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立
場
と
加
担
と
の
傷

米
兵
・
べ
ト
コ
ン
の
死
を
対
象
化
し
う
る
か

世

界

史

的

立

場

の
措

定

と

委

ね

六
〇
年
の
安保
闘
争
の後
、
戦
後
の

全
て
の
存
在
の核
を解
体
し
つ
つ
漉
大

に
膨
れ
上
った
国
家
独
占
辻
会
の
底

で
、
そ
の
敗
北
の慧
昧
を
問
い続
け
る

ご
と
に
自
か
ら
の存
在
を
見
出
し
て
き

た
私
達
が
、
あ
る不
確
か
な
鈍
痛
に
似

た
感
触
で
藤
じ
て
きた
底
流
が
、
今
噴

出
し
つ
つ
あ
る
か
の
ごと
く
で
あ
る
。

ベ
ト
ナ
ム
農
民
の闘
いと
そ
れ
に
対
す

る
米
帝
の
雇
顧侵
略
の拡
大
、
お
よ
び

日
本
政
肘
の
め
から
さ
ま
な
加
担
、
ま

た
総
日
学
生
市
晟
の村
政
禰
と
日
韓
会

談
に
対
す
る
闘
い
と臼
本
政
府
と
朴
政

権
の
手
に
よ
る
目韓
会
驚
の急
速
な
進

展
。
ま
た
そ
れ
ら
をお
お
い旬
む
「三

矢
研
究
」
の
陰
謀
。そ
れ
ら
は
私
達
の

日
常
的
存
在
の
嶺実
と
囚部
意
諏
の
現

実
の
囚
に
消
し
去
ら
れえ
な
い客
観
的

毒
、で
あ
る
。

だ
が
岡
時
に
、
私
遣
は私
這
の蛇
活

と
囚
部
意
識
の
現
笑
の
内
に
ベト
ナ
ム

・韓
国
に
到
り
、
そ
こ
から
歴
史
の悪

意
の
如
く
見
え
、
そ
れ故
に宿
命
の如

く
関
り
合
う
こ
の
現
実
から
自
立
す
る

に
は
程
遠
い
と
言
わ
ね
ばな
ら
な
い
。

確
か
に
様
々
な
構
は
架
けら
れ
る
「祖

国
の
独
立
と
ア
ジ
ア
の平
和
の
た
め

.に
」
「ア
ジ
ア
の
平
和
と協
醐
のた
め

に
日
本
の
果
す
べ
き
役
割り
」
「ア
ジ

ア
の
自
由
と
発
展
の
た
めに
、
ア
ジ
ア

の
先
進
圏
と
し
て
の
日
本
の役
割
り
」

「植
民
堀
革
動
と
労
鋤
者国
象
の団
紡

に
よ
る
ア
ジ
ァ
社会
主
義連
邦
」
「反

帝
反
ス
タ
反
戦
闘
争
」
「階緻
決
戦
と

し
て
闘
え
」
E
T
C
。
し
かし
それ
ら

が
単
な
る
一つ
の
理
念
態
であ
り
、
ま

た
私
達
の
囚
部
憲
識
の
現実
に
深
く
突

き
さ
さ
り
つ
つ
通過
し
な
い
一
つ
の当

為
と
し
て
あ
る
限
り
は
、単
に
}個
の

観
念
と
し
て
現
笑
の
外
"
砂漠
の
甲に

と
ど
ま
る
か
、
現
実
必
然
に
あ
わ
せ
て

自
己
を
回
転
さ
せ
、
遂
に
は
事
実
の
中

に
吸
収
さ
れ
て
い
ぐ
外
は
な
い
。
そ
し

て
そ
れ
は
つ
き
つ
め
れ
ば
結
局
、
「世

界
的
立
場
」
や
「世
界
史
的
必
要
」
を

自
己
の
外
に
措
定
し
、
そ
れ
に
身
を委

ね
ざ
る
を
衛
な
い
の
で
あ
る
。

自

己

の

思
想

と

社

会

と

の

秘
裂

私
達
に
と
って
必
要
な
の
は
、私
違

の
思
想
が
社
会
や
国
家
や
橋
力
か
ら自

立
し
よ
う
と
し
、
他
万
で
私
姓
が生
活

す
る
際
こ
れ
ら
の
も
の
と
囲
る
中に
現

れ
る
必
然
の
契
枇
を
、
私
選
の行
画
の

中
に
実
現
し
て
行
く
事
で
あ
る
。そ
し

て
私
連
の
思
想
は
、
私
が
深
く
そ
の中

に
身
を
入
れ
て
い
る
社
会
や
国家
よ
り

自
立
し
う
る
の
か
。
そ
こ
に
私
達
が

ベ
ト
ナ
ム
や
韓
国
に
園
り
合
う必
然

　

ら

恥
羅
驚
難
饗
推
灘黙鰹職講
鵬

が
い
る
。彼
が
「デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
一
す
る
時
、
彼
は
こ
の
戦
争
を
、
國
家

党
独
裁
の
コミ
ュ
ニズ
ム
よ
り
も
遥
か

を
、
自
分
の
力
で
は
及
び
が
た
い
大
き

によ
く、
そ
れ
から
守
ら
ね
ば
な
ら
な

な
宿
命
と
繕
え
て
い
る
の
だろ
う
か
、

い
」
と鴛
う時
、
彼
は
米
国
の
支
配
権

又
、
こ
の
宿
命
を
生
き
る
珊
の
中
に、

力
と
社会
の支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

自
己
の
俘
在
と
自
由
を
見
出
し
て
い
る

身
を委
ね
て語
り
、
世
界
に
対
し
よ
う

の
だ
ろ
う
か
。

と
し
て
いる
。こ
の
場
合
、
日
本
的
進

私
運
は
こ
の
ア
メ
リ
カ兵
土
を私
違

歩
主
綾
看
の如
く
、
ソ
連
や
米
国
や
、

の
現
冥
と
恕
想
の
中
に
対
象
化
し
う
る

構遣
改革
や
平
和
革
命
を
お
き
か
え
て

だ
ろ
う
か
。
又
拷
問
に
耐
え
、
闘
い
と

も
同じ
であ
る
。だ
が
彼
が
「し
か
し

死
を
選
ぷ
ベ
ト
コ
ン
の
少
年
を対
象
化

俺
は
ベト
ナ
ム
の
護
民
が
ベ
ト
コ
ン
に

し
う
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
両
者
の死
の

行く
事
を
買
め
る
事
は
で
き
な
い
。
と

相
違
は
、
た
だ
そ
れ
ぞ
れ
の
死
の背
後

め
る
事は
で
き
な
い
。
彼
ら
に
と
って

に
あ
る
生
活
"
彼
と
他者
と
の醐
係
の

デ゚
モク
ラ
シ
ー
や
コ
ミ
ュニ
ズ
ム
は
関

相
違
、
即
ち
ア
メリ
カ
社会
の現
実
と

係
な
い
のだ
。
ベ
ト
コ
ン
に
は
農
民
を

ベ
ト
ナ
ム
社
会
の現
実
の相
違
が
あ
る

引
き
つけ
る
何
か
大
き
な
力
が
あ
る
の

に
過
ぎ
な
い
。
だ
が、
ア
メ
リ
カ
兵
土

だろ
う
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
載

に
と
っ
て
は
宿命
と見
え
る
こ
の二
つ

争
で敗
北
す
る
だ
ろ
う
。
壌
南
ア
ジ
ア

の現
実
批会
の相
違
、
そ
の相
違
を
も

は
コミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
支
配
す
る
だ
う

た
ら
し
て
い
るた
だ
一
つ
の現
突
に
、

雛
蝿
螂慧
編
艶
認
滞
帥襲
鍵
雛
携

ユ
ニス
ト
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

戦
争
が
仏に
迫
っ
た
憲
味
を
、
私
遼

う
時
、
彼
は
嗣
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
彼

に
、
私遅
の生
濡
と
想
想
と
行
為
と
臼

の現
実
と
の
深
い
亀
裂
の
中
に
生
き
、

本
の
社会
と国
叡
の関
係
の中
に
迫
っ

後
者
に
よ
って
国
家
を
こ
え
て
い
る
。

て
く
る
は
ず
であ
る
。た
だ
私
は
そ
れ

ベト
ナ
ム
の
「蕪
意
昧
な
殺
り
く
」
と

を
遠
く
に見
す
えな
がら
、
私
遼
の歴

「戦
争
の
悲
惨
」
多
轟
い
、
ア
ジ
ア
の

史
の
中
に刻
み
込
ん
でき
た
傷
を
堀
り

平
和
と
日
本
の
役
割
り
を
雷
い
・
中
立

下
げ
て
みた
い
の
であ
る
。

}化
鷺

う
呈

の
知
契

よ
り
も
は
る

か
に
国
家
を
こ
え
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
上
醒
の

前
に
再い
、
ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
批
判
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の国
際
競
争
過
程
の
下
の
世
界
市
場
へ

の登
場
の
野
盟
を
、
日
米
関
係
を
通
し

て
衰
現
し
、
同
時
に
民
族
的
課
題
と
し

て
帝
国
主
義
復
活
を
完
了
す
る
事
に
ょ

って
安
定
的
な
国
内
政
治
支
配
を
め
ざ

す
安
保
改
定
に
対
す
る
日
本
人
民
の
闘

い
で
あ
った
。
そ
し
て
闘
い
は
国
家
権

力
の
国
家
窟
志
が
日
米
関
係
を
通
し
て

世
界
的
連
関
を
も
っ
た
の
に
相
応
し

て
、
戦
後
の
日
米
関
係
を
意
議
の
内部

に
餐
積
し
た
日
本
人
民
と
米
帝
の
世
界

戦
陥
と
の
矛
慮
に
立
脚
し
つ
つ
、
そ
れ

を
人
民
の
主
体
を
疎
外
し
て
い
る
日
本

の
国
家
櫃
力
の
国
家
意
志
に
対
す
る
闘

い
を
通
し
て
人
民
主
体
へ
の
楢
力
の
移

行
-
民
主
々
義
の
徹
底
化
を
か
ち
取

り
、
そ
こ
に
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
実
現
す
る
闘
い
で
あ
った
。

し
か
し
そ
こ
に
は
二
っ
の
方
向
が
あ

った
。
一っ
は
市
民
主
義
者
の
方
向
で

あ
る
。
彼
ら
は
政
治
過
程
の
自
律
性
を

言
い
、
そ
の
中
で
の
自
由
な
る
主
体
を

主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
自
由
な
る
主

体
11
市
民
的
主
体
の
中
の
国
家
意
志
と

現
実
の
困
家
権
力
の
国
家
意
志
と
の
対

立
の
申
に
安
保
闘
争
の
軸
を
設
定
し
、

前
者
に
闘
い
の
原
理
を
お
い
た
の
で
あ

る
。
だ
が
故
治
雌
程
の
自
徳
性
を
規
定

し
て
い
た
の
は
戦
前
の
特
妹
的
極
力
と

し
て
の
天
撃
制
の
戦
後
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

掃
カ
一般
へ
の
鰍
化
で
あ
り
、
そ
の下

で
労
働
者
階
級
の
階
級
的
闘
い
の
萌
芽

の
敗
北
が
、
労
働
運
動
を
常
に
組
合
主

義
腫
職
業
的
集
団
意
識
(市
民
社会
の

内
部
で
は
、
人
間
は
そ
の
醐
接
性
に
お

い
て
は
臓
業
的
人
聞
で
あ
る
ほ
か
は
な

(以
下
上
段
へ
つ
づ
く
)

い
以
上
、
常
に
自然
成
長
的
に
生
み
出

さ
れ
る
)
と
し
て現
象
さ
せ
た
狛
で
あ

る
。
自
由
な
る主
体
罰
市
民
的
主
体
は

こ
の
よ
う
な職
藁
的
共
同
意
識
の
部
分

性
に対
し
て、
そ
の
血
上
物
と
し
て
の

普逓
性
を代
衰
す
る
.
従
って
そ
れ
は

更
に
国民
的
主
体
に
ま
で
普
運
化
さ

れ、
そ
こ
で彼
ら
は
社
会
党
の
国
民
主

義
と、
他
方
で
そ
れ
が
日
米
鯛
係
に
行

き
智
く
と
こ
ろ
か
ら
日
共
の
民
族
路
線

11
民
族
的
主
体
と
円
選
す
る
。
そ
こ
に

彼
ら
が
国
家
掃
力
と
無
関
係
な
職
菜
人

の
市
民
的
工
ー
ト
ス
に
着
目
し
、
そ
れ

を
国
民
的
運
動
に
組
織
し
よ
う
と
し
た

根
拠
が
あ
うた
。
と
同
時
に
市
民
と
し

て
参
加
し
な
が
ら
警
冒
隊
の
暴
行
に
大

学
教
授
だ
と
開
き
蔵
り
、
そ
の
市民
的

主
体
の
虚
偽
性
を
暴
盤
し
た
「進
歩
的

」
大
学
教
授
が
、
大
管
法
闘争
にお
い

て
、
大
掌
に
対
す
る
政
治権
力
の
直接

性
に
対
し
て
は
反
対
し
つ
つも
、
自
か

ら
の
職
業
的
な
個
別性
の共
同
体
で
あ

る
職
能
団
体
の
共
同意
識
を周
守
し
、

そ
の
冒
擬
制
を
打破
し
よ
うと
し
た
掌

生
の
闘
いは
弾
圧し
、
国
家
が
これ
を

市
民
社
会
の官
僚
制
と
し
つ
つ国
家
の

宮
僚制
と癒
着
さ
せ
た
時
、
な
す
術
な

く
敗
退
し
た
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。

私
的
実
在
畠
実

体
畠
国
家
の
道

彼
ら
が
こ
の
国
民
を
タ
テ
マ
エ
と
し

ま
た
当
為
と
す
る
に
は
、
そ
れ
を
支
え

る
理
念
が
対
応
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
.
市
民
主
義
者
が
そ
れ
を
憲
法
に
お

