆
を
描
く
こ
と
の
難
し
さ
の
要
因
を
、
一
方
的
な

〈
ま
な
ざ
し
〉
に
よ
っ
て
生
じ
る
暴
力
に
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。「

屍
の
街
」
に
は
繰
り
返
し
登
場
す
る
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。

空
で
は
写
真
を
撮
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
ど
も
は
野
ざ
ら
し
の
ま
ま
、

空
々
寂
々
と
し
た
全
市
と
と
も
に
頭
の
う
え
か
ら
写
真
に
さ
れ
て
い
た

の
だ

。
（
８
）
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こ
の
こ
ろ
空
か
ら
は
撮
影
が
く
り
返
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

。
（
９
）

こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
は
、
大
田
が
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
に
関
し
て
過
剰
な
ま

で
に
繊
細
な
感
覚
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

死
者
の
声
を
「
聞
く
」
作
家
で
あ
る
原
民
喜
に
対
し
て
、
大
田
洋
子
は
「
見

る
」
作
家
と
言
わ
れ
る
が
、
作
者
の
見
る
こ
と
へ
の
執
着
心
は
、
一
方
的
な
〈
ま

な
ざ
し
〉
へ
の
激
し
い
反
発
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

大
田
に
と
っ
て
、
そ
し
て
被
爆
者
に
と
っ
て
「
見
ら
れ
る
」
こ
と
が
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
暴
力
的
行
為
に
な
り
得
る
か
に
つ
い
て
、
次

に
挙
げ
る
文
章
が
手
掛
か
り
と
な
る
。

罹
災
者
と
そ
う
で
な
い
人
た
ち
と
の
間
に
起
き
て
い
る
雰
囲
気
で
あ
る
。

あ
た
り
ま
え
な
人
た
ち
は
、
怪
我
を
し
て
い
な
い
と
い
う
そ
れ
だ
け
の

違
い
で
も
、
負
傷
者
た
ち
を
、
元
々
き
た
な
い
乞
食
で
で
も
あ
る
よ
う

に
扱
っ
た
。
言
葉
や
態
度
を
横
柄
に
し
、
見
下
げ
た
よ
う
に
し
か
扱
わ

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
心
理
を
も
、
そ
れ
か
ら
罹
災
者
た
ち
は

罹
災
者
た
ち
で
、
ま
だ
焼
け
出
さ
れ
て
二
日
か
三
日
し
か
経
っ
て
い
な

い
の
に
、
元
々
自
分
が
哀
れ
な
人
間
で
で
も
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
卑
屈

に
な
っ
て
し
ま
う
心
理
を
も
、
私
は
奇
異
に
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な

か
っ
た

。
（
１
０
）

「
私
」
は
、
罹
災
者
感
情
が
〈
他
者
〉
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
自
身
の
中
に
も
、
い
つ
の
間
に
か
植
え
付
け
ら
れ
て

い
た
罹
災
者
感
情
に
気
が
付
き
、
自
ら
を
あ
ざ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
〈
他

者
〉
に
よ
り
自
己
を
奪
わ
れ
、
新
た
に
自
己
が
形
作
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の

恐
怖
が
見
て
取
れ
る
。

あ
た
り
に
は
壊
れ
た
家
も
火
災
も
な
く
、
罹
災
者
ら
し
い
人
も
歩
い
て

い
な
い
の
で
、
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
。
私
も
い
つ
の
間
に
か
、
い
っ
ぱ

し
の
罹
災
者
の
気
持
ち
に
陥
っ
て
い
た
。
ち
と
そ
の
心
理
に
気
づ
く
と
、

た
ま
ら
な
い
自
嘲
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
け
れ
ど
、
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来

は
し
な
い

。
（
１
１
）

こ
の
部
分
か
ら
は
、
見
る
こ
と
が
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
ら
の

判
断
基
準
で
対
象
を
識
別
し
、
対
象
に
独
自
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る

の
だ
と
わ
か
る
。
見
ら
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
防
ぎ
よ
う
が
な
い
一
種

の
暴
力
的
行
為
と
化
す
の
で
あ
る
。
一
方
的
な
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
よ
っ
て
「
罹

災
者
」
に
な
っ
た
経
緯
を
持
つ
大
田
は
、
〈
ま
な
ざ
し
〉
が
対
象
で
あ
る
当
事

者
に
及
ぼ
す
影
響
や
代
償
を
熟
知
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
執
拗
な
ま
で
、
自
分

の
〈
ま
な
ざ
し
〉
に
よ
っ
て
罹
災
者
た
ち
や
被
爆
後
の
ヒ
ロ
シ
マ
を
最
大
限
に

「
正
し
く
」
見
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
か
。

自
分
の
顔
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
互
に
自
分
で
は
わ
か
ら

な
い
け
れ
ど
、
相
手
の
顔
を
眺
め
て
見
当
が
つ
い
た
。
妹
の
顔
は
丸
い
パ
ン
の

よ
う
に
腫
れ
て
、
大
き
く
て
黒
く
、
不
気
味
な
ほ
ど
に
澄
ん
で
い
た
平
生
の
眼

は
糸
の
よ
う
に
細
く
な
り
、
そ
の
ふ
ち
は
青
黒
い
イ
ン
ク
を
流
し
た
よ
う
で
あ

っ
た
。
唇
の
右
の
端
か
ら
頬
へ
向
け
て
十
文
字
に
切
っ
た
傷
の
た
め
に
口
ぜ
ん
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た
い
が
ね
じ
れ
曲
が
っ
た
へ
の
字
に
な
り
、
醜
く
て
長
く
は
見
て
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
髪
は
血
と
壁
の
赤
土
で
、
も
う
長
い
間
乞
食
で
も
し
て
来
た
よ
う
な
女

の
よ
う
で
あ
っ
た

。
（
１
２
）

大
田
洋
子
の
「
見
る
」
行
為
は
自
ら
の
悍
ま
し
い
体
験
を
彷
彿
さ
せ
る
痛
み

を
自
分
の
身
に
喚
起
さ
せ
て
し
ま
う
力
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
大

田
は
「
長
く
は
見
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
大
田
は
見

つ
め
る
こ
と
を
放
棄
せ
ず
生
々
し
い
描
写
を
続
け
て
い
る
。

「
見
る
」
こ
と
で
生
じ
る
二
つ
の
代
償
―
―
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
対
象
を
新
た