く
の
は
至
概
当
然
であ
る
。こ
の
「憲

法
」
理
愈
な
るも
の
は、
国
民
の
現
翼

的
な
生
活
の地
上
性
に
対
立
す
る
普
通

性
の宗
教
的
な
天
国
であ
る
。
彼
ら
の

倒
鰭
は
こ
の
「懸
法
」
題
念
を
現
臭
的

理
念
とみ
、
あ
る
いは
国
民
の
現
爽
的

な
生
活
の地
上
性
に
対
し
て
徐
々
に
浸

透
し
、遂
に
は現
喫
的
生
活
を
か
え
る

も
の
・あ
る
いは
そ
う
な
さ
ね
ば
な
ら

な
いも
のと
考
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の背
後
に
は
、
彼
ら
が
天
望
制
国
家

の下
で、
あ
る
いは
大
戦
と
敗
戦
後
の

社
会
の中
で、
ど
の
よ
う
に
現
実
的
生

お
を
　
き
へ
い
かな
る
　
　
の
ま
お
　

疎
籍
灘

主
義
の
理
念
を
循
に
、
国
家
権
力切
国

家
意
志
に
闘
った
と
し
て
も
、
そ
の
理

念
の
実
在
を
悟
じ
て
い
た
の
で
は
な

く
、
朝
鮮
戦
争
時
の
私
逓
の
生
活
の
階

旭
た
る
様
を
記
憶
の
属
に
お
き
、
一九

玉
五
年
以
降
社
会
の
拡
大
安
定
化
の中

で
生
活
水
準
の
相
対
的
向
上
にも
か
か

わ
ら
ず
欝
々
窮
乏
化
が
進
行
し、
し
か

も
常
に
現
突
に
腹
切
ら
れ
な
が
ら、
現

実
の
社
会
や
国
家
と
の
謝
い亀
裂
を
瞭

じ
つ
つ
私
遼
に
と
っ
て
はお
よ
び
が
た

い
よ
う
な
力
で
あ
る
傑
に閉
じ
込
め
ら

れ
、
常
に
心
の中
で
こ
う
では
な
いと

い
う
然
燥
と
敗
北
瞳
に裏
打
さ
れ
た
疎

外
顧
を
、
そ
の理
念
を信
じ
て
い
る
ふ

う
に
し
て
流
出
さ
せ、
農様
な
戦
裸
と

解
放
感
を
得た
の
を憶
え
て
いる
。

他
方
ブ
ン
ト
は
こ
の
一叩民
的
主体
の

普
遍
的
幻
想
性
と
私
的
実
在性
へ
の分

裂
を
衝
き
、
後
者
(そ
れは
私
生
活
や

職
業
で
あ
る
よ
り
も
、
私運
が目

体々

験
す
る
私
淫
と
現
笑
位会
、あ
る
いは

国
家
と
の
対
応
関
係
の
中に
蓄
檀
し
た

私
達
と
現
実
社会
と
の深
い亀
裂
)
に

立
脚
し
、
そ
れ
か
ら現
喫
の歓
余
構
成

と
現
実
の
国
家
権
刀
の国
家
悪
志
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
総体
性
に
よ
っ

て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
闘
い
の主
導
鄙
分

に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は民
族
や
国
累
の

先
験
的
な
規
制概
念
から
能
う
る
限
り

る
。
そ
の
一煎
に
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
が

あ
った
の
で
あ
る
。

安
保
闘
争
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
課
魍
を

め
ぐ
り
な
が
ら
、
そ
の
内
節
の
際
い
亀

裂
人

民
主
体
と
そ
れ
を
疎
外
す
る
国

家
権
刀の
国
家
慧
志
の
対
立
を
徹
底
化

さ
せ
る
こ
と
に
よ
って
イ
ン
タ
ー
ナ
ン

ヨナ
ル
な
闘
い
で
あ
っ
た
。
私
達
は
七ゆ

の
申
で
、
韓
国
学
生
の
闘
い
が
あ
っ
た

時
、
ま
た
ト
ル
コ
の
攣

の
闘
い
が
あ

った
時
、
私
雌
の
仕
会
構
況
と
そ
れ
ら

物縫
蹄
翔
糎
蝶
瀦
唖

家
と
し
て
の冒
僚
制
の中
に
、
市
民
社

会
の
冒僚
制
で
ある
職
能
組
繊
の其
商

意
識
の普
冠
性
を
み
る
事
に
よ
って
、

構
力
と
の
自妙
な
癒
着
を
示
し
た
.
そ

れ
は
六十
年
以
降
の増

箔々
大
に
膨
れ

上
った
現
翼
社
会
と
資
本
制
の強
大
化

ー
労鋤
者
支
配
の強
化
と
対
応
し
て
い

た
(異
田総
畏
が
「政
治
問
題
を
学
問

と
し
て討
諭
研
究
す
る
事は
いい
が
、

学
生
の敢
治
活
鋤
は
いけ
な
い
、
大
学

の
本質
を
はみ
出
る
」
と
いう
時
、
彼

は
学
生
や教
授
と
いう
職
業
的
人
間
と

し
て
政
憩
題
を
茜

と
し
て
現

L

墾

蓼

る
の
か
・
そ
し
て
紮

はそ

識
人
で
あ
った
か
ら
で
は
な
く
、
そ
う

し
た
理
念
態
を
拒
絶
し
、
安
保
以
後
私

た
ち
が
そ
の
闘
い
と
敗
北
の
意
味
を
碓

め
る
事
が
、
現
実
社
会
と
国
家
か
ら
の

背
嵯
で
あ
り
、
岡
時
に
私
た
ち
が
生

活
す
る
時
、
そ
れ
ら
と
必
然
的
に
闘
り

合
う
、
そ
の
交
意
を
撃
つ
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
だ
。

だ
が
、
国
家
が
そ
う
し
た
普
遍
性
-

官
簾
制
を
増
々
独
立
化
し
、
民
族
国
家

の
領
域
を
こ
え
て
行
動
し
、
「
後進

国
」
に
及
ぼ
う
と
す
る
時
、
い
か
な
る

「敗
北

」の
意
味

の
探
索

存
在
と
「国
家
」の
背
離
に
可
能
性

自
由
であ
った
。
そ
れ
は
そ
う
し
て
国

層馨

こえ
て
いた
・
と
同
時
に
そ
の
過

程
を
戦
闘
性
と
し
て
衷
現
し
た
が
、
私

的
実
仕↓
実
体
(社
会
的
諮
醐
係
)
↓

国
家と
の運
関
を
政
治
-
運
動
化
し
え

ず
挫
折
し
た
。
し
か
し
歴
史
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
し
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト

と
、
現
存
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
ー
ト

の
深
い
亀
裂
の
中
に
あ
って
、
な
お
か

つ
現
笑
の
社
会
と
国
家
を
否
定
し
よ
う

と
す
れ
は
、
槽
況
の
総
体
的
把
握
と
し

て
取
り
出
し
た
も
の
を
逆
立
し
、
凱
念

化
す
る
こ
と
に
よ
って
の
み
一個
の
歴

史
的
行
為
に
ま
だ
高
め
え
た
の
で
あ

・ト
ル
コ
を
感
じ
て
い
た
。

知
識

人
と
権
力

の
奇
妙
な
癒
着

そ
し
て
安
保
闘
箏
後
、普
雌
的
な
幻想

の
共
同
性
で
あ
った
国
累
が、
行
政
楓

を
も
っ
て
市
民
社会
に
の
ぞ
ん
だ時
、

即
ち
政
治
的
国
家
が笑
体
と
し
て
冨
僚

制
と
い
う
別
の
国
家、
或
いは
国
家
の

機
能
グ
ル
ープ
を組
誠し
て
「法
」
的

に
向
った
時、
市
民
祉
会
が
職
能
組

を
市
民
社会
の冨
僚
制
と
し
て
こ
れ
に

立ち
向
い、
衛
妙
な癒
著
を
な
し
遂
げ

た
時
、多
く
の知
識人
も
又
実
a
の国

る
事は
、
そ
れ
ら
の
職
能
団
体
と
し
て

の
大掌
或
いは
そ
の
内
部
の
請
団
体
の

共
同
意
識
に
合
致
し
て
い
る
が
、
そ
の

官
僚
制
と
国
嫉
の
冒
僚
制
と
愈
着
さ
せ

て後
者
に
普
遍
性
を
見
出
し
、
依
存
し

て
前
者
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

)
そ
し
て
、
私
た
ち
は
大
曽
法
闘
争
の

中
で
、
そ
の
大
学
や
、
あ
る
い
は
教
授

会
響
と
い
った
職
能
団
体
の
共
同
意
識

・冒
僚
制
を
打
ち
酔
き
、
そ
の
勉
程
を

同
時
に
国
家
の
冨
脈
制
と
の
苅
立
と
し

て
表
現
す
る
事
に
よ
って
、
国
家
を
こ

え
よ
う
と
し
た
の
だ
った
。
そ
れ
は
私

た
ち
が
、
戦
闘
的
学
生
や
、
先
進
的
知

れ
か
ら
い
か
に
し
て
自
立
し
対
抗
し
う

る
の
か
。
ま
た
私
達
は
ど
のよ
う
な
世

界
的
述
関
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
目
本

の
国
家
権
ヵ
の
廃
絶
か
ら
人民
主体
へ

の
縫
加
の
移
行
と
い
う
ふ
う
に
世界
性

を
実
現
し
う
る
の
か
。

近
代

化

の

二

つ

の
歴

史

的

体

験

私
建
の
匝
史
は
近
代
に
二
つ
の体
験

を
も
っ
て
い
る
。
一つ
は
目
田民
槽
運

動
の
敗
退
を
耗
て
、
明
治
国
家
の
確立

-
条
約
改
正
反
対
運
動
の
鍋
ま
り
を
耗

て
ア
ジ
ァ
侵
略
へ
と
行
く
時
期
の
体
験

で
あ
り
、
も
う
一
つは
天
舟
制
ウ
ル
ト

ラ
ナシ
ョ
ナ
リズ
ムの
碓
立
を
経
て
中

国慢
略
か
ら、
第
二
次
大
戦
へと
行
く

時期
の体
験
であ
る
。
前
者
は
帝
国
主

義
段
階
に突
入
し
っ
っあ
った
世
界
で

、
日
本
資
本主
義
の発
遣
と
近
代
国
家

の
形
式
が
もた
ら
し
た
間
題
で
あ
り
、

後
看
は
世
界
資本
主
義
の崩
壌
鵡
程
で

、ブ
ロ
ッ
ク
化
とア
ウ
タ
ル
キ
ー
政
策

を
へ
て
植民
地
領
有
を
め
ぐ
る
帝
国
主

義
戦争
へ
と
到
る中
で、
目
本
社
会
の

崩
壊
と
日
本
資
本主
鵜
の世
界
的
連
鯛

に
お
け
る位
鰐
がも
た
ら
し
た
問
題
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
今
間
題
で
は
な
い

。
た
だ
欧
米
帝国
主義
に
対
し
て
後
進

帝
国
主
義
と
し
て常
に
脆
弱
さ
を
も
ち

つ
つ
、
ア
ジ
ァ
に対
す
る
最
も
兇
暴
な

侵
略
性
を
も
つ
こ
と
の支
配
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
大衆
へ
の意
味
と
、
そ
れ
が
戦

後
の
米
帝
と
の違
関
を通
し
て
急
速
に

国家
独
占
資
本
主義
と
し
て
発
展
を
遂

.げ
、
現
在
一方で
そ
の弱
さ
を
米
帝
の

ア
ジ
ァ戦
陥
と
の納
合
と
し
て
示
し
つ

つ
、独
自
のア
ジ
ァ
と
の
結
合
ー
支
配

を追
求
しよ
うと
す
る
日
本
帝
国
主
義

の行
動
様
式
に、
そ
れ
に
対
応
す
る
現

在
の
私
たち
の意
誠
の
様
態
への
意
味

に
増慮
を払
っ
てお
け
ば
よ
い
。
た
だ

私
遼
の
近代
化
を
徹
底
的
に
準
つ
こ
と

に゚よ
っ
て、
私
逗
の戦
後
と
私
遠
の
位

澱
を
撃
っ
事
だ。

陸
錫
南
と
中
野

正
剛
と
の
場
合

私
遣
は、
市
民
主
義
者
の
解
体
と
権

力
へ
の
吸収
過
程
は
、
既
に
陸
謁
閑
の

国民
主
義
や中
野
正
剛
の
「社
会
フ
ァ

シ
ズ
ム
」
の中
に
み
る
事
が
で
き
る
。

また
スタ
ーリ
ニズ
ム
の
敗
退
は
既
に

戦
前
の
福
本イ
ズ
ム
以
来
の思
砦
様
式

と
安保
闘争
の中
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。そ
し
て
大井
憲
太
郎
や
農
本
フ
ァ

シ
ズ
ム
は
既
に淵
瀬
し
て
い
る
。
私
遣

は未
だ民
族間
題
に
対
す
る
自
か
ら
の

イ
ンタ
ー
ナシ
ョナ
リ
ズ
ム
の
思
想
を

も
与え
て
い
な
い
の
であ
る
。
階
級
を

原
理
と
す
る
と
いう
こ
と
も
、
す
で
に

そ
れ
が
先
験的
理
念
な
の
か
、
社
会
経

済
的
カ
テ
ゴリ
ー
な
の
か
、
具
体
的
現

冥
裡在
な
のか
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
も

の
な
の
か明
ら
か
に
し
な
い
限
り
意
味

を
も
た
な
い
。ま
た
職
業
や
市
民
や
国

家
や民
族
を原
理
と
す
る
こ
と
の
虚
偽

は
す
でに
み
てき
た
通
り
で
あ
る
。

幻
想
と
非
幻
想

の
亀
裂
の
交
点

私
違
は当
分
、
何
か
が
お
き
る
と
す

ぐ
現
実
に
橋
を
駕
け
よ
う
と
す
る
理
念

的
態
展
を漂
白
し
、
私
逆
の
存
在
と
現

笑
社
会
や
困
衣
と
の
深
い
亀
裂
の
関
り

合
い
の中
に
、
そ
し
て
私
運
が
そ
こ
か

ら
迫
力
向
に
脱
け
出
よ
う
と
す
る
毎
に

現
突
から
裏
切
ら
れ
る
そ
の
脅
定
枕
を

取
り
出
し
、
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
兵
士
や

ベト
コン
少
年
を
対
絵
化
し
、
そ
れ
を

も
っ
て
「政
拓
」
に
立
ち
同
う
よ
り
な

いよ
う
であ
る
。
幻
想
朝
と
幽℃
想
性

の亀
裂
の父
淑
の
中
に
、
現
実
を
猫
得

し
う
る
だろ
う
か
。
(京
大
文
単
部
四

回
生
、
元
同
学
虫
委
員
長
)
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題》

現代

政冶
の
根本

的命

題夕

理

霧曝

現
代政

治
の
思想

と
行
動
髄騨

難

畢

徽
蟹蘇

鉤魏

未

来
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雨
季
を
直
前
にし
て爾
ベト
ナ
ム
の

空
は
い
や
が
上
にも
乾
き
、
太
陽
が
照

り
つ
け
、
速
日
三十
五
、
穴
度
の猛
署

ば
か
り
だ
と
サ
イ
ゴン
の
マジ
ェス
チ

ック
・ホ
テ
ル
で
取材
活
拗
を
し
て
い

る
友
か
ら
の
便
り
であ
った
。
私
の
い

た
十
二
月
、
一月
の
こ
ろは
雨
は
や
は

り
な
い
が
気
温
は
二十
七
、
八
度
ま

で
、
直
射
日
光
さ
え
避
け
れ
ば
こん
な

快
適
な
"夏
"
は
な
い
。
ま
す
ます
色

が
黒
く
な
った
だ
ろ
う
友
の
こ
と
を思

い
な
が
ら
、
私
は
そ
の
ホ
テ
ル
の
こ
と

が
気
に
な
って
き
た
。
「あ
の
ホ
テル

は
F
」
N
(民
族
解
放
戦
線
"
サ
イ
ゴ

ン
政
府
や
西
側
は
ベ
ト
コ
ン
と
称
し
て

いる
)
に
ね
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
」
。
サ
イ
ゴ
ン
川
沿
い
の
公
園
に

面
b
、
市
の
も
っと
も
フ
ラ
ン
ス
的
落

着
き
のあ
る
ツ
ー
ゾ
ー
通
り
の
角
、
植

民
地
時
代
か
ら
最
高
の
格
を
ほ
こ
っ
て

いた
こ
のホ
テ
ル
。
今
で
は
米
国
高
級

軍
人
で
い
っぱ
い
だ
。
日
本
の
新
聞
鵡

者
も
数
多
く
泊
うて
い
る
が
、
何
と
い

っ
ても
ベト
ナ
ム
人
の
泊
り
客
の
な
い

の
が智
L
N
の
絶
好
の
昆
徴に
な8
の

だ
。
昨年
八
月
爆
破
さ
れ
た
カ
ラ
ベ
ル

・ホ
テル
、
ク
リ
ス
マス
。イ
ブ
を
血

で
染
めた
大
爆
発
の
あ
った
米
囑
校
ホ

テ
ル、
そ
し
て最
近
の
米
大
使
館
に
ち

ょ
う
ど
三
方面
から
囲
ま
れ
る
地
に
あ

っ
て
、
い
ず
れ
とも
五
百
鍛
と
は
離
れ

て
い
な
い
。危
い。

数
臼
後、
東
京
のあ
る
消
息
筋
か
ら

ホ
テ
ル
が
F
L
N
の攻
震
目
標
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
私
は
う
な
っ

一た
。
そ
し
て
友
に
す
ぐ
手紙
を
轡
き
送

った
。
「生
命
が
危
い
。早
く
宿
を
変

え
た
ま
え
」
と
。
こ
の
友
にも
一千
万

円
の
戦
時
生
命
保
険
が
か
け
てあ
る
の

さ民衆の意志の重
二つの群れの自嘲と苦渋

 

だ
った
。
〃戦
時
"
で
あ
る
。
だが
そ

れ
は
何
と
奇
妙
な
戦
争
であ
ろ
う
か
。

昨
翁
十
二
月
二
十
四
日
夕
の将
校
ホ
テ

一ル
の
爆
発
を
想
い
起
す
。そ
の夕
方
の

サ
イ
ゴ
ン
は
ま
った
く
二
つ
の
、相
ま

じ
わ
る
こ
と
の
な
い
人
の
群
れ
があ
っ

た
。
一つ
の
群
は
ホ
ー
ス
に
水
び
た
し

一で
格
闘
し
、
タ
ン
カ
で
協
っ
い
た
者
を

運
び
、
真
赤
に
染
っ
た
顔
で
や
せ
た

ベト
ナ
ム人
の首
を
し
め
つ
け
「ベ
ト

コン
め
。
お
前
ら
は
み
ん
な
ベ
ト
コ
ン

だ
h
と叫
ぷ。
も
う
一つ
の
群
は
好
奇

の
目
、誘
爆
が
起
る
と
い
っせ
い
に
逃

げ
出
し
、
また
目
を
サ
ラ
の
よ
う
に
し

て
ホ
テ
ル
か
ら五
十
層
の非
常
線
ま
で

と
っ
て
返
す
。
「だ
れだ
、
や
った
の

は
」
「ア
メ
リ
カ
の兵
隊
が
死
ん
だ
っ

て
?
」
ど
ひ
そ
ひそ
声
。最
初
の群
を

救
急
軍
の
サ
イ
レ
ン
と瞥
官
の呼
び
子

が
伴
奏
し
、
央
語
が
乱
れ
と
ぶ。
第
二

の
群
に
は
無
.双檎
と
微
父
の
沈黙
が伴

奏
し
、
ベ
ト
ナ
ム
路
だ
け
が
あ
る
。

〃奇
妙
な
戦
争
"
に
参
加
し
て
い
るも

の
の
義

と
荒

し
て
い
な
い
も
の
の
}

群
れ
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
群
は
夜
に

肋讃
馳
鮪
鷺
器
醜
璽

島
角のベトナム雀
にガム蔓

うた
り
、
す
ん
な
り
し
た
ベ
ト
ナ
ム
女

と
手
に
手
を
と
り
、
ジ
ャ
ズ
を
口
笛
し

な
が
ら
バ
ー
に
出
入
り
し
て
い
た
の

に
、
この
目
は
必
ら
ず
仲
間
同
士
四
、

近
人
が
隊
を
な
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
女
に

も
少
隼
に
も
ッ
バ
を
ひ
っか
け
る
.
も

う
一つ
の
群
れ
の
ベ
ト
ナ
ム
人
た
ち
は

サ
イ
ゴ
ン
川
の
公
園
に
ア
ベ
ッ
ク
で
、

親
子
で
、
姉
妹
で
、
友
達
つ
れ
で
集
っ

て
き
て
は
屋
台
店
の
ス
ル
メ
や
エ
ビ
の

鬼
が
ら
焼
き
を
かじ
る
。深
夜
ま
で
ス

ピ
ー
カ
ー
か
ら
日
本
の流
行歌
が流
れ

て
彼
ら
は
イ
ブ
を
澗
喫
した
。遠
く
星

く
つ
の
地
平
線
を
時お
り
こ
が
し
、撃

膏
を
は
じ
か
せ
る
砲
声
も
彼
ら
は
お
ど

ろ
か
な
い
。
米
軍人
は
そ
の
た
び
に
空

を
見
上
げ
、
と
ど
の
つ
ま
り
、
日
本
人

の
私
の
買
った
人
聞
ケ
ー
ス
の
中
を
ム

リ
ヤ
リ
に
調
べ
た
。

「エ
ク
ス
キ
ュー
ズ
・ミ
ー
。
手
榴
弾

と
型
が
そ
っく
り
だ
った
の
で
ー
」
彼

は
私
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

本
当
に
明
る
い
顔
に
な
った
。

奇
妙
な
戦
い
は
こ
う
し
た
奇
妙
な
対

象
と
な
って
そ
の
本
性
を
見
せ
て
く
れ

る
。
「雨
ベ
ト
ナ
ム
国
民
の
民
主
主
麟

と自
由
を
守
り
、
彼
ら
の
生
活
を
守
る

た
め
に
」
米
国
は
一白
二
百
万
≠
の
軍

費
と口
界
最
強
の
第
七
艦
隊
、
三
万
一

千
人
の米
軍
人
を
こ
の
ア
ジ
ア
の
一角

に
注
ぎ
こん
で
いる
。
南
ベ
ト
ナ
ム
国

民
と
は
まさ
に
〃も
う
一つ
の
群
れ
4

の
あ
突

々
だ
。彼
ら
は
守
る
べ
き
自

由
が
あ
る
だ
ろ
うか
。彼
ら
は
〃平
和

"
を
叫
ぶ
と
剣
銃
を
っき
っけ
ら
れ、

〃爾
北
の
統
一"
(蕊

は
本来

同

一民
族
な
の
で
あ
る
)
と
か
〃中
立
4

と
言
え
ぱ
冷
い
獄
脅
が
待
っ
て
い
る
。

そ
れ
が
米
国
の
守
る
〃自
由
"
であ

ゐ

.

心
ゆ

㌃
・
轟
毒

撫

る
。
民
主
主
義
?
サ
イ
ゴ
ン
の
政
府

が
、
か
つて
の
ゴ
・ジ
ン
ジ
ェム
政
権

を
含
め
、
一九
五
四
年
の
独
立
以
釆
、

一度
と
し
て
自
由
選
挙
を
や
った
こ
と

が
あ
った
だ
ろ
う
か
。
ま
し
て
こ
の
一

年
半
(ゴ
政
権
の
崩
壊
以
後
)
は
ひ
と

つ
かみ
の将
軍
が
、
軍
隊
を
私
化
し
て

ク
ーデ
タ
ー
に
明
け
碁
れ
、
大
臣
や
高

冒
を
パ
ペ
ット
の
よ
う
に
首
の
す
げ
か

え
をや
って
き
た
。
油
目
す
べ
き
こ
と

は
ゴ政
椎
を
倒
す
に
至
った
米
国
の意

図
はそ
の独
裁
化
の故
で
な
く
、
ゴ
一

味
が
ひそ
かに
ハノ
イ
のホ
ー
・チ
ミ

ン
政
榴
と交
渉
を
始
め
よ
うと
意
図
し

た
か
ら
であ
った
。
かわ
っ電
場
し
た

ド
ン
・バ
ン
ミ
ン
が
ニカ
月
後
に
,統

一、
中
立
4
を
志向
す
る
とグ
エ
ン
・

カ
ー
ン
を
使
って
米
国
は
ド
ン
の
足
を

払
った
。
だ
が
グ
エ
ン
は
一年後
、仏

教
徒
の
平
和
運
動
を
基
礎
と
し
、
テ
ー

ラ
ー
米
大
使
の
権
柄
つ
く
に
反
抗
し
て

〃反
米
4
を
唱
え
は
じ
め
る
と
若
手将

軍
と
い
う
新
た
な
米
国
の
〃お
気
に
入

り
"
に
権
力
を
う
ば
わ
れ
た
。
権
力
を

あ
さ
る
将
軍
た
ち
が
実
際
に
サ
イ
ゴ
ン

政
府
を
動
か
し
は
じ
め
る
と
、
目
に
見

え
な
い
民
衆
の
圧
力
で
次
第
に
中
立
、

反
米
に
傾
い
た
こ
の
蔓
昊こ
そ
は
、
閑

ベ
ト
ナ
ム
に
残
さ
れ
た
唯
一の
民
主
主

義
の
か
け
ら
で
あ
った
。
米
国
は
こ
れ

を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
踏
み
つ
ぶ
す
の
で
あ
っ

た
.用

ペ
ト
ナ
ム
国
民
の
生
活
は
?
彼
ら

の
生
活
は
決
し
て
畳
か
で
は
な
か
っ

た
。
だ
が平
和で
さ
え
あ
れ
ぱ
太
陽
と

水
の
メ
コ
ン
・デ
ル
タ
は
米
、
バナ

ナ
、
魚
を民
衆
に
与
え
、
彼
ら
は
自
給

自
足
と
交換
経
済
の
段
階
で
結
講
安
定

し
て
碁
し
て
いた
。そ
れ
は
広
い土
地

と
そ
こ
で
養
う家
畜
、
あ
ひ
る
を基
礎

と
し
て
いた
。米
国
が童
場
し
、
戦
略

村
に
彼
ら
を
封じ
こめ
た
。ク
イ
と銃

窓
で
囲
ま
れ
た
せ
ま
い新
し
い村
の
ど

こ
で
家
畜
が
飼え
る
か、
ど
こ
で稲
を

育
て
る
の
か
ー農
村
の生
活
は基
礎
か

ら
破
壊
さ
れ
、農
村
の人
々
は
米
国
と

サ
イ
ゴ
ン
政
府
を
憎
ん
だ
。
米
国
は
経

済
援
助
も
与
え
た
。
だ
が
サ
イ
ゴ
ン
の

級
賢
界
の
高
官
が
は
し
な
くも
「何
鳳

♂
の
援
助
だ
か
計
算
す
る
の
も
面
倒
な

ほ
ど
多
額
だ
.
し
か
し
、
そ
の
う
ち
一

五
%
程
度
が
ベ
ト
ナ
ム
人
の
手
に
渡
る

だ
け
」
と
私
に
も
ら
し
た
雷
葉
の
よ

う
に
、
そ
の
ド
ル
は
ほ
と
ん
ど
米
国
軍

民
の給
与
、
衣
食
住
、
そ
し
て
軍
事

費
、
基
地
建
設
に
使
わ
れ
た
。
わ
ず
か

に
農
器
具
が
供
与
さ
れ
て
も
、
サ
イ
ゴ

ン
の中
央
政
府
で
横
流
し
、
残
った
の

も
首
都
、
村
役
場
と
数
段
階
に
わ
た
る

悪
質
な
役
人
が
介
在
し
て
、
ベ
ト
ナ
ム

人
た
ち
は
「サ
イ
ゴ
ン
に
着
い
た
と
き

百
台
あ
る脱
穀
機
は
村
の
角
庫
で
は
一

台に
減
って
いる
」
と
自
嘲
す
る
、
そ

し
て現
実
に
は
地
方
の人
ロ
は
載
路
村

を
嫌
い戦
火
を逃
れ
て
サ
イ
ゴ
ン
に
避

難
し
都
市
で
著も
の
は徴
兵
さ
れ
、
娘

は
バ
ー
の女
か売
春
婦
に
身
をく
ず

一す
.