に
形
作
っ
て
し
ま
う
危
険
性
と
、
「
見
る
」
こ
と
で
生
じ
る
作
者
自
身
の
痛
み

や
苦
し
み
―
―
を
顧
み
ず
執
拗
に
相
手
を
み
つ
め
る
こ
と
で
大
田
に
描
か
せ
た

の
は
、
作
家
と
し
て
の
強
い
意
志
で
あ
り
、
「
作
家
の
責
任
」
な
の
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
自
ら
に
痛
み
を
伴
う
「
見
る
」
行
為
に
関
す
る
大
田
の
心
の
葛
藤

は
作
品
の
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
印
象
深
い
の
は
以
下
で
あ

る
。

私
は
自
然
に
す
ら
す
ら
と
原
始
的
な
考
え
方
に
ひ
き
こ
ま
れ
た
。
子
供

の
よ
う
に
、
私
は
空
気
中
の
窒
素
や
酸
素
や
、
炭
酸
瓦
礫
な
ど
を
思
い

出
し
た
。
そ
う
い
う
人
間
の
眼
に
ふ
れ
ぬ
も
の
に
敵
機
は
超
短
波
の
よ

う
な
電
子
を
送
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
空
気
中
の
電
波
が
音
も
匂
い

も
立
て
ず
に
、
色
彩
も
見
せ
な
い
で
、
白
色
の
大
き
な
焔
に
な
っ
た
の

に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
新
し
い
神
秘
世
界
を
心
に
描
く
よ
り
ほ

か
に
、
あ
ま
り
に
お
び
た
だ
し
い
、
不
思
議
な
傷
の
負
傷
者
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
は
私
の
考
え
方
、
考
え
方
と
い
う
よ
り
も
、

官
能
に
う
け
た
感
じ
か
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
を
な
ん
と
な

く
素
晴
ら
し
い
と
思
い
、
そ
し
て
耐
え
難
い
敗
北
感
に
落
ち
て
苦
し
く

な
っ
た

。
（
１
３
）

眼
前
の
惨
状
が
正
体
不
明
な
攻
撃
、
兵
器
へ
の
恐
怖
感
情
を
作
者
の
内
に
掻

き
立
て
る
場
面
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
な
い
世
界
に
放
り
込
ま
れ
た
恐
怖
は
、

物
語
の
紡
ぎ
手
で
あ
る
作
家
に
と
っ
て
は
、
特
に
自
ら
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
獲
得

で
き
な
い
苦
痛
を
呼
び
覚
ま
し
、
可
視
と
不
可
視
の
問
題
に
発
展
し
て
い
く
。

「
こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
を
な
ん
と
な
く
素
晴
ら
し
い
と
思
い
、
そ
し
て

耐
え
難
い
敗
北
感
に
落
ち
て
苦
し
く
な
っ
た
」
と
は
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い

部
分
を
、
自
身
の
想
像
で
埋
め
る
こ
と
で
安
心
を
覚
え
る
自
ら
の
行
為
が
、「
見

る
」
こ
と
、
つ
ま
り
は
現
実
を
受
け
止
め
る
こ
と
か
ら
の
逃
亡
の
契
機
と
し
て

潜
ん
で
い
る
事
実
に
気
付
き
、
さ
ら
な
る
葛
藤
を
生
む
の
で
あ
る
。
見
な
く
て

は
、
見
た
く
な
い
、
知
り
た
く
な
い
、
で
も
知
ら
な
く
て
は
、
と
い
う
無
数
の

葛
藤
を
経
て
「
見
る
作
家
」
と
し
て
の
大
田
洋
子
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。三

「
私
」
の
ま
な
ざ
し
の
揺
ら
ぎ

と
こ
ろ
が
現
実
を
正
し
く
見
る
と
い
う
思
い
に
反
し
、大
田
が
強
く
鋭
い
〈
ま

な
ざ
し
〉
で
見
つ
め
れ
ば
見
つ
め
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
作
者
の
意
識
が
投
影
さ
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れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
強
固
な
ま
で
の
「
私
」
と
い
う
も
の
の
存
在

は
、
原
爆
の
ス
ト
ー
リ
ー
化
を
招
き
、
大
田
自
身
の
体
験
が
「
私
」
に
と
っ
て

の
「
事
実
」
と
し
て
の
域
を
抜
け
出
せ
な
く
な
る
危
険
を
伴
う
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
「
事
実
」
が
読
み
手
に
一
回
性
の
涙
を
誘
い
固
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
植
え

付
け
る
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で

そ
れ
を
回
避
す
る
、
も
し
く
は
極
力
薄
め
る
一
つ
の
手
段
と
し
て
効
果
を
発
揮

す
る
の
が
、
複
数
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
で
あ
り
、
揺
れ
る
主
体
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

見
る
こ
と
、
見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
明
確
な
意
識
を
有
し
て
い
た
大
田
は
自
身

が
「
屍
の
街
」
を
執
筆
し
、
原
爆
や
被
爆
者
を
描
き
と
め
る
こ
と
で
、
現
実
と

の
間
に
生
じ
る
新
た
な
差
異
や
、
本
文
の
誘
い
に
よ
り
読
み
手
の
中
に
芽
生
え

る
で
あ
ろ
う
対
象
物
へ
の
識
別
を
想
定
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
本
文
中
に
見
ら
れ
る
主
体
の
揺
ら
ぎ
は
、
作
者
の
精
神
状
態

の
投
影
に
留
ま
ら
ず
、
読
み
手
に
明
瞭
な
識
別
を
さ
せ
ず
、
固
定
さ
れ
た
イ
メ

ー
ジ
を
植
え
付
け
な
い
た
め
の
意
識
的
な
装
置
で
あ
り
、
読
み
手
の
原
爆
理
解

を
助
け
る
た
め
の
作
者
か
ら
の
手
助
け
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
屍
の
街
」
に
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
の
は
、
「
私
」
に
複

数
の
主
体
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
「
私
」
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
揺
ら
ぎ

は
、
「
被
爆
者
」
や
「
作
家
」
と
い
う
広
く
知
ら
れ
た
事
実
が
証
明
す
る
主
体

だ
け
に
拠
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
ず
、
亡
く
な
っ
た
作
者
の
父
と
は
友
達
で
あ
り
、
作
者
自
身
も
「
治
療
に

行
く
と
父
と
で
も
語
る
よ
う
に
、
と
き
ど
き
い
ろ
ん
な
こ
と
を
話
し
合
う
」
と

い
う
旧
知
の
仲
の
医
師
を
、
名
前
で
は
な
く
「
Ｓ
氏
（
Ｓ
医
師
）
」
と
呼
ん
で

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
あ
る
い
は
大
田
が
無
意
識
的
に
そ
の
よ
う
に
書
い

た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

「
出
た
ね
。
こ
れ
は
な
ん
だ
ろ
う
。
」
Ｓ
氏
は
う
っ
か
り
云
っ
て
し
ま
っ

て
、
娘
の
手
を
て
い
ね
い
に
診
た
。
娘
は
き
ゃ
っ
と
叫
び
声
を
立
て
た

。
（
１
４
）

「
う
っ
か
り
」
口
に
さ
れ
た
Ｓ
医
師
の
言
葉
に
娘
は
怯
え
、
「
私
は
い
つ
死

ぬ
ん
で
す
か
。
先
生
、
い
つ
私
は
死
ぬ
る
ん
で
す
か
。
」「
脈
が
切
れ
る
の
と
心

臓
が
と
ま
る
の
と
。
ど
っ
ち
が
先
な
ん
で
す
か
」
と
必
死
に
訊
ね
る
の
で
あ
る

が
、
Ｓ
医
師
は

「
私
は
あ
ん
た
が
死
ぬ
と
云
っ
た
覚
え
は
な
い
よ
。
こ
れ
が
出
た
と
云

っ
て
、
死
に
は
せ
ん
。
心
配
せ
ん
が
い
い
よ
。
死
に
は
せ
ん
よ

」
（
１
５
）

と
言
葉
を
結
ぶ
。
Ｓ
医
師
の
優
し
い
嘘
は
、
娘
の
心
の
安
ら
ぎ
の
た
め
に
処
方

さ
れ
た
「
薬
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
娘
は
一
週
間
の
う
ち
に
死
ん
で
い
る
。

私
は
、
Ｓ
医
師
に
心
が
な
く
、
研
究
者
や
科
学
者
特
有
の
と
き
と
し
て
人
間

と
し
て
の
眼
を
曇
ら
せ
る
ほ
ど
の
純
粋
な
「
対
象
物
へ
の
興
味
」
だ
け
で
患
者

を
診
察
し
て
い
た
と
は
思
わ
な
い
。
誤
っ
た
言
葉
を
口
走
り
、
慌
て
た
様
子
で

確
信
の
な
い
言
葉
を
羅
列
し
娘
を
慰
め
る
Ｓ
医
師
は
、
血
の
通
っ
た
生
身
の
人

間
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

た
だ
、
大
田
が
本
作
に
お
い
て
初
め
て
Ｓ
氏
を
登
場
さ
せ
る
際
に
、
わ
ざ
わ

ざ
Ｓ
氏
の
「
う
っ
か
り
」
な
言
動
に
言
及
し
た
こ
と
は
、
大
田
が
Ｓ
氏
に
抱
い



- 127 -

た
思
い
と
、
本
作
の
表
記
方
法
を
考
え
る
際
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

大
田
は
作
家
と
し
て
書
く
こ
と
で
伝
え
る
た
め
に
原
爆
被
害
を
「
見
る
」
存

在
で
あ
り
、
原
爆
の
被
害
に
遭
っ
た
患
者
を
治
療
の
た
め
に
「
診
る
」
Ｓ
氏
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
目
的
達
成
の
た
め
に
被
爆
者
を
見
て
（
診
て
）
い
る
。
両
者
の

立
場
は
共
通
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
相
違
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
目
的
の
違
い
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

医
師
で
あ
る
Ｓ
氏
の
見
る
目
的
が
患
者
の
治
療
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る

が
、
大
田
の
場
合
、
見
る
目
的
―
―
つ
ま
り
そ
れ
は
作
品
を
描
き
伝
え
る
た
め
、

と
い
う
単
純
な
創
作
目
的
で
は
な
く
、
何
を
伝
え
る
た
め
に
作
品
を
書
く
の
か

と
い
う
意
味
で
の
目
的
で
あ
る
―
―
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
大
田
は
原
爆
に
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
「
さ
ま
よ
い
の
心
」
を
見
舞
う

た
め
に
本
作
を
描
い
た
と
考
え
る
。
大
田
に
と
っ
て
被
爆
者
を
「
見
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
よ
り
多
く
の
「
被
爆
者
」
の
心
に
寄
り
添
う
た
め
の
唯
一
の
手
段

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
明
確
に
示
す
の
が
、
専
門
家
に
よ
る
研
究
報
告
の
長
文
の
引
用
で
あ

る
。
「
屍
の
街
」
に
お
け
る
こ
の
研
究
報
告
の
引
用
に
つ
い
て
は
山
本
氏
を
始

め
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
そ
れ
ら
の
引
用
は
大
田
の
断
片
的
な
原
爆

の
記
憶
・
記
録
を
補
う
た
め
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
作
者
の
創

作
目
的
―
―
「
さ
ま
よ
い
の
心
」
を
見
舞
う
と
い
う
こ
と
―
―
を
明
白
に
提
示

す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

本
文
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
広
島
文
理
科
大
学
の
藤
原
教
授
の
中
間
報

告
の
引
用
後
に
、「
私
」
は
一
言
、「
て
い
ね
い
だ
け
れ
ど
も
ま
だ
私
ど
も
に
蒙

昧
の
さ
ま
よ
い
を
残
す
の
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
お
り
、
大
田
が
こ
の
中

間
報
告
に
対
し
て
何
か
し
ら
の
「
も
の
足
り
な
さ
」
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

さ
ら
に
、
長
文
の
東
大
の
都
築
博
士
の
報
告
の
あ
と
の
「
私
」
の
言
葉
を
見

て
み
る
。

こ
の
よ
う
に
ひ
た
む
き
に
の
べ
ら
れ
、
も
っ
と
専
門
的
な
こ
と
が
ら
や
、

治
療
の
意
見
な
ど
が
、
ど
の
人
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
い
て
、
私
ど
も
は
、
さ
ま
よ
い
の
思
い
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
さ
ま
よ
い
の
思
い
と
は
多
く
の
心
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