ノド

ミ

ノ
理

論

4の
恐

怖

㌧
ぎ

、

"
,ナ

⊥
U

米
国
の
守
って
いる
も
の
は
何
か
。

現
実
に
F
L
N
は
国
土
の
⊥・、
人
口
の

を
を
支
配
し
て
いる
(政
府
側
の
見
解

でも
国
土
のを
、人
口
の
十
)と
い
う
事

環 姦灘 翫麟
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米
は
何
を
守
っ
て
い
る
か

実
は
、
大
半
の
ベ
ト
ナ
ム
人
が
「米
国

に
守
って
も
ら
う
の
は
お
断
わ
り
」
と

主
張
し
て
い
趾
左
で
は
な
か
ろ
う
か
.

五
四
年
七
月
、
仏
軍
が
デ
ィ
テ
ン
ビ

テ
ン
フ
ー
で
ボ
ー
・チ
ミ
ン
に
敗
れ
、

ジ
ュネ
ー
ブ
の
休
戦
協
足
が
結
ば
れた

が
米
国
と
バ
オ
ダ
イ
軍
代
表
は
調
印
を

拒
由
し
た
。
米
国
は
同
九
月
、
英
、
仏

タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

豪
州
、
ニ
ュー
ジ
⊥
フン
ド
を
説
い
て

反
共
、
中
国
封
込
め
の
巣
南
ア
ジ
ア
条

約
機
構
(S
E
A
T
O
)
を
繕
成
。
ア

イ
ゼ
ン
ハワ
ア
ー
(当
時
米
大
統
領
)、

ダ
レ
ス
(当
時
因
務
長
冨
)
は
口
ぐ
せ

の
よ
う
に
「ベ
ト
ナ
ム
(南
)
が
赤
化

す
れ
ば
束
甫
ア
ジ
ァ
は
次
々
と
赤
化
し

て
レ
ま
う
」
と
琶
って
い
る
。
こ
れ
が

有
名
な
,ド
ミ
ノ
埋
論
"
で
あ
る
。
こ

れ
に
基
い
て
米
媛

南
北
ベ
ト
ナ
ム
の

統
一を
明
紀
し
た
ジ
ュネ
ー
ブ
協
短
を

拒
合
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
朔
五
五

年
十
月
、
人
気
の
な
い
バ
オ
ダ
イ
に
か

え
て
、
ゴ
・ジ
ン
ジ
エ
ム
を
国
家
主
席

に
す
え
、
こ
の
政
構
への
本
格
的
箪
事

援
助
を
開
始
す
る
。
五
六
年
七
月
ま
で

に
統
一選
挙
が
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
期
限
で
引あ
った
が
米
国
お
よ
び

ゴ
政
椹
は
こ
れ
を拒
合し
た
.
かく
し

て
用
と
北
の
二
つ
の
ベト
ナ
ム
の固
定

化
に
い
っ
た
ん
は成
功
し
た
。明
記
し

て
お
か
ね
ば
なら
な
い
のは
ジ
ュネ
ー

ブ
協
短
に
よ
れ
は十
七
度
線
はボ
ー
・

チ
ミ
ン
の
ベ
トミ
ン
軍
と
仏
・バ
オ
ダ

イ
政
罹
連
合
軍
の単
な
る休
戦
ラ
イ
ン

だ
と
い
う
こ
と、
そ
心
て二
年
以
内
に

全
ベ
ト
ナ
ム
の自
由
選
挙
を
実
弛
し
て

統
一独
立
を
牌70成
す
る
はず
だ
った
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て統
一
ま
で
の暫
足

措
置
と
し
て
ベト
ミ
ン
将
兵
な
ら
び
に

そ
の
支
援
者
は休
戦
ラ
イ
ン
の北
へ、

仏
・バ
オ
ダ
イ派
将兵
ら
はそ
の
閉に

い
っ
た
ん
集
結し
、
軍
事
的引
離
し
を

し
た
の
で
あ
る
。
私
が重
ね
て書
いた

い
の
は
本
来
、
協
足
は
「ベト
ナ
ム
は

万
壼
鑛
鯨
難
購

協
定
を
拒
み
、
ム
リ
ヤ
リ
に
作
り
上
げ

た
〃不
法
4
な
政
榴
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
米
国
は
当
時
、
休
戦
ラ
イ
ン
の
北
の

人
口
が
南
よ
り
多
か
っ
た
こ
と
、
ボ
ー

・チ
ミ
ン
の
人
気
が
独
立
運
動
を
通
じ

て
極
度
に
高
か
った
こ
と
を
知
り
、
選

挙
を
す
れ
ぱ
〃赤
化
4
政
椹
が
出
現
す

る
こと
を
予
知
し
て
拒
否
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
に
ベ
ト
ナ
ム
紛
争
の
根
源

があ
る
。
そ
し
て
こ
の
後
、
米
国
は
年

を
経
る
と
と
も
に
軍
事
顧
問
の
名
で
軍

人
を
、
ま
た
航
空
機
を
は
じ
め
、
大
量

の武
器
を
サ
イ
ゴ
ン
政
府
に
与
え
る
。

一方
、
北
に
残
さ
れ
た
南
部
出
身
の
ベ

ト
ミ
ン
将
兵
の
中
に
は
「統
一選
挙
を

実
施
さ
せ
、
故
郷
に
帰
ろ
う
」
と
い
う

潤
が
島
ま
り
、
自
由
選
挙
、
土
地
解
放

を
要
求
す
る
南
の
民
衆
の
戸と
一緒
に

な
り
、
ゴ
政
権
の
過
酷
な
弾
圧
に
対
し

、
つ
いに
武
力
反
抗
、
ゲ
リ
ラ
活
動
を

始
め
る
.
一九
六
〇
年
十
二
月
、
共
産

主
義
遺
の人
民
革
命
党
、
イ
ン
テ
リ
、

民
族
優本
家
な
ど
の北
と
の統
一と
完

全独
立
を肇
求
す
る民
族
荘義
団
体
隔

宗
教的
趙別
に
反
対
す
る
ホ
ァ
ハオ
、

カオ
ダ
イ
な
ど
の新
興宗
教
ら
の代
説

が
F
L
N
を
納成
した
。
こ
の曲
程
か

ら

ベ々
ト
コ
ン
4
が単
な
る
μ産
主
義

者
の
団
体
で
は
な
桟

ま
た北
ベト
ナ

ム
の
指導
を
う
け
たも
の
で
はも
ちろ

ん
な
い
こ
と
も
よ
く
判
っ
て
い
た
だけ

よ
う
。
F
L
N
は
南
ベ
ト
ナ
ム
人
民
の

声
を
代
表
す
る
唯
一の
政
治
組
織
で
あ

る
と
彼
ら
は
強
醐
す
る
の
で
あ
る
。

米
国
は
し
か
し
F
L
N
は
北
ベ
ト
ナ

ム
に
指
導
さ
れ
、
そ
の
武
器
、
兵
員
で

南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
を
倒
し
、
共
産
化
し

よ
う
と
し
て
い
る
と
主
張
し
、
つ
い
に

軍
扇
的
劣
勢
を
立
て
直
す
た
め
、
こ
の

二月
七
日
以
来
、
F
L
N
の
"総
本

山
4と
み
る
北
ベ
ト
ナ
に
爆
魁
を
始
め

た
の
であ
る
。

そ
し
て南
ベト
ナ
ム
政
府
軍
の
力
を

あ
て
にせ
ず
、
陸
戦
に
.てな
え
て
海
兵

隊
の
上陸
を敢
行
し
た
。
同
時
に
輯
国

お
い
し
さ
と

気

易

さ

で

鴫

農

 

き
る
。

〈而
シ
テ
吾
人
ハ再
ビ
明
治
ノ
脊

年
二望
ム
。
・:
物
質
ノ
現
象
ヲ
見

ズ
シ
テ
精
神
的
ノ
現
象
ヲ
見
ヨ
。
ソ

レ
泰
西
外
形
ノ
文
明
ハ或
ハ
金
ヲ
以

テ
之
ヲ
購
フ
可
シ
。
然
レ
ド
モ
其
ノ

内
部
ノ
文
明
二到
リ
テ
ハ、
涙
ヲ
以

テ
之
ヲ
購
ハザ
ル
司
ラ
ズ
。
礎
呼
旧

日
本
ハ死
セ
リ
。
而
シ
テ
今
ヤ
新
日

本
ハ既
二翼
生
セ
ン
ト
ス
。
此
ノ
新

日
本
ヲ
シ
テ
天
二聾
工
、
地
二播
り

恒
二上
帝
ノ
恩
龍
二
浴
セ
シ
メ
、

赫

タ々
ル
光
栄
ヲ
四
海
二発
射
セ
シ

メ
ント
欲
セ
バ
、
唯
ダ
須
ラ
ク
此
ノ

説
「浮
雲
」
に
お
い
て
、
明
治
の肯

年
知
識
人
の
運
命
を追
及
し
て
いた

二
葉
亭
四
迷
は
、
遂
に
そ
の
主人
公

内
海
文
三
を
狂
気
に
お
い
や
ら
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
が
ま
ま

の
現
笑
の
う
え
で
人
間
の
生
き
る
可

能
性
を
追
及
し
て
そ
う
な
っ
て
し
ま

った
の
で
あ
る
。
「浮
雲
」
の
未
完

国
士
型
長
谷
川
辰
之
助
と
文
学
者

二
葉
亭
四
迷
の
分
裂
、
な
ぜ
こ
う
い

う
こ
と
に
な
って
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

明
治
二
〇
年
代
西
欧
派
の
チ
ャ
ン

ビ
ォ
ン
蘇
峰
は
、
「ソ
レ
泰
西
外
形

想
家
。外
来
の
勢
力
と
、
過
去
の
勢

力
と
は
、
今
日
に
お
い
て
す
で
に
多

き
に
過
ぐ
る
を
見
る
な
り
。
欠
く
と

ころ
のも
の
は
創
藏
的
勢
力
V

透
谷
に
と
って
は
国
粋
か
西
欧
か

のあ
れ
かこ
れ
か
では
な
い。
両
者

の激
突
のな
か
から
翼
に
創
遣
的
な

も
の
を求
め
た
の
であ
る
。

い
わ
ば
二葉
亭
も
透
谷
も
、
と
も

に
こ
の人
生
に
対
す
る
根
底
か
ら
の

探
求
者
とし
て歴
史
上
に
登
場
し
て

き
た
の
であ
る。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治

の
社会
と
人生
に懐
疑
を
いだ
き
、

原
理
的
な問
い
を
発
し
つづ
け
な
け

れ
ば
なら
な
か
っ

い
う
文
章
を
轡
い
て
い
る
。
丸
山
は

そ
こ
で
過
去
の
思
想
家
に
対
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
の
し
か
た
を
問
題
に
し
、

佐
久
間
象
山
に
お
け
る
視
座
の
変
革

に
高
い
意
義
を
見
つ
け
だ
し
て
い
る

幕
末
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、

佐
久
間
象
山
、
横
井
小
楠
ら
い
わ
ゆ

る
実
学
者
た
ち
は
、
や
は
り
社
会
と

政
治
に
対
す
る
根
底
的
な
探
求
者
で

あ
った
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
象

山
や
小
楠
が
死
ん
で
二
〇
年
、
明
治

二
〇
年
代
の
実
学
者
た
ち
は
、
社
会

と
人
生
に
対
す
る
根
医
的
探
求
者
と

いえ
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
え
って
、

明
治
の近
代
化
に
対
す
る
懐
疑
派
で

あ
る
二葉
亭
や
透
谷
の
な
か
に
根
匠

的
な
探
求
者
が
生
き
て
い
た
と
い
え

る
の
で
はあ
るま
いか
。

戦
後
の
はし
め
、
主
体
性
と
いう

言
葉
で
い
いあ
らわ
し
て
き
た
現
実

社会
と
の
関
係
は
、今
や
「存
在
」

と
い
う
よ
う
な
自葉
で
い
いあ
ら
わ

す
根
源
的
な
主
体
にま
でく
ぐ
り
こ

む
よ
り
し
か
た
の
な
いよ
う
な極
根

状
況
に
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
とき

明
治
思
想
の
な
か
に
、わ
た
し
の

い
う
「露
子者
」
の
系
譜
をさ
ぐ
り

出
し
て
く
る
こ
と
は
一つ
の
大切
な

作
業
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
「

実
学
」
と
「虚
㌻
」
の
両
力
の
糸
譜

か
ら
歴
史
を
せ
め
て
ゆ
く
と
き
、
明

治
の
思
想
は
そ
の
ツ
ィ
ヴ
ィ
ソ
ド
な

姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。

本

鱈

三
条
木
屋
町

〇
二
三
〇
八

測

鱈
木欝
鍵

⑳
鰻

五Q

天
保
一
一年
四
月
、
江
戸
血
学
を

お
え
た
三
二
歳
の
横
井
小
楠
は
熊
本

に
帰
って
莞

。

「横
井
平
四
さ
ん
は
実
学
め
さ
る

掌
に
虚
学
が
あ
る
も
の
か
ー

。
」

当
時
、
こ
ん
な
俗
歌
が
熊
本
で
歌

わ
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
俗
歌
に
お
け
る

「虚
学
」
と
い
う
吾
葉
は
一般
常
識

的
に
つ
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

格
別
に
深
い
意
昧
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い。
し
か
し
、
「契
学
と
虚
学
」