被
爆
者
た
ち
は
、
客
観
と
主
観
の
間
を
さ
す
ら
い
、
絶
え
ず
死
に
引
き

ず
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

。
（
１
６
）

被
爆
者
が
専
門
家
に
よ
る
報
告
の
前
に
「
客
観
と
主
観
の
間
を
さ
す
ら
う
」

の
は
、
被
爆
者
を
置
き
去
り
に
す
る
客
観
的
な
研
究
報
告
に
は
、
被
爆
者
の
生

を
保
証
し
心
の
不
安
を
解
消
す
る
力
が
な
い
た
め
で
あ
る
。

大
田
が
本
文
中
に
専
門
家
に
よ
る
研
究
報
告
を
長
々
と
引
用
し
、
自
ら
と
一

線
を
画
し
そ
れ
ら
と
決
別
す
る
の
は
、
被
爆
者
の
心
に
共
通
す
る
「
さ
ま
よ
い

の
思
い
」
を
大
切
に
く
み
取
り
、
「
罹
災
者
の
心
理
へ
の
理
解
あ
る
」
作
品
を

描
こ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

被
爆
者
の
心
を
Ｓ
医
師
が
蔑
ろ
に
し
て
い
た
と
は
思
わ
な
い
が
、
被
爆
者
の

心
を
「
見
舞
い
た
い
」
一
心
で
被
爆
者
を
み
つ
め
る
大
田
か
ら
し
た
ら
、
医
師
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と
し
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
第
一
に
患
者
の
「
治
療
」
に
優
先
さ
れ
る
Ｓ
医

師
の
〈
ま
な
ざ
し
〉
や
彼
の
言
動
は
、
自
分
の
と
は
違
う
も
の
と
し
て
映
っ
た

に
違
い
な
い
。

仕
事
と
は
い
え
機
械
的
な
冷
静
さ
で
沢
山
の
被
爆
者
を
さ
ば
い
て
い
く
Ｓ
氏

の
診
断
に
大
田
が
意
識
的
、
無
意
識
的
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
ら
と
の
線
引
き
の

た
め
に
一
定
の
距
離
を
置
こ
う
と
し
た
結
果
が
「
Ｓ
」
の
一
文
字
に
表
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
Ｓ
氏
と
い
う
表
現
は
、
「
客
観
視
し
て
描
く
こ
と
は

あ
っ
て
も
自
分
の
心
は
被
爆
者
と
共
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
Ｓ
氏
と
は
違
う
」
と

い
う
大
田
の
訴
え
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ｓ
医
師
に
と
っ
て
、
患
者
を
見
る
（
診
る
）
こ
と
が
仕
事
で
あ
っ
た

こ
と
も
、
大
田
と
の
違
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
種
の
「
職
業
病
」
を
大
田

が
嫌
っ
て
い
た
こ
と
は
本
文
か
ら
窺
え
る
。

医
者
も
看
護
師
も
い
る
に
は
い
た
が
、
そ
の
の
ろ
く
さ
し
た
動
作
は
、

い
る
の
か
い
な
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
の
ろ
の

ろ
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
あ
が
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
か
っ

た
。
科
学
者
は
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
に
も
、
び
っ
く
り
し
た
り
興
奮
し
た

り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
過
剰
意
識
の
た
め
に
、
落
ち
つ
こ
う

落
ち
つ
こ
う
と
思
い
す
ぎ
て
、
落
ち
つ
き
す
ぎ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
と
思
わ
れ
た

。
（
１
７
）

生
涯
に
一
度
出
会
う
か
出
会
わ
な
い
こ
の
よ
う
な
事
件
の
あ
と
に
さ
え
、

戦
災
者
を
積
ん
で
行
く
車
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
た
方
針
が
当
事
者

に
も
つ
い
て
い
な
い
の
だ
っ
た
。
か
れ
ら
は
き
び
き
び
し
た
決
断
を
も

っ
て
う
ご
い
た
り
、
情
熱
や
思
い
や
り
で
戦
災
の
市
民
た
ち
に
親
切
に

し
て
も
、
あ
と
で
ど
こ
か
か
ら
文
句
が
出
た
の
で
は
つ
ま
ら
な
い
と
で

も
い
う
風
に
、
か
く
れ
る
よ
う
に
し
て
事
務
室
へ
引
き
こ
も
っ
て
い
た
。

そ
の
人
た
ち
は
い
つ
も
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る

。
（
１
８
）

大
田
が
「
作
家
」
で
あ
る
こ
と
と
「
被
爆
者
」
で
あ
る
こ
と
の
両
方
を
手
放

さ
ず
、
本
作
品
を
描
く
た
め
に
被
爆
者
を
見
つ
め
続
け
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
仕
事
上
の
目
的
や
使
命
に
の
み
従
順
で
、
職
業
が
心
と
頭
を
支
配
し
招

く
判
断
や
行
動
を
作
者
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

四

「
佐
伯
綾
子
」
の
役
割

一
方
、
「
私
は
佐
伯
綾
子
の
こ
と
を
思
い
出
す
」
と
は
本
文
中
の
「
私
」
の

言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
佐
伯
綾
子
は
作
中
に
何
度
も
登
場
す
る
数
少
な
い
「
名

前
を
与
え
ら
れ
た
」
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
佐
伯
綾
子
は
作
家

と
し
て
の
大
田
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
長
野

秀
樹
氏
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

つ
ま
り
、
佐
伯
綾
子
と
い
う
人
物
は
、
主
人
公
が
小
説
家
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
証
明
し
て
く
れ
る
人
物
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
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テ
ィ
テ
ィ
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
。
小
説
家
で
あ
る
私
を
証
明
し
て
く
れ

て
、
小
説
家
で
い
さ
せ
て
く
れ
る
。
自
分
を
き
ち
ん
と
認
め
て
く
れ
る
人

間
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
簡
単
に
言
え
ば
友
人
の
謂

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
主
人
公
が
、
繰
り
返
し
佐
伯
綾
子
の
安
否
を
気

に
す
る
の
は
、
当
然
と
も
い
え
ま
す

。
（
１
９
）

長
野
氏
が
言
う
通
り
、
確
か
に
「
私
」
は
、
佐
伯
綾
子
を
「
ず
っ
と
昔
、
文

学
を
や
っ
て
い
た
」
人
で
、
「
上
の
方
か
ら
微
笑
ん
で
自
分
の
や
わ
ら
か
な
文

学
の
中
へ
私
を
誘
っ
た
」
人
物
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、
そ
の
存
在
が
作
家

と
し
て
の
「
私
」
を
形
成
す
る
上
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
「
今
、
こ
こ
」
に
お
い
て
、
「
私
」
が
佐
伯

綾
子
の
名
前
を
十
八
回
も
繰
り
返
し
呼
ぶ
こ
と
が
、
作
家
で
あ
る
「
私
」
を
読

者
の
前
に
証
明
す
る
た
め
だ
と
断
言
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
を
覚
え
る
。「
私
」

が
作
家
で
あ
る
こ
と
は
読
者
全
員
に
と
っ
て
承
知
の
事
実
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
佐
伯
綾
子
が
作
家
と
し
て
の
「
私
」
を
成
立
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
存
在
す

る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

古
い
友
達
の
佐
伯
綾
子
の
住
ん
で
い
た
家
も
、
見
る
影
も
な
く
倒
壊
し

て
い
た
。
私
は
佐
伯
綾
子
は
ど
う
し
た
か
と
、
ち
と
心
に
浮
か
べ
あ
た

り
を
見
た
が
、
こ
こ
も
ひ
っ
そ
り
と
静
か
で
、
人
の
姿
は
ど
こ
に
も
見

え
な
か
っ
た

。
（
２
０
）

こ
れ
は
、
本
作
に
お
い
て
、
初
め
て
「
私
」
が
佐
伯
綾
子
の
名
前
を
口
に
す

る
場
面
で
あ
る
が
、
「
私
」
は
彼
女
の
正
体
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
せ
ず
、
た

だ
「
古
い
友
達
」
で
あ
る
彼
女
の
安
否
を
心
配
す
る
。
こ
の
後
も
佐
伯
綾
子
と

い
う
語
は
数
に
す
る
と
五
回
本
文
中
に
記
さ
れ
る
が
、
「
私
」
が
佐
伯
綾
子
に

つ
い
て
詳
ら
か
に
読
者
の
前
に
書
き
記
す
の
は
、さ
ら
に
文
章
が
進
ん
だ
後
で
、

最
初
の
言
及
か
ら
数
え
て
六
回
目
の
「
佐
伯
綾
子
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ

で
よ
う
や
く
佐
伯
綾
子
が
先
述
し
た
通
り
「
私
」
を
文
学
の
世
界
に
導
い
た
人

物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

大
田
が
作
家
と
し
て
の
「
私
」
を
保
証
す
る
存
在
と
し
て
「
佐
伯
綾
子
」
を

考
え
て
い
た
の
な
ら
、
佐
伯
綾
子
に
つ
い
て
の
詳
細
な
情
報
は
も
っ
と
早
く
に

読
者
に
提
示
さ
れ
て
も
よ
い
。
私
は
、
む
し
ろ
、
佐
伯
綾
子
の
本
作
で
の
役
割

は
、
「
私
」
の
「
よ
そ
者
」
か
ら
の
脱
却
を
助
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
思

う
。本

文
に
よ
れ
ば
、
「
私
」
は
、
戦
争
の
間
ず
っ
と
広
島
で
暮
ら
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
事
情
を
抱
え
戻
っ
て
き
た
人
間
で
あ
っ
た
。
よ
そ
か
ら
広
島
に

戻
っ
て
来
た
ば
か
り
の
「
私
」
に
は
「
広
島
に
は
か
の
女
の
ほ
か
に
友
達
も
い

な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
佐
伯
綾
子
は
「
私
」
に
と
っ
て
の
唯
一
の
友
人
で
あ

り
、
安
否
を
確
か
め
た
い
人
物
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
本
作
に
お
け
る
「
佐
伯
綾
子
」
の
役
割
は
、
作
家
と
し
て
ヒ
ロ

シ
マ
を
見
る
「
私
」
に
、
母
や
妹
が
隣
組
の
人
々
を
心
配
す
る
よ
う
に
、
多
く

の
被
爆
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
「
身
近
な
人
物
の
無
事
を
祈
る
眼
（
主
体
）
」

を
、「
私
」
の
内
に
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。「
佐
伯
綾
子
」
の
名
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前
に
託
さ
れ
た
の
は
、
「
作
家
」
と
し
て
の
大
田
の
保
障
で
は
な
く
、
広
島
の

「
被
爆
者
」
と
し
て
の
大
田
を
支
え
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

五

同
じ
身
の
上
の
人
々

よ
そ
か
ら
広
島
に
戻
っ
て
き
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
「
私
」
は
、
「
広
島
に
は

か
の
女
の
ほ
か
に
友
達
も
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
家
族
以
外
で
「
私
」

が
気
に
か
け
る
相
手
と
い
え
ば
佐
伯
綾
子
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し

た
通
り
で
あ
る
。

一
方
、
母
や
妹
は
困
難
な
状
況
下
に
お
い
て
隣
組
の
人
々
の
心
配
を
す
る
な

ど
、
大
田
と
は
若
干
性
質
が
異
な
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
本
文
中
に

は
「
私
」
が
な
ん
と
な
く
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
こ
と
や
、
母
や
妹
と
の
「
温
度

差
」
を
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
箇
所
が
あ
る
。

そ
う
云
え
ば
昨
日
か
ら
母
や
妹
が
気
が
か
り
そ
う
に
云
っ
て
い
た
隣
組

の
人
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
。（
略
）
私
ど
も
の
隣
組
の
こ
と
を
、

私
自
身
は
つ
き
あ
い
が
う
す
く
て
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
け
れ

ど

（
略
）

（
２
１
）

し
か
し
そ
ん
な
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
「
私
」
が
、
佐
伯
綾
子
を
除
い
て
、
決

し
て
深
い
交
流
が
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
広
島
の
人
々
を
（
広
島
で
被
爆
し
た