と
いう
こ
と
ば
は
、
h笑
学
と
形
而

上
学
」
な
い
し
「翼
学
と
脊
在
論
」

と
いう
方
向
へわ
た
し
の
思
湾
を
転

位
さ
せ
るの
で
あ
る
。

〈
こ
のよ
う
な
変
動
期
の
思
想
家

の特
邑
は
、
思
想
家
で
あ
る
と
同
時

に
政
治
家
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
、
さ

らに
思
想
累
で
あ
る
と
と
も
に
教
宵

軒
であ
るこ
と
を
兼
ね
て
い
た
と
こ

ろ
も
あ
る。
人
に
よ
って
は
両
者
を

兼
ね
て
いた
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
彼
ら
は
、
思
想
を
う
み
出
す
仕
事

とと
も
に
、
そ
れ
を
同
時
代
に
現
笑

化
す
る
こと
を
く
わ
だ
て
、
あ
る
い

は
また
自
己
の
思
想
を
次
の
世
代
に

生
かす
こと
を
試
み
た
。
彼
ら
の
こ

う
し
た
多
角
的
な
活
動
を
支
え
た
も

のは
、
実
学
と
し
て
自
己
の
学
間
の

正
当
性
と
有
効
性
と
の
自
覚
で
あ
り

自
已
の
思
想
的
活
動
に
よ
って
国
累

の独
立
を保
と
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の窟
識
であ
る
。
V
(源
了

円
「横
井
小
楠
」
)

幕
末
の危
機
の
な
か
で
、
思
想
家

た
ち
の多
く
は
政
治
と
社
会
の
改
革

をめ
ざし
た
。そ
こ
に
佐
久
問
象
山

や横
井
小
楠
のよ
う
な
実
践
的
思
想

家
をう
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
「政
治
や社
会

の
現
状
を改
革
し

よ
う
と
い
う経
世

済
民
的意
識
に
立

脚
」
(源
)し
た

幕
朱
突
学思
想
の

系
譜
は
、明
治国

家
の
近
代
過
程
の

な
か
で
花
ひ
ら
い

た
と
い
う
こ
と
が

一

で
き
る
。
明
六
社
や民
友
社
の論
各

た
ち
が
そ
う
で
あ
り、
松
田
燈
雄
氏

な
ど
は
明
治
の
知識
人
のな
か
に
お

の
け
る
「実
学
」
型
イン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
の
亜
要
粧
を指
摘し
「志
士
」
型

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
が維
新
の
変卑

に
よ
って
資
本
主
義
の発
展
のレ
ー

ル
を
し
い
た
と
す
れは
、
そ
の上
に

列
躍
を
の
せ
、
こ
れ
を
動
かし
た
の

が
「笑
学
」
型
イ
ンテ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
いる
。
(「日

本
の
釦
識入
」
)
。

横
丹
小
楠
の実
挙恕
想
は
網
冨
痕

水
を
媒
介
に
し
て、
蘇
師
、
芦
花
の

兄
弟
に
疵
れ
こ
ん
で
い
った
。芦
花

は
「何
故
に
余
は
小
説
を
轡
くや
」

(明
治
三五
年
)と
い
う
文
章
の
な
か

で
「何
故
に
余
は
小
説
を轡
くや
。

他
な
し
、
人
頚
の
一員
と
し
て毫
厘

た
り
と
も
四
海
一家
の
大
理
想
に此

世
界
を
近
づ
か
し
め
、
日
本
国民
の

一員
と
し
て
進
歩
雌
の
別
働隊
と
し

一葉
亭
・透
谷

の
系
譜

「虚
学
」
を
通
し
て
明
治
思
想
把
握
の
可
能
性

て
}頓
挫
せ
る
維
新
の
風
湖
に
鞭
う

た
ん
と
欲
す
る
の
み
」
と
か
い
て
い

る
。
ま
さ
に
実
早
的
文
掌
観
の
説
現

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
が
文

学
が
あ
く
ま
で
も
「人
闘
」
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「存
在
」

を
退
及
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

「笑
」
に
対
し
て
「虚
」
と
い
う
こ

と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

明
治
二
〇
年
代
に
お
け
る
二
葉
亭
四

迷
や
北
村
透
谷
の
文
学
的
実
験
は
、

福
沢
諭
出
、
徳
富
蘇
峰
ら
の
実
学
的

近
代
化
論
に
対
す
る
一つ
の
ア
ン
チ

テ
ー
ゼ
で
あ
った
と
い
う
こ
と
も
で

平

新
人
民
ヲ
シ
テ
、
其ノ
秘
誠ノ
熟
火

ヲ
以
テ
、
此
ノ
新
国
二向
テ、
此
レ

ガ
洗
礼
ヲ
施
サシ
メ
ザ
ル
可
カ
ラ

ズ
。
嘘
呼
是
レ
蹴
二
冷
矢
ノ
時ナ

ラ
ン
哉
。
〉
(蘇
峰
「新
日
本之
甫

年
」
)

明
治
も
二
〇
隼
た
っ
た
。
明
治
二

〇
年
代
の
出
発
点
に
あ
た
り
、
明
治

二
〇
年
代
と
い
う
「現
代
日
本
」
の

思
想
界
に
君
踊
し
た
着
き
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
蘇
峰
に
と
っ
て
「新
日
本
」

の
明
日
は
バ
ラ
色
に
輝
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
た
。
「冷
笑
ノ
時
」
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
小

林
ノ
文明
ハ或
ハ金
ヲ
以
テ
之
ヲ
購
フ

可
シ
。然
レ
ド
モ
其
ノ
内
部
ノ
文
明

二到
リ
テ
ハ、
一嚴ヲ
以
テ
之
ヲ
購
ハ

ザ
ル
可
ラ
ズ
」と
b
い
」半民
的
西
欧

化
の遭
を
主
張
し
た
。
だ
が
こ
こ
で

「国
民
と
患
想
」
に
お
け
る
北
村
透

谷
の
稀葉
を
引
用
し
、
蘇
峰
の
.口菓

に対
画
し
てみ
よ
う
。

〈復
古
、
繭
んじ
も
亦
た
頼
む
へ

か
らず
。消
化
、
頭
も
亦
頼
む
へか

ら
ず
。誰
か能
く
剛
強な
る東
拶
趣

味
の上
に
、
頁
珠
の如
き
西
洋
的
思

想
を調
和
し
得
るも
の
ぞ、
出
でよ

詩人
、
出
でよ
輿
に
国
民
大
な
る思

一
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

谷
の
問
い
か
け
は
深
く
人
間
の
存
在

そ
の
も
の
へ
の
か
か
わ
り
を
も
って

い
た
こ
と
を
、
今
日
何
人
も
由
疋
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
め
ろ
う
。
だ

が
こ
こ
で
わ
た
し
は
あ
れ
か
こ
れ
か

を
口
って
い
る
の
で
は
な
い
。
明
治

思
想
更
に
お
け
る
「笑
学
」
と
「虚

学
」
(存
在
論
と
し
て
の
)
交
錯
・

対
立
の遺
跡
を
通
し
て
、
そ
の
全
体

像
が
把
握
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

いう
こ
と
を
口い
た
い
の
で
あ
る
。

「展
畷
」
五
月
号
に
丸
山
見男
が

「幕
木
に
おけ
る
視
邸
め
が岨
」
と

た
の
であ
る
。そ

う
で
あ
る
な
ら
は

当
時
の
笑
学
省

た
ち
の
眼
に
は、

一棄
亭
や
愈
谷
の

た
た
か
い
は
空
し

い
も
の
、
す
な
わ

ち
「虚
丘
'と
し

て
う
つ
った
か
も

二
桑
亭
や
透

(同
志
社
大
学
文
学
部
講
師
・国
文

学
)

甥
溺
詩
雛
舖
菱
「

と
し
て
い
る
。
だ
がも
は
や
二月
以
前

か
ら
戦
っ
て
い
る
の
は
F
」
N
どサ
イ

ゴ
ン
政
府
で
は
な
く
な
う
た
米国
が戦

闘
で
も
政
治
で
も
正
面
に
出
た
。
し
か

も
北
ベ
ト
ナ
ム
を
戦
闘
に
ま
き
こも
う

と
し
た
北
爆
に
も
か
か
わ
ら
す
、
北
ベ

ト
ナ
ム
は
じ
っと
歯
を
く
い
し
ぱ
っ
て

反
抗
の
手
を
出
さ
な
い
。
米
国
は
開
ベ

ト
ナ
ム
の
分
割
を
固
定
し
反
共
政
権
を

は米国まや主役

 

、し理
争

代
戦

ジュネー ブ協定平 和への道 、

 

存
続
、
あ
わ
よ
く
ば
北
ベ
ト
ナ
ム
の
共

産
政
暦
を
弱
体
化
し
ょ
う
ど
し
て
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
の
主
役
は
サ
イ
ゴ
ン
と
ハ

サイゴン市 中央マーケツト街(本紙撮影)

ノ
イ
の
政
糧
で
あ
る
と
い
う
図
式
を
ね

ら
った
。
ハノ
イ
が
対
空
防
衛
の
ワ
ク

を
に
み
出
し
て
く
れ
ぱ
こ
の
図
式
に
の

せ
る
つも
り
で
あ
っ
た
.
だ
が
現
実
は

南
は
米
国
が
主
役
と
な
り
、
そ
し
て
相

手
は
相
変
らず
F
L
N
な
の
で
あ
る
。

つま
り
ρ侵
略者
"
の米
国
と
独
占
を

戦
う
F
L
N
の聞
の
戦
争
ζ
いう
図
式

が明
礁
化
し
て
きた
。サ
イ
ゴ
ン
の
政

糧も
軍
も
ほ
ん
の
添
え
も
のと
な
っ

た
。そ
れ
でも
米
国
は
「閑
ベト
ナ
ム

国
民
の
自
由
…
」
と
〃聖戦
"
の理
由

を
述
べ
た
て
て
い
る
。
だ
がそ
の
B
々

に
殺
さ
れ
て
い
る
の
は
北
ベト
ナ
ム
の

軍
人
や
民
間
人
で
あ
り
、
"ベ
ト
コン

大
掃
討
"
の
じ
ゅ
う
た
ん
爆
撃
によ

り
、
南
の
民
聞
人
が
殺
陽
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
米
軍
人
た
ち
の
意
識
の
底
に

は
、
あ
の
ク
リ
ス
マ
ス
・イ
ブ
の
も
う

一つ
の
群
れ
の
ベ
ト
ナ
ム
人
た
ち
へ
の

激
し
い
憎
悪
が
う
ず
い
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
.
し
か
し
そ
れ
は
本
末
転
倒

も
は
な
は
だ
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
ま
ま
戦
い
が
統
け
ぱ
「北
ベ
ト

ナ
ム
、
ベ
ト
コ
ン
を
支
援
し
、
糸
を
ひ

く
根
源
」
と
し
て
中
国
攻
曜
さ
え
ほ
の

め
か
し
て
い
る
。
来
日
し
た
経
屠
掌
者

ロス
ト
ウ
が
国
務
嶺
政
策
企
圃
委
員
長

と
いう
要
臓
に
あ
って
「こ
の
機
会
に

中
共
の核
設
を
破
壊
し
て
は
ー
」
と
主

嘔
し
た
と
さ
え
いわ
れ
る
。
力
の
跨
示

が
、
力
の行
使
に
よ
る
他
国
の主
権
の

侵
害
が許
さ
れ
る
の
であ
ろ
う
か
。
つ

ま
り
力に
よ
り
ベト
ナ
ム
紛
争
の解
決

が許
さ
れ
る
の
であ
ろ
う
か
。

笥
妙
な戦
い
は
か
つ
て代
理
戦
餉
と

呼
ば
れた
が、
米
国
が
主役
に
な
った

い
ま、
も
は
や代
理
戦
争
で
は
な
く
、

ベ
ト
ナ
ム
の国
土
と民
衆
を踏
み
台
に

し
た
米
国
の
"狂
気
の戦
争
"
と化
し

た
。
だ
が平
和は
よ
み
がえ
ら
なけ
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ため
にも
う
一度

く
り
返
す
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ協
定
を
だれ

も
が
冷
静
に
読
み
返
す
こ
と
、
そ
し
て

ベ
ト
ナ
ム
は
一つ
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
と
り
返
し
、
ま
た
南
ベ
ト
ナ
ム
の
人

ロ
の
過
半
数
は
F
L
N
支
持
側
にあ
る

現
実
を
直
視
し
、
そ
の
F
L
N
が
民
族

主
義
者
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
認

め
、
ま
た
サ
イ
ゴ
ン
の
政
府
の
下
でも

平
和
を
求
め
る
運
勒
が
激
化
し
て
い
る

こ
と
を
頭
に
た
た
き
こ
む
こ
と
だ
。
そ

う
す
れ
ば
出
て
く
る
答
え
は
フ
ァ
ン
・

バ
ン
ド
ン
北
ベ
ト
ナ
ム
首
相
が
四
月
中

旬
に
主
蝸
し
た
四
つ
の
条
件
が
ベト
ナ

ム
平
和
回
復
の
這
、
た
だ
一つ
の
組
と

認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
ω
ジ
ュネ
ー

ブ
協
だ
の
遵
守
②
米
曜
の
撤
退
③
F
L

N
の路
線
に
よ
る
南
ベト
ナ
ム
政
肘
樹

立
①
他
国
の
十
渉
な
し
に
哨
北
統
一交

渉
i
と
いう
こ
と
であ
る
。
も
し
そ
の

絋
果
、
全
ベ
ト
ナ
ム
が
〃共
産
化
4

ロ

し
、
そ
の結
果
、
ド
ミ
ノ
即
論
の
如
く

ラ
オ
ス、
カ
ン
ボ
ジ
ァ
、
タ
イ
、
マレ

ーシ
ァ
が
順
に々
共
産
化
し
た
と
し
て

も
、
フ
†
ール
元
仏
口相
の
・"う
ご
と

く
〃民
衆
の意
志
"
とし
て他
国
の人

は
認
め
な
け
れ
ば
なら
な
い
。
(毎
日

新
聞外
信
部
員

前
イ
ンド
シ
ナ
特派

員
)