人
々
に
限
っ
て
だ
が
）
同
胞
の
ま
な
ざ
し
で
見
つ
め
る
瞬
間
が
あ
る
。

よ
く
晴
れ
て
澄
み
と
お
っ
た
秋
の
真
昼
に
さ
え
、
深
い
黄
昏
の
底
に
で

も
沈
ん
で
い
る
よ
う
な
、
混
迷
の
物
憂
さ
か
ら
、
の
が
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
同
じ
身
の
う
え
の
人
々
が
、
毎
日
ま
わ
り
で
死
ぬ
の
だ

。
（
２
２
）

そ
れ
は
「
私
」
が
自
ら
を
被
爆
者
と
し
て
意
識
す
る
と
き
で
も
あ
る
。
被
爆

し
た
自
ら
の
状
態
が
、
〈
他
者
〉
を
見
る
目
を
違
っ
た
も
の
に
変
え
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
〈
他
者
〉
を
見
つ
め
る
こ
と
で
「
私
」
は
自
ら
の
存
在
―
―
被
爆

し
た
「
私
」
―
―
を
知
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
私
」
の
眼
に
映
る
の
は

「
同
じ
身
の
う
え
」
の
人
々
な
の
で
あ
る
。
他
人
で
「
同
じ
身
の
う
え
」
の
被

爆
者
を
見
つ
め
、
自
身
の
姿
を
重
ね
る
と
い
う
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
働
き
は
、
別

の
箇
所
に
も
認
め
ら
れ
る
。

「
静
か
に
や
す
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
お
そ
ら
く
発
病
し
た
人
は
、
快
復

す
る
そ
う
で
す
か
ら
。
ど
う
し
て
も
生
き
る
の
だ
と
思
っ
て
、
力
を
お
だ

し
な
さ
い
ね
。
」
私
は
、
こ
れ
ほ
ど
に
な
っ
た
青
年
が
、
も
し
生
き
の
び

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
っ
た
ら
、
ま
だ
発
病
し
て
い
な
い
私
も
ま
た
、
生

き
て
い
ら
れ
る
の
だ
と
、
複
雑
な
思
い
で
青
年
に
云
っ
た
の
だ

。
（
２
３
）

と
こ
ろ
で
、「
同
じ
」
と
い
う
単
語
は
本
文
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。（
傍
線
は

引
用
者
。
以
下
同
）
。

①

広
島
市
に
原
子
爆
弾
の
空
襲
が
あ
っ
た
の
は
、
八
月
六
日
の
朝
だ
っ

た
が
、
早
く
も
明
く
る
日
の
七
日
ご
ろ
か
ら
、
ま
だ
さ
か
ん
に
燃
え
つ

づ
け
る
焔
の
街
を
の
が
れ
て
、
こ
の
田
舎
へ
入
っ
て
来
は
じ
め
た
人
々

は
、
み
ん
な
同
じ
姿
を
し
て
い
た

。
（
２
４
）

②

あ
た
り
ま
え
の
健
や
か
な
街
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人
も
普
通
の
身

な
り
を
し
て
い
る
場
合
だ
っ
た
な
ら
ば
、
私
ど
も
親
子
四
人
は
狂
人
に
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見
え
、
ひ
ど
い
怪
我
を
し
た
、
も
と
も
と
か
ら
の
乞
食
に
見
え
た
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
誰
も
か
れ
も
み
ん
な
お
ん
な
じ
で
あ
っ
た
。

（
２
５
）

③

せ
ん
べ
い
を
焼
く
職
人
が
、
あ
の
鉄
の
蒸
焼
器
で
一
様
に
せ
ん
べ
い

を
焼
い
た
よ
う
に
、
ど
の
人
も
ま
っ
た
く
同
じ
焼
け
方
だ
っ
た

。
（
２
６
）

④

よ
く
晴
れ
て
澄
み
と
お
っ
た
秋
の
真
昼
に
さ
え
、
深
い
黄
昏
の
底
に

で
も
沈
ん
で
い
る
よ
う
な
、
混
迷
の
物
憂
さ
か
ら
、
の
が
れ
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
同
じ
身
の
う
え
の
人
々
が
、
毎
日
ま
わ
り
で
死
ぬ
の
だ

。
（
２
７
）

大
田
が
、「
多
く
の
人
々
」
で
も
「
被
爆
者
」
で
も
な
く
、〈
同
じ
身
の
う
え

の
人
々
〉
と
い
う
表
現
を
選
ん
だ
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
言
葉
か
ら
は
、

性
別
も
年
齢
も
異
な
る
沢
山
の
人
を
た
っ
た
一
度
に
し
て
〈
同
じ
身
の
う
え
〉

に
変
え
て
し
ま
っ
た
原
爆
に
対
す
る
作
者
の
脅
威
と
畏
れ
が
感
じ
取
れ
る
。

そ
し
て
「
同
じ
身
の
う
え
」
で
あ
る
人
々
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
も
は
や
他

人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
同
じ
身
の
う
え
」
と
い
う
こ
の
言
葉
の
内
に
は
、

体
験
を
共
有
し
た
者
同
士
が
有
す
る
独
特
の
共
同
体
意
識
の
働
き
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
原
爆
投
下
後
の
広
島
で
、
「
私
」
は
、
全
く
知
ら
な
い
他
人
で

あ
り
な
が
ら
「
同
じ
身
の
う
え
」
と
し
て
生
き
る
多
く
の
同
胞
を
手
に
入
れ
た
。

つ
ま
り
、
不
安
な
自
身
の
分
身
が
町
中
に
溢
れ
て
い
る
広
島
で
生
き
た
の
で
あ

る
。
周
囲
で
「
同
じ
身
の
上
」
の
人
々
が
た
ど
る
数
奇
な
運
命
を
否
が
応
で
も

目
の
当
た
り
に
す
る
日
々
に
お
い
て
、
被
爆
者
に
と
っ
て
自
ら
の
「
死
」
は
常

に
身
近
に
潜
む
脅
威
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
先
の
見
え
な
い
不
安
や
「
生
と

死
の
紙
一
重
の
あ
い
だ
」
を
生
き
る
感
覚
は
、
「
私
」
に
限
ら
ず
、
被
爆
者
全

員
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

大
田
が
被
爆
者
を
見
つ
め
る
際
に
は
、作
家
と
し
て
の
目
的
を
掲
げ
て
お
り
、

そ
の
目
が
求
め
る
も
の
は
客
観
性
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
自
ら
傷
を
抱
え
た

大
田
に
と
っ
て
そ
れ
は
非
常
に
困
難
を
極
め
る
作
業
で
あ
っ
た
ろ
う
。
大
田
は

被
爆
者
を
「
作
家
の
眼
」
で
見
つ
め
る
た
び
に
、
自
身
は
「
被
爆
者
」
に
な
っ

て
い
く
の
で
あ
り
、
大
田
の
眼
に
映
る
の
は
、
〈
他
者
〉
で
も
、
被
爆
者
で
も

な
く
、
「
同
じ
身
の
う
え
」
の
人
々
な
の
で
あ
る
。
大
田
に
と
っ
て
被
爆
者
を

見
つ
め
る
こ
と
は
、
自
身
が
作
家
と
被
爆
者
の
間
を
絶
え
ず
揺
れ
動
き
さ
ま
よ

い
続
け
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

六

「
屍
の
街
」
に
お
け
る
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
揺
ら
ぎ

「
屍
の
街
」
は
極
め
て
〝
読
み
進
め
に
く
い
〟
小
説
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、

「
私
」
が
被
爆
者
や
広
島
に
注
ぐ
〈
ま
な
ざ
し
〉
の
不
統
一
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、〈
ま
な
ざ
し
〉
の
揺
ら
ぎ
は
主
体
の
複
数
性
に
基
づ
い
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
人
間
誰
し
も
い
く
つ
か
の
ペ
ル
ソ
ナ
（
人
格
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）

を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
屍
の
街
」
に
は
読
み
手
を
困
惑
さ
せ
る
ほ
ど
の

複
雑
さ
が
「
私
」
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
屍
の
街
」
の
「
私
」
の
主
体
は
「
事
実
や
環
境
、
境
遇
に
よ
り
裏
付
け
ら

れ
た
主
体
」
と
「
「
私
」
自
身
が
望
み
獲
得
し
た
主
体
」
の
二
種
類
に
大
別
で

き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
細
分
し
た
の
が
以
下
の
一
覧
で
あ
る
。
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ⅰ
「
私
」
自
身
が
望
み
獲
得
し
た
主
体

・
「
精
神
の
心
の
傷
を
見
舞
う
こ
と
を
希
む
」（
四
五
頁
）

・
「
心
の
作
用
」（
七
九
頁
）
を
取
り
戻
し
た
い

・
作
家
の
責
任
を
果
た
し
た
い

「
い
つ
か
は
書
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
ね
。
こ
れ
を
見
た
作
家
の
責
任

だ
も
の
。
」（
八
六
頁
）

・
罹
災
者
に
な
り
た
く
な
い

「
い
っ
ぱ
し
の
罹
災
者
の
気
持
ち
に
陥
っ
て
い
た
。
ち
と
そ
の
心
理
に

気
づ
く
と
、
た
ま
ら
な
い
自
嘲
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
け
れ
ど
、
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
は
し
な
い
。
」（
一
二
二
頁
）

・
罹
災
者
（
に
近
い
存
在
）
で
あ
り
た
い

「
罹
災
者
の
心
理
へ
の
理
解
」
（
四
五
頁
）
を
持
ち
た
い

・
作
家
で
あ
り
た
い

「
私
は
う
ち
に
作
家
魂
の
焔
が
燃
え
て
く
る
こ
と
を
感
じ
は
じ
め
て
幸

福
で
あ
る
。
（
略
）
原
子
爆
弾
の
遭
難
か
ら
、
種
々
様
々
な
も
の
が
私
の

心
身
に
派
生
し
た
が
、
す
べ
て
の
嘆
き
は
、
い
つ
か
濾
過
機
に
入
れ
ら

れ
た
水
が
濾
さ
れ
て
き
れ
い
な
水
だ
け
が
し
た
た
り
落
ち
る
よ
う
に
、

作
家
魂
一
本
が
生
の
ま
ま
残
る
気
が
し
て
い
る
。
」
（
一
七
八
―
一
七
九

頁
）

・
原
爆
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
く
な
い

「
眼
に
ふ
れ
る
陰
惨
な
屍
の
街
の
光
景
に
、
こ
れ
以
上
魂
を
傷
つ
け
ら

れ
た
く
な
い
。
」（
九
〇
頁
）

「
一
九
四
五
年
の
夏
の
広
島
を
書
こ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
か
き
集
め
ら

れ
る
記
憶
の
集
積
と
断
片
が
私
を
苦
し
め
る
。
」
（
二
七
六
頁
）

「
書
く
た
め
に
は
思
い
起
こ
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
を
凝
視
し
て

い
る
と
、
私
は
気
分
が
わ
る
く
な
り
、
吐
き
気
を
催
し
、
神
経
的
に
腹

部
が
と
く
と
く
と
痛
く
な
っ
た
。
」（
二
七
六
頁
）

・
ヒ
ロ
シ
マ
の
被
害
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い

「
私
は
読
者
に
、
私
の
見
た
河
原
と
道
筋
の
情
景
よ
り
も
も
っ
と
陰
惨

過
酷
な
災
害
が
、
全
市
街
を
埋
め
つ
く
し
た
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
た

い
。
」（
二
七
二
頁
）

・
ヒ
ロ
シ
マ
の
見
物
、
見
学
に
は
不
愉
快
な
気
分
に
な
る

「
見
物
が
て
ら
出
て
い
く
人
を
見
る
と
、
安
価
な
侮
辱
を
私
は
受
け
で

も
し
た
よ
う
に
不
愉
快
で
あ
っ
た
。
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
淡
い
恥
辱
感

は
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
。
」（
一
七
五
頁
）

・
平
和
を
希
求
す
る

「
今
度
の
敗
北
こ
そ
は
、
日
本
を
ほ
ん
と
う
の
平
和
に
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
私
が
さ
ま
ざ
ま
な
苦
痛
の
う
ち
に
こ
の
一
冊
を

書
く
意
味
は
そ
れ
な
の
だ
。
」
（
一
五
五
頁
）
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ⅱ
事
実
や
環
境
、
境
遇
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
た
主
体