◎
現
代
生
活
に
即
し
た
新
辞
典

店の辞書
」酉
尾

臭
/
岩
淵
悦
太
郎
11
編

【韓
色
】

▼
覗
代
生
活
に
必
要
と
思
わ
れ
る
旛
を
巌

遷
し
て
五
万
七
千
余
を
収
め
、
現
代
か
な
づ
か
い
で
配

列
し
た
。
▼
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
演
寧
約
二
千
四
百
を

選
ん
で
大
8
く
掲
げ
、
脅
訓
を
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意

瞭

・
用
例
を
掌
げ
た
の
で
、
漠
字
辞
典
の
役
割
を
も
果

す
。
▼
優
の
塞
味
は
、
単
な
る
書
い
か
え
を
さ
け
て
、

モ
の
階
の
藩
本
的
な
意
喋
を
明
確
に
し
た
。
▼
日
本
語

の
中
で
、
も

●
と
も
基
本
と
な
る
旛
に
は
特
に
く
わ
し

い
脱
明
を
加
え
た
。
▼
こ
の
辞
典
の
た
め
に
活
享
を
新

鋳
し
た
の
で
続
み
や
す
い
o
▼
付
録
と
し
て
品
調
概
説

・活
用
表
・新
旧
か
な
つ
か
い
対
照
表
な
ど
を
付
し
た
。

舘

謹奏

≡
定価

六〇

〇
円

 

臼
井

吉
見
奮

家)

本
騨
典
は
、
現代
生
活
の
な
か
に
生ぎ
て
いる
現
代
語
を
中
心
に
、
周劉
な

選
択
の
行
わ
れ
て
いる
の
が
ダ
一の
特
色
で
あ
る.
現
代
語
中
心
で
あ
る
から

に
は
現
在
よ
く
使
われ
て
い
7
養
本
的
な
漢
寧
かえ
ら
び
、
漢
画
の
造
語
成分

と
し
ての
役
割
を
は
っき
り
、篭
た
の
は
当
然
であ
う
晃

日
本
語
と
し
て
棊礎
的
な
ナ.りは
、
詳
し
く
意
味
・用
法
塗
配
明
し
.
時に

は
滑
糟
な
、
こ
れ
ま
での
智
賦
虞え
と
ち
が
っ
て
、基
本
的
な
意
陳
を
明
ら
か

に
し
た
の
が
第
二
の
特色
で
淋
」.

結
局
、
編
者
に
最
適の
人
を
え
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り、
国
立
国
誇
研
究

所
の
、
こ
れ
ま
で
の成
果
を
背
景
と
し
て
い
る
の
が
、
こ
の辞
典
の
無
類
の
蒔

色
・強
み
と
い
っ
て
い
いだ
ろ
う
.

◎

小
百
科
辞
典
を
も
か
ね
た
便
利
な
国
語
辞
巣

収
載
語
彙
20
万
語

苑
新

村

出
編

鴨

軽
鹸

ル
定
価
二
五
〇
〇
円

幽
冒

▼
単
な
る
国
語
辞
典
で
は
な
く
、
百
科
辞
典
的
項
目
を
広
く
収
録
し
、
簡
潔
正
確
な
説
明
を
与
え
た
。
▼
国
語
項

冠
L
ム
範
周
到
に
採
集
し
、
漢
語
・
古
語

・
外
来
語
・
新
語
は
も
と
よ
り
民
俗
語

・
方
言
を
も
収
録
し
た
。
▼
国

語
の
説
明
は
簡
単
平
明
を
心
が
け
た
が
、
基
礎
的
な
助
詞
・助
動
詞
及
び
活
用
語
は
特
に
詳
細
な
解
釈
を
加
え
た
。

▼
語
源

・
語
誌
は
、
い
わ
ゆ
る
新
村
語
源
説
と
し
て
の
成
果
を
掲
げ
た
。
▼
百
科
項
目
は
学
術
語
、
専
門
語
か
ら

芸
能

・娯
楽
な
ど
の
各
方
面
、
東
西
古
今
の
人
名
・
地
名

・書
名
ま
で
も
網
羅
し
た
。

岩
波
英
和

ハ

島
村
盛
助
・+肩
光
知

小
86
判
・ク
ロ
ー
ス
渡
/六
三
〇
円

田
中
麹
躍

典署

縁
軍
螢/
八
〇
〇
円

学
問
的
に
正
確
で
、
学
習
者
のた
めに
細
心
の
配
慮
を
も
って
編
集
さ

れ
た定
評
あ
る
辞
典
。
訳
語
の羅
列
を
さ
け
、
語
の
生
き
た
意昧
を
解

明
し、
ま
た用
語
の
平
易
化に
も努
め
た
。
現
代
英
語
に
必
要
な新
語

・新語
義
も
豊
富
に
収
め
て
あ
る
。収
載
語
数
六
万
語
。

漁
饗

和
中
辞
典

畷

霧

属

・
天
・
ニヲ

三
。
。
円

豊
富
な熟
語
を
申
心
と
し
た
独
創
的
な
編
集、
懇
切
な
文
法
的
説
明
、

正
確
な
訳飴
、
例
文
の
的
確
さ
な
ど
、幾
多
の特
色
をも
った
英
語
辞

典
界
の
古
典的
至
宝
。
さ
ら
に
新
し
い
用
語
・用
例
を
増
補
し
て
.
今

日
の
必
要
に
応え
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

嚢
独
和
辞
典

訟
猴

.舞
縮

曇

'
剛六
八
。昊

8
円

現
代
の
新
語
、
学
術
・
導門
語
、
方
言
、
固
有
名
詞
を
豊密
に
採
り
入

れ
る
と
と
も
に
、
的
確な
代
表
的
な
訳
語
に
よ
っ
て
語義
を
正
し
く
伝

え
る
な
ど
訳
解
上
に
新
櫓軸
を
η出
し
、
ド
イ
ツ
縞騨
に新
風
を
送
っ

た
辞
典
.
収
豊督
嚢
十万
。
学
習
者
必
携
の
辞
典
。

■

岩
波
ロ
シ
ヤ
語
辞
典

八
杉
貞
利
薯

小
日6
判
・
圏三
ヨ
ニ
翼
/
≡
O
O
円

現
代
の
標準
ロシ
ヤ
語
に
、
古
語
・雅
語
な
ど
を
ふ
く
め
て
収
載語
数

は
十
万語
に
及
ぶ
。
語
義
は
正確
懇
切
、
用
例
は
豊
露で

成
句
・哩

諺
か
ら
地
名
・人
名
等
の
固
有
名
詞も
加
え
る
。
ロ
シ
ヤ
語
・文
学の

研
究
者
、
各
専門
家
の
要
求
に
応
え
る
最高
の
辞
興
.

岩
波
中
国
語
辞
典

倉
石
武
四
郎
著

小
8
6
判
・九四
二頁
/
一5
0
0
円

愈
石
武
四
郎
先
生
が実
に
前
俊
十
三
年
の
日
子
を
韮

兀成
され
た

口
に
語
り
耳
に
聞
く生
き
た
虫
園語
の
辞
典
であ
る.
中
国
語
の
研
究

並
び
に
学
習
に
と
って
、
こ
の
辞
典
が
も
た
ら
す
新た
な
利
便
は
、
測

り
知
れ
な
い
ほ
ど
大き
い
と
い
え
よ
う
.

岩
波
小
辞
典

含
島

・名
-
護
・占
函
入

社
会
思
想

法

律

経

済

学
〔鰹
2版
〕
大
塚
愈
筋
編

智

〔雪
版
〕
罷

遍
鑑

智

霞
琶

奮

ロ
人
鍾
智

「岩波
書
店
・騨
典
目
録
一九
六
五
宰
」
が
で
きま
し
た
。
最
寄
誉
店
・学
生亜
活
協
同
組
合
か
、
直
接
小
社
へお
串し
込
み
下
さ
い
.

岩 波 書 店
東京神田一ツ橋/振替東京26240
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L

は
何
か

敵
を
知
ら
ず

に
.重
武
装
4

さ繊
羅
懇
灘
繊
鑛
灘

一、
僕
に
は
、
山
田
宗
睦君
の
「危
険

な
思
想家
」
は
一種
の滑
稽
文
学
に

見
え
る
。
ド
ン
串ホ
ーテ
性
が
強
い

と
い
う
か
、戦
う
本
人で
あ
る
自
分

自
身
が
よ
くわ
か
う
て層
な
い上
に

戦
う
相
手
であ
る敵
そ
の
も
の
を
も

よ
く
わ
か
う
てい
な
い、
す
な
わ
ち

敵
を
知
ら
ず己
を知
ら
ず
、
オ
ー
バ

ー
至
極
な
霊武
装
を
し
て
、
た
だ
無

闇
と
刀
を
ふり
廻
し
、
ひ
と
り
で
悲

壮
が
り
、英
雄
ぶ
っ
て居
る
"
し
か

も
本
人
の
立
っ
て
いる
と
こ
ろ
は
苛

烈
な
戦
場
でも
な
ん
で
も
な
い
安
全

地
帯
の上
であ
る
と
い
った
骨
稽
さ

の改
であ
る
。

【、
安
全
地
帯
の
上
に
立
った
「安
全

な
思
想
家
」
の
安
全
な
発
習
を
、
マ

ス
コ
ミ
の
大
P
R
に
お
ど
ら
さ
れ

て
、春
宵
そ
ぞ
ろ
に
、
い
と
も
悲痛

が
り
、
危
険
が
って
読
む
安
全
至
極

な
男
女
読
欝
人
が
、
十
禺
も
十
五
萬

も
居
る
と
云
ふ
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ

と
自
体
が
一鳳
の
骨
稗
文
学
であ
り

日
本
の
太平
ム
ー
ド
も
極
は
ま
れ
り

ど
云
ふ
べ
き
であ
ら
う
。
と
いう
こ

と
は
、
こ
の
や
う
な
骨稗
文掌
の出

現
と
骨
稽
文
掌現
象
の露
駐
と
は
、

反
面
に
於
て大
き
な時
代
的
転
換

ー
そ
の
過
度期
と
し
て
の疾
風
怒
蒔

時
代
の
近
づ
いて
居
る
こ
と
を
示
す

一つ
の朱
期
的
状
況
でも
あ
る
わ
け

で、
そ
の意
味
の
バ
ロ
メ
ー
ダ
ー
的

影

山

意
味
は
充
分
あ
る
わ
け
で
あ
ら
う
。

一、
畳
糟
的
要
素
は
無
数
で
あ
る
が、

た
と
え
は
映
回
「秋
潔
温
泉
」
で、

戦
後
を
象
徴
す
る
新
子
が
愛
人
か
ら

も
見
捨
て
ら
れ
て
た
だ
ひ
と
り死
ん

で
ゆ
く
の
を
見
て
「わた
し
はり
っ

然
と
し
た
」
(序
文
)
と
弐
ふ云
い

か
た
で
あ
る
。これ
は
、昨
年九
月
二

十
八
日
附
の
「週
刺
読欝
人
」
に
岡

君
が
轡
い
た
「
〃戦
後
"
か
ら
〃戦

後
反
動
"
ま
で
」
の
一文
の
初
め

に
、
た
ま
た
ま
テ
レ
ビ
を見
て居
た

ら
、
あ
る
歌
謡
番組
で、
「左
に
冨

城
お
が
み
つ
つ
」
と
去
ふ
や
う
な

「明
治
大
恋歌
」
が
唄は
れ
、
っ
つ

い
て「お
国
の
為
に
死
の
う
」と
試ふ

文
句も
出
てく
る
「花
の決
死
隊
」

が
唄
は
れた
の
で「わ
た
し
に
は
、ほ

と
ん
ど気
死
せ
ん
ば
か
り
に
シ
ョソ

ク
であ
った
」
と
込
べ
ら
れ
て
居
る

のと
照
応
す
る
。
そ
ん
な
心
臓
か
ら

は
決
し
て
本
当
の
「哲
字」
や
「思

想
」
は
生
れ
な
い
。
コ
轟文
文
士
」

と
附
った
林
房
雄
伐
あ
た
り
か
ら

「こ
の
三
文
哲
掌
者
め
ー
」
と
糾
し

り
か
へさ
れ
て
シ
ョソ
ク
死
し
な
い

こ
と
が
肝
饗
、
何
よ
り
も
ま
つ
心
臓

か
ら
顯
し
て
か
か
る
こ
と
で
は
な
い

か
。
「戦
い
」
と
い
う
こ
と
は
絶対

に
そ
ん
な
甘
い
も
の
で
は
な
い
.

一、
山
田
君
は
、
戦
後
共
産
冤
に入

り
コ
ミ
ン
ホ
ル
ム
批
判
事
件後
に
国

正

治

際
派
と
し
て除
名
さ
れ
、
泣
訴
嗅
韻

の自
己批
判
齊
を
欝
いて
許
さ
れ
て

復
寛
し
、
や
が
てま
た
世
の
変
り
に

っ
れ
て脱
冤し
た
と
聞
く
。
そ
の
た

め
日共
か
ら
そ
の
心
情
を
に
く
ま

れ
、
「彼
は
修
正
共
産
主
縦
者
で
さ

え
な
い
修
正
資
本
主
義
者
に
転
悟

し
た
ト
と
罵
し
ら
れ
た
が
、
こ
れ
で

は
他
人
の
転
向
、
変
説
を
云
々
す
る

資
格
は
全
然
無
い
し
、
「わ
た
し
は

〈戦
後
〉に
す
べ
て
を
賭
け
て
い

る
」
な
ど
と
揚
書す
る
資
格
も
無
い

わ
け
だ
。

一、
昨
年
十
二
月
下
旬
、
ラ
ジ
オ
T
B

S
か
ら
二
回
に
わ
た
って
放
送
さ
れ

た
「明
治
百
年
が
く
る
」
と
い
う
特

集
番
紺
の
中
で
、
僕
は
「明
治
維
新

百
年
」
を
詰
り
、
安
保
動
乱
を
契
機

と
す
る
「民
族
の
目
覚
め
」
を
云
っ

た
が
、
山
田
召
は
「戦
後
二
十
年
」

を
語
り
、
「片
隅
の
幸
櫃
」
を
強
調

し
た
。
何
に
で
も
す
ぐ
大
シ
ョ
ッ
ク

を
感
ず
る
女
形
の
「片
隅
の
幸
福
主

義
者
の
「安
全
思
想
家
」
の
山
田
宗

睦
君
が
、
突
如
と
し
て
、
紙
製
の
鎧

兜
に
身
を
圏
め
、、銀
紙
包
き
の
ビ
カ

ビ
カ
の
竹
光
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、

「全
体
の
辛
福
」
の
た
め
、
「危
険

蒲

縷

臨

羅

畑
駝

励
麓

も
る
こ
と
で
あ
ら
う
、
骨
稽
文
学
の

骨
稽
文
掌
た
る
所
以
で
あ
る
。

一、
僕
も
、
こ
の
本
の
「心
情
的
反
逆

者
・林
房
雄
」
の
項
に
何
箇
処
か
引

う
ば
り
出
さ
れ
て層
る
。
反逆
者林

の
大
将
に
さ
れ
て厨
る
の
だ
か
ら、

「最
も
危
険
な
慰想
家
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
や
う
だ
。
僕
はよ
ろ
こ
ん

で
こ
の
慧
評
を
受け
る
つも
り
だ
。

何
故
な
ら
、戦
前
、戦
後
を
通
じ
、

た
し
か
に
僕
は
、
共産
陣
営
と資
本

陣
営
の
双
方
に
と
っ
て
「最
も
危
険

な
思
想家
」た
ら
んζ
とに
一契
を

挺
し
て
米た
のだ
か
ら
。

(大
累
蟄
垂
・鱒
人
)

「体
験
回
帰
を
強
い
る
」

甘

っ
た
る

い
感
じ

富

士

正

購

「ま
え
が
き
」
で
著
者
は
「わ
た
し

い
う
風
に悪
い
か教
λ
て、
戦
後
民
主

は
〈戦
後
〉
に
す
べ
て
を
賭
け
て
い

主
義
を
擁護
す
る
と
い
ので
あ
ろ
う

る
。
こ
の
本
は
、
戦
後
を
擁
護
す
る
と

か
。も
し
そ
れ
な
ら
、
も
っと
弟
を
わ

と
も
に
、
戦
後
を
殺
宅
う
と
す
る
も
の
け
てじ
つく
り
説
紺
す
る
必
妥
が
あ
ろ

た
ち
を
出口発
し
た
欝
物
と
し
て
嵩
い

う。
そ
の点
で資
料
の
あ
つ
か
い
も
、

た
。
せ
い
い
っぱ
い
膚
い
た
」
と
轡
い
推
論
も
、
判
断
も
性
急
す
ぎ
る
感
じ
を

て
い
る
。

受
け
る
。
著
者
が
先
に
興
奮
し
て
し
ま

す
べ
て
を
賭
け
る
と
か
、
せ
い
い
っ

って
は
、
読
畜
を
ひ
き
ず
り
こ
む
こ
と

ば
い
轡
い
た
と
か
い
う
自
い
方
をわ
た

が
出
来
な
い
。

し
は
余
り
好
か
な
い
。
甘
っ
た
る
い感

「危
険
な
思
想
家
」
と
い
う
の
は
本

し
が
す
る
。
甘
っ
た
る
く
擁護
し
よ
う

当
は
光
泳
あ
る
富
巣
で
あ
る
省
で
、
こ

と
、
告
発
し
よ
う
と
、
当
の柑
手
に
は

こ
に
告
発
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
名
廃
顕

何
串
で
も
な
い
の
で
は
あ
るま
いか
。

脳
や
、
茶
坊
主
や
、
着
い
身
生
の
御
隠

「危
険
な
思
想
象
」
とし
て告
発
さ
れ

屠
さ
ん
や
、
今
更
古
く
な
っ
た
な
ど
い

て
い
る
人
迷
の
う
ち、
よ
ほ
ど
人
の
艮

わ
な
く
て
も
、
も
と
も
と
古
か
っ
た
小

い
の
が
、
こ
の
本
を読
ん
で
カ
ン
を
立

脱
家
に
「危
険
な
思
想家
」
と
い
う名

て
る
かも
知
れ
ぬが
、
そ
の他
の
も
の

与
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。そ
し
て

は
蚊
に
さ
さ
れた
ほ
ど
も
、
痛
く
も
掻

そ
れ
ら
が
つ
ま
ら
ん
位
の
こ
と
は心
あ

ゆ
くも
あ
るま
い
と
、
鵠
ん
で
思
っ
る
連
中
は
す
で
に
判
っ
て
い
る気
が
す

た
。告
発
す
る
以
上
、
当
の
相
手
に
こ

る
。
彼
ら
が
ど
う
し
て
そ
んな
つま
ら

た
え
なく
て
は
致
し
方
あ
る
ま
い
。
そ

ん
思
想
を
の
べ
る
か
を、
生
理
・心
理

れ
とも
、
相
手
は
も
う
同
心
の
可
能
性

家
庭
の
事情
・金
の
劇
係
・人
の
関
係
か

のな
い愚
物
か
悪
玉
で
あ
る
か
ら
、
現

らじ
っく
り
霞
いて
見
せ
て
く
れ
る
方

在
の置
隼
の
た
め
に
、
悪
い
奴
が
ど
う

が
艮か
った
ので
は
な
いか
。
(作
家
)

昭
和
二
十
二
年
の
秋
湘
高
校
文
化
祭

に
羽
仁
五
郎
氏
を
お
招
き
し
た
が
、
そ

の宿
舎
に
伺
った
と
き
、
ふ
と
私
が

「日
本
の
前
途
が
時
い
よ
う
で
心
匿
で

す
。
確
か
に
敗
戦
後
の
一年
間
ほ
ど
は

自
由
だ
った
と
感
ず
る
の
で
す
が
、
そ

れ
さ
え
私
に
は
例
の
天
気
雨
(村
で
は

「狐
の
嫁
入
り
」
と
菖
い
ま
す
)
の
、

陽
が
さ
し
て
い
な
が
ら
雨
が
降
って
い

る
と
い
う
、
あ
ん
な
績
り
な
い
感
じ
な

ん
で
す
」
と
申
上
げ
る
と
、
羽
仁
先
生

は
「君
、
そ
れ
は
大
事
な
こ
と
だ
。
忘

れ
な
い
で
い
た
ま
え
。
き
っ
と
そ
れ
が

大
切
に
な
る
と
き
が
く
る
よ
。
」
と
言

わ
れ
た
。

海
軍
か
ら
帰
っ
て
二
年
の
幼
な
い
私

に
は
先
生
の
お
書
葉
も
十
分
に
は
理
解

で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
ん
な
私
の
頼
り

な
い
自
由
の
渇
肇
さ
え
も
単
な
る
退憶

に
な
る
日
が
来
る
と
い
う
の
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

降
伏
か
ら
二
十
一
昭
和年
の夏
に
か

け
て
、
ラ
ジオ
は毎
日
のよ
う
に響
名

な
文
化
人
を
動
蝋
し
て
「民
主
主義
と

は
何
か
」を
説
き
、三十
頁
の薄
っ
ぺら

な
小
冊
子
が
「自
由
と
責
任」
な
ど
を

教
え
て
い
た
。
だ
がそ
れ
ら学
者
の理

性
的
な啓
験
のお
説
教
は
本
労
は
私
た

ち
a
腹
に
こ
たえ
な
か
った
。
女
た
ち

が
「参
政
禰
よ
り
米
の
配
給
を
」
と
言

っ
た
のと
同
様
に
、
私
を
つき
あ
げ
る

盲
目
の衝
動
を
捉
え
る
焼
跡
や
闇
市
の

股賑
を極
め
る
目
由
が
魅
力
で
あ
っ

た
。き

っ
と
(い
ま
患
え
ぱ
)
「文
化

人
」
の
啓
袈
主
繍
が
こ
の
「闇
市
」
と

切
れ
た
所
で
融
ら
れ
、
そ
の
延
長
上
に

「民
主
主
編
」
の
制
度
的
な
ワ
ク
組
み

が
作
ら
れ
た
こ
と
、
逆
に
い
う
な
ら
、

か
って
三
島
由
紀
夫
氏
も
「同
世
代
か

ら
集
団
強
盗
が
蟻
出
し
た
こ
と
を
誇
り

と
す
る
」
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
習
っ

て
い
た
と
思
う
が
、
上
の
「衝
動
」
を

政
治
的
に
米
よ
こ
せ
遷
動
な
ど
に
部
分

的
に
は
組
域
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
十
全

混
乱
へ
の
秘
か
な
欲
望

不
勉
強
で
、
ろ
く
でも
な
い感
想
し

か
湧
い
て
こ
な
い
の
が
ユ
ーウ
ツ
で
す

が
、
とも
かく
、
こ
んな
感想
を
も
ち

ま
した
。

「
戦
後
民
ま主
誘
、
て
な
も
の
の

記
億
は
ぼく
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ

と
も
、
戦
後
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
の
あ
い

だ
のぼ
く
の謁
憾
は
、
中
学
の
教
師
た

ち
の
単
屈
な
顔
つ
き
や
膿
つ
き
、
と
い

った
チ
ャチ
な
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
え
ば
、
明
る
い

混
乱
の
盛
触
を
ま
と
って
は
い
ま
す
。

櫃
敏
主
義
の
比
力
が
な
く
な
って
い
た

だ
け
で
も
、
爽
快
だ
ノた
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
他
動
削
に
お
こ
な

わ
れ
た
だ
け
の
権
威
の
崩
壊
は
、
大
衆

の
肥
動
切
な
行
甥
に
よ
っ
て
と
っ
て
か

わ
れ
る
こ
と
が
、
っ
い
に
な
か
った
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
こ
に生
ま

れ
て
きた
「平
和民
主
露
縦」
は
、
戦

闘
的
な
平
和
や
大象
の
旺接
剛な
民
主

主
義
を
ま
った
く
欠
いた
、
ふ
や
け
て

い
るく
せ
に
かた
く
なな
シ
ロモ
ノ
の

よ
う
で
す
。
こ
んな
も
のが
ち
ょろ
ち

ょ
ろし
て
い
る
のを
見
て
は
、
そ
れ
を

「まも
る
」
ど
ころ
か、
コン
チ
ク
シ

ョウ
と
dいた
く
な
る
のが
、
む
し
ろ

ま
とも
な反
沁
でし
ょう
。
む
ろ
ん
山

田さ
ん
は、
そ
ん
な
反
応
は
百
も
承
知

で、
そ
れ
でも
現
状
で
は
「ま
も
る
」

必
要
払
あ
る
と
自う
の
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
な
ら
民
主
義

と
い
う
名
の
侮
を

ま
も
る
の
か
、
は
っき
り
さ
せ
て
ほ
し

い
も
の
で
す
。
民
主
主
綾
そ
の
も
の

は
、
ま
も
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
を
獲
得
し

ょ
う
と
す
る
運
動
の
な
か
に
し
か
、
存

野

村

修

在
し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ぽ
く
と
し
て
は
、
そ
れ
を
能
動
剛
に
獲

得
す
る
た
め
に
、
権
威
を
崩
壊
さ
せ
、

混
乱
を
生
み
だ
す
こ
と
に
は
典
昧
が
あ

り
ま
す
が
あ
り
ま
す
が
「平
和
と
民
主

主
嘱
」
の
智
板
を
まも
る
こ
と
に
興
昧

は
あ
り
ま
せ
ん
。
でも
、
ぼ
くあ
た
り

が
こ
う
ヒ
ラ
キ
なお
っ
て
為う
と
ど
う

に
も
カ
ソ
コウ
が
つ
かな
いよ
う
です

一、
思
想
の
危険
性
、
と
いう
こと

で
す
が
、
ぼ
く
は
山
田
さ
ん
と
は
逆

に
、
支
配体
制
に
と
って
も
思
想
家
に

と
って
も
安
全
な
思
想
は
「女
全
思

想
」
と
よ
び
な
れ
て
い
る
の
で
、
と
ま

ど
い
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
山
田

さ
ん
の
女
全
思
想
批
判
は
、安
全思
想

を
は
び
こ
ら
せ
る
だけ
でな
く
、
自
称

「恥命
」思
想
をも
し
ぱし
は安
生患

想
に
縣
化さ
せ
る支
配
機
構
の批
判
に

よ
っ
て、°補
完
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な

い
でし
ょう
。教
帥根
性
を
出
し
て
、

そ
の
図で
役
だ
つ
本
の
一例
を
あ
げ
て

お
け
ば
、
ホ
ル
ク
ハイ
マー
と
ア
ド
ル

ノ
と
い
う
ふ
た
り
の
社
会
掌
者
の
共
同

蓄
作
「啓
装
の
弁
証
広
」
は
、
ぼ
く
に

は
(全
面
的
に
貧
成
は
で
き
ま
せ
ん

が
)
興
味
ふ
か
い
も
の
で
し
た
。

(京
大
教
養
部
助
教
裸
・独
語
)

乳

白
鳥

邦
夫

な
形
で
賊
前
の
民
主
ま
繍
を
広
汎
に
国

民
的
規
模
で
突
質
化
し
え
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
、
相
対
的
に
「米
」
が
で
ま
わ