・
被
爆
者

・
作
家

・
Ｓ
氏
の
知
人

・
佐
伯
綾
子
の
友
人

・
女

・
姉
で
あ
り
娘

・
広
島
に
戻
っ
て
来
た
ば
か
り

本
稿
で
は
Ｓ
医
師
、
そ
し
て
佐
伯
綾
子
の
二
人
の
人
物
と
「
私
」
の
関
係
か

ら
「
私
」
の
主
体
を
分
析
し
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

「
私
」
の
影
の
主
体
に
つ
い
て
触
れ
、
「
私
」
の
主
体
の
複
雑
さ
を
指
摘
し
て

き
た
が
、
こ
の
一
覧
か
ら
も
「
私
」
が
対
に
な
る
感
情
を
過
分
に
抱
え
た
存
在

で
あ
り
、
「
私
」
の
望
む
姿
は
そ
の
矛
盾
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

「
私
」
の
主
体
に
は
矛
盾
が
潜
む
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
読
者
が
「
被
爆
者
」

や
「
作
家
」
と
い
う
主
体
だ
け
で
大
田
洋
子
の
姿
を
捉
え
、
本
作
を
読
む
こ
と

は
危
険
で
あ
る
。

私
た
ち
が
本
作
品
を
読
む
と
き
に
は
、作
者
は
作
家
で
あ
り
被
爆
者
で
あ
る
、

と
い
っ
た
大
枠
を
一
度
取
り
払
い
、
大
田
が
「
広
島
へ
戻
っ
て
来
た
ば
か
り
の

人
間
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
「
誰
よ
り
も
作
家
で
あ
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
、

人
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
を
願
っ
た
作
家
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
作
品
と

向
き
合
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

作
者
は
本
作
品
の
中
で
意
図
的
に
複
数
の
ま
な
ざ
し
で
被
爆
者
を
み
つ
め
た

の
だ
と
考
え
る
。
ま
な
ざ
さ
れ
ま
な
ざ
し
被
爆
者
に
な
っ
た
経
緯
を
持
ち
、
ま

な
ざ
し
が
時
に
暴
力
的
な
力
を
持
つ
こ
と
を
作
者
は
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

本
作
品
を
一
つ
の
枠
組
み
―
「
小
説
」
や
「
記
録
」
―
の
中
に
収
め
る
こ
と
を

あ
え
て
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
断
言
し
な
い
こ
と
の
可
能
性
や
不
完
全
で
あ
る

こ
と
の
可
能
性
、
そ
し
て
枠
組
み
に
収
ま
ら
な
い
こ
と
が
解
釈
の
幅
を
広
め
る

こ
と
を
作
者
は
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
な
ざ
し
の
ゆ
ら
ぎ
は
作
者
の
精
神

状
態
の
投
影
に
留
ま
ら
ず
、
も
ち
ろ
ん
作
品
の
欠
陥
で
も
な
く
、
読
み
手
に
く

っ
き
り
と
し
た
識
別
を
さ
せ
な
い
た
め
の
装
置
と
し
て
意
図
的
に
描
き
込
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
本
作
品
は
「
小
説
」
で
も
「
記
録
」
で
も
な
く
、

そ
れ
で
い
て
「
小
説
」
で
あ
り
「
記
録
」
で
も
あ
る
と
い
っ
た
、
一
つ
の
規
定

の
枠
に
収
ま
る
こ
と
の
な
い
独
特
な
ス
タ
イ
ル
で
、
ヒ
ロ
シ
マ
を
一
方
的
に
提

示
す
る
の
で
は
な
く
、
読
み
手
に
考
え
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）
ジ
ョ
ン
・
Ｗ
・
ト
リ
ー
ト
「
大
田
洋
子
と
語
り
手
の
位
置
」
『
グ
ラ
ウ

ン
ド
・
ゼ
ロ
を
書
く
』
水
島
裕
雅
他
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
―
七

（
２
）
村
上
陽
子
「
原
爆
文
学
と
批
評
―
大
田
洋
子
を
め
ぐ
っ
て
」
『
言
葉
が

生
ま
れ
る
、
言
葉
を
生
む
』
ひ
ろ
し
ま
女
性
学
研
究
所
、
二
〇
一
三
―
八
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村
上
氏
は
「
二
項
対
立
に
陥
ら
な
い
か
た
ち
で
大
田
の
作
品
の
読
み
を
深
め
て

い
く
こ
と
が
、
創
造
的
な
批
評
の
場
を
切
り
開
く
こ
と
に
つ
な
が
る
」
と
述
べ

て
い
る
。

（
３
）
佐
々
木
基
一
「
『
屍
の
街
』
解
説
」、
河
出
市
民
文
庫
版
、
一
九
五
一

（
４
）
山
本
昭
宏
「
占
領
下
に
お
け
る
被
爆
体
験
の
「
語
り
」
―
阿
川
弘
之
「
年

年
歳
歳
」「
八
月
六
日
」
と
大
田
洋
子
『
屍
の
街
』
を
手
が
か
り
に
―
」『
原
爆

文
学
研
究
』

巻
、
二
〇
一
一
―
一
二
月

10

（
５
）
山
本
昭
宏
「
占
領
下
に
お
け
る
被
爆
体
験
の
「
語
り
」
―
阿
川
弘
之
「
年

年
歳
歳
」「
八
月
六
日
」
と
大
田
洋
子
『
屍
の
街
』
を
手
が
か
り
に
―
」『
原
爆

文
学
研
究
』、

巻
、
二
〇
一
一
―
一
二
月

10

（
６
）
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
八
六
頁
、
講
談
社

（
７
）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
二
七
三
頁

（
８
）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
六
五
頁

（
９
）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
八
二
頁

（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
一
〇
三
頁

10
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
一
二
三
頁

11
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
六
八
頁

12
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
七
三
～
七
四
頁

13
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
二
二
頁

14
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
二
二
頁

15
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』
、
四
四
頁

16

（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
八
七
頁

17
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
一
二
七
頁

18
（

）
長
野
秀
樹
「
「
手
記
」
と
小
説
の
は
ざ
ま
」『
原
爆
文
学
研
究
』
１
４
巻
、

19
二
〇
一
五
―
一
二

（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
五
九
頁

20
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
八
〇
頁

21
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
九
頁

22
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
二
〇
頁

23
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
一
二
頁

24
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
一
一
三
頁

25
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
六
一
頁

26
（

）
前
掲
大
田
洋
子
『
屍
の
街
・
半
人
間
』、
九
頁

27

（
せ
き
・
み
さ
を
／
本
学
日
本
文
学
科
卒
業
生
）