っ
た
今
日
、
民
主
主
義
の
空
澗
が
顕
在

化
し
、
も
し
く
は
広
が
っ
て
、
こ
こ
に

敗
戦
と
戦
後
の
歴
史
か
ら
何
も
学
ぱ
な

か
っ
た
「期
待
さ
れ
る
人
間
像
」
の
起

草
者
(の
一都
)
が
理
論
的
に
う
ら
う

ち
す
る
と
い
う
状
況
に
至
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
空
洞
を
「現
実
主

義
」
で
合
理
化
し
先
取
り
す
る
の
が
山

田
氏
の
君
う
「睦
危険
な思
想
家
」
な

の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
私
は戦
後
が全
面
的
に
虚
妄
で

あ
っ
た
と
い
う
の
では
な
い。
む
し
ろ

逆
だ
。常
に
敗
戦
前
後
の衝
助
に
回
帰

し
な
が
ら、
戦
後
二十
年
間
を
通
し
て

戦
争
体
験や
自
由
の渇
き
を
固
執
し
て

目
前
の現
実
の
事実
に
対
時
し
続
け
る

多
く
の人
達
が確
実
に
存
在
す
る
こ
と

を知
っ
て
い
るか
ら
で
あ
る
。

(箭校
勤務
・
〈山
脈
の
会
〉
会
員
)

化」へ の悲 しみ]
坂 正 尭

「「単 純
高

〈
戦
後
民
主

主
義
〉
私
は

戦
争
直
後
の

複
雑
な
世相

が
好
き
で、

い
ま
で
も
な

つ
か
しく
思

い
出
す
こと

があ
る
。そ

れは
ま
った

く
矛
膚
に
満

ち
た
時
代
だ

うた
、
生
活

は
苦
し
く
、

日
本
人
は
彼

ら
が
毎
日
食

べ
る
米
と
イ

モ
の
こ
と
に

明
け
暮
れ
て

い
た
。
し
か

し
、
日
本
人

が
も
っと
も

理
想
的
で
あ

つた
の
も
、

あ
の
暗
い
世

書想
に
お
い
て

で
あ
った
。
新
憲
法
、
新
ら
し
い
教
宵

制
展
、
新
し
い
人
間
関
係
、
人
々
の渉

は
現
実
と
無
関
係
に
飛
蹴
し
て
いた
。

ま
た
、
そ
こ
で
は
元
来
嫌
な
存
在
であ

る
べ
き
占
蹟
軍
が
、
こ
れ
ら
の改
革
を

も
た
ら
した
好
も
し
い
勢
力
で
あ
っ

た
。蕾
から
の教
育
制
度
が
破
壌
さ
れ

た
こ
と
を悲
し
む
立
派
な
古
い
先
生
た

ち
は
いた
が
、
し
か
し
、
多
く
の
日
本

人
た
ち
は
新
ら
し
い
教
育
制
度
を
歓
迎

し
て
いた
。
現
在
の
日
本
は
、
こ
の
混

沌
のな
か
か
ら
生
れ
出
た
の
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
が
現
在
持
って
い
る
政
治
制

度
1
そ
れ
は
不
完
全
か
も
知
れ
な
い
が

民
主
主
嚢
で
あ
る
こ
と
は
変
り
な
い
ー

も
例
外
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の

遺
産
は
複
雑
で矛
眉
に
満
ち
て
い
て
、

し
ぱ
し
は
わ
れ
わ
れ
を
当
惑
さ
せ
る
。

し
か
し
、
こ
の
過
去
を
単
純
化
し
、
理

想
化
す
る
こ
と
を
私
は
好
ま
な
い
。
何

故
な
ら
、
歴
史
も
政
治
も
つ
ね
に
矛
膚

に
灘
ち
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
な

か
を
蕾
労
し
な
が
ら
進
ん
で
行
か
な
く

て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に

わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
が
ら
迎
え
よ
う
と
し

て
い
る
時
代
は
そ
う
で
、
そ
こ
で
は
異

った
意
見
の
問
の
対
話
が
必
要
で
あ
る

く思
想
に
お
け
る
危
険
性
V

だ
か
ら
、
山
田
氏
の
「危
険
な
思
想

家
」
の
よ
う
に
、
あ
る
単
純
化
さ
れ
た

基
箪
に
よ
って
人
を
断
定
す
る
著
作
が

現
わ
れ
る
と
、
私
は
言
い
よ
う
の
な
い

悲
し
み
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
ま
っ
たく

愚
劣
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。そ
れ

に
、
も
し
「危
険
な
思
想家
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
と
す
れ
は、
そ
れは
つね

す
ぐ
れ
た
思
想
家
で
あ
っ
て讃
え
ら

ヲ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
し、
と
く
に民

主
主
義
の
場
合
に
はそ
う
であ
る。
異

っ
た
意見
の妥
協
と
し
てお
こな
わ
れ

る
民
主
主義
の
政
治
は、
と
きと
し
て

怠
情
を生
む
か
ら
で
で
あ
る。
た
と

え
、
そ
れ
か
ら反
民
主
主義
的
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、思
想
的
に界
輩
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
限り
、
そ
れ
は
民
主
主
義

も
豊
か
に
す
る
であ
ろ
う。
現
在
の
日

本
に
は低
級
な反
民
主
主義
的
な
行
動

は右
にも
左
に
も
あ
るけ
れ
ど
も
、
高

級
な民
主
主義
批
判
は
存
在
し
な
い
。

そ
のよ
う
な
慰
想
家
が
も
し
出
た
ら
、

私
は
岡
名
の幽
物
も
轡
い
て
、
大
い
に

た
た
え
、
か
つ論
戦
を
混
じ
え
る
つ
も

り
で
いる
。
(京
大
法
学
部
助
教
援
)

支
持
と
否
定
の
彼
方
に

八
名
の
「思
想
家
」
を
それ
ぞれ
弾

劾
す
る
蕾
者
山
田
宗
睦
氏
を
支え
る地

点
は
次
の
文
単
か
ら
うか
が
う
こと

が
出
来
る
。
「わ
た
し
は
「戦
後
思
想

も
も
う
カ
も
ヘ
へ
も

史
」
こ
の
か
た、
戦
後
更
そ
れ
自
身
が

ヤ
も
へ
も
る
も

も
つ
革
新
の質
こそ
、
戦
後
日
本
の
基

準
であ
る
と
主張
し
てき
た
」
(傍
点

志
麻
)
山
田は
この
テ
ー
ゼ
を
く
わ
し

く述
べ
てお
ら
ず
、
「革
新
の
質
」
と

い
う
表現
自
体
腫
昧
で
あ
る
が
、
誠
慧

をも
っ
て推
祭
す
れ
は
彼
を
支
え
る
意

識
は
、
「大
東
曲
戦
争
」
に
象
徴
さ
れ

る
戦
前
目
本
の
社
会
的
質
を
、
あ
ら
ゆ

る
場
回に
お
い
て
根
底
か
ら
革
新
し
、

そ
の革
軌
力
が
新
た
な
戦
削
漏
本
を
創

憲

廠

薫

っ
て行
く
、
と
いう
願
望
で
あ
る
に
違

い
な
い
。そ
し
て
、
そ
の
「願
望
」
が

"平
和
4と
〃民
主
主
義
'
と
い
う
イ

メ
ージ
を
も
って
日
本
の
大
衆
に
支
持

さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事

実
で
あ
る
。
こ
の
"
冥
と
し
て
存
在
し

た
革
新
力
と
狽
望
を
「慮
妄
」
と
し
て

沫
殺
せ
ん
と
す
る
の
が
「危
険
な
思
想

家
」
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
明

ら
か
に
日
本
独
占
資
本
の
政
策
に
退
囲

す
る
昌動
を
行
って
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
弾
劾
す
る
山
出
の
意
図
は

支
持
で
き
る
。

だ
が
、
二
十
h前
半
に
屑
る
私
雌
に
・

い
わ
せ
れ
ば
山
田
も
又
根
低
か
ら
批
判

実
践

の
「危
険
」が
問
題

中

山

研

…

・(
一)
…
ε

戦
後
民
主
主
我を
、
わ
れ
わ
れ
法
律

家
は
、
何
よ
り
も
日
本
国
「慰
ば」
の

一運
命
に
関
連
づ
け
て
拳
λる
。
戦
後
民

主主
翻
を
古
足
す
る
動
き
は
、
憲
法
改

懸
の
企
図
と
し
て
今
日
全
面
困
に
で
て

き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
際
み
ら
れ
る

改
嫌
(名
目
改
慰
だ
け
で
な
く
い
わ
ゆ

る
解
釈
改
憲
を
含
む
)
の
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
、
い
わ
ゆ
る

「危
険
な
思
想
家
」
の
思
想
に
っ
ら
な

る
の
で
あ
る
。

戦
後
民
主
き
糊
の
冤
檎
の
想
い
手
は

各
棚
の
狩
彬
や
役
得
と
は
縁
がな
く
、

逆
に
戦
箏
に
ょ
って
最
人
の
犠
牲
を
こ

う
む
っ
た
一般
民
搬
を
お
い
て
他
に
は

な
い
。
勤
労
者
大
衆
に
と
って
は
、
戦

後
民
主
主
謡
は
決
し
て
「た
い
く
つ
」

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
日
の
き

び
し
い
冥
践
の
中
で
、
無
法
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
た
基
本
的
人
機
を
戦後
反
勤

の
攻
駐
か
ら
守
る
抵
抗
運
動
に
遍
わ
れ

て
い
る
の
で
め
る
。
戦
後
民
主
主
説
は

決
し
て
思
想
家
の
頭
の
中
に
あ
る
の
で

は
な
く
、憲
法
に
さ
さ
え
ら
れた
と
こ

ろ
の
、
民
衆自
身
の
、生
活
と榴
利
を

守
り
平
制
と
狸
立
を
求
め
る地
昧
だ
が

し
か
し
着
実
に
削
進
す
る
と
こ
ろ
の
幅

広
い
日
巾̀的
活
蛎
の中
に
こそ
現
翼
に

存
在
す
る
。
そ
れ
は決
し
て
「虚
女」

で
は
な
い
。

…
…
(二
)
…
;・

氏
の
立
場
に
は
敬
意

一
時
的
現
象
を
定
着
化
す
る
作
業

「籔

」
五
月
号
の
「展
窺
」
欄
に

武
田
泰
淳
氏
が
、
日
本
に
溢
れ
て
い
る

大
掌
出
に
つ
い
て
曹
い
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
ち
ょ
っと
気
に
な
る
個
所が
あ

る
。
「野
聞
宏
も
福
出
恒
存
も
学
士
だ

な
あ
、
丸
山
摂
男
も
猪
木
正
想
も
紫士

だ
な
あ
。
南
原
幣
も
大
野
貞
祐
も
な

あ
」
。
こ
の
巡
紺
の
仕
力
は
、
あ
る
共

通
性
の
上
に
立
っ
た
対
照
を
ね
ら
っ
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
と
こ
ろ
が
、

「日
高
六
郎
も
翼
藤
淳
も
学十
「だ
な

あ
、山
田宗
馳
も
右
原
慎
太
郎
も
な
あ
」

と
い
う
辺
に
な
る
と
、
泰
淳
の
底
慧
が

つ
か
み
に
く
く
て、
気
昧
の悪
い思
い

が
し
な
い
でも
な
い。
日
高
皿
江
庚
の

作

田

組
合
せ
は
見
当
遂
い
だ
と
「蹴
幽
る
に

し
て
も
、
山
田
"
石
陳
と
な
う
と、
て

う
い
う
見
力
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い、

な
ど
と
.々
え
込
む人
も
い
るだ
ろ
う。

「危
険
な
思
想
盛
」
と
い
う
本
は、
し

葬
鱒
雛
號
㍊
鷹
い罰

る
。
禦
朴辿
ぎ
る
世代
論
が
そ
うだ

し、
父
子
囲
係
に
こだ
わ
る
のも
「危

険
な」
雌及
の仕
力
だ
。
と
り
わ
け
竹

山道
雄
の
一日
転
向
説
は無
理
で
、
氏

一の
勘合
に
は
や
は
り
、
毛
で
も
た
でも

全
体
主
糊は
嫌
いと
い
う
態
反
は
一貫

し
て
いる
。

だ
が
無
理
な
組
V
て
が
い
く
ら
か
あ

啓

一

る
と
し
ても
、
私
は
こ
の
本を
支
え
て

い
る
山
田氏
の立
勧に
は
敬
瀞
を
,双し

た
い。
林
健
太
郎
氏
は
、
戦
後
民
主
主

義
を寸
沸
と
いう
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち

は、
戦
後
二
十
年
賜
の進
捗
の
力
向
を

発
展
させ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
戦
彼
五
年
聞
の
混
乱
状
態
に
執
紺
}

し
て
い
る
だ
け
だ

と
い
O
(「人
阪
明

日
」
四
。
一九
・ダ
)
裸
氏
の
愈
見
は

栃
鱗諺
錫
諮
酷
鷲
鎚

解
が
あ
る
。
山
田
氏
を
は
じ
め
と
し
て

戦
役
奴
L
工
鵜
を
故
郷
と
す
る
思
相漿

た
ち
は
、
杜
会
の
混
乱
や
無
秩
序
を
付

蟹
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

い
わ
ゆ
る
混
乱期
にお
い
ては
、
理
想

の
姿
を
め
ら
わ
に
す
る光
が急
にさ
し

込
む
こ
と
が
あ
る
。そ
の光
に照
ら
さ

れ
た
理
想
を、
い
わゆ
る
女
疋朗
に
お

い
ても
粒
㎜さ
せ
、
現
実
化
す
る
こ
と

が、
戦
彼
体
験
を
緬
る
と
いう
こ
と
の

意
昧
に
ほ
かな
ら
な
い。
誰
も
乱
世
を

好
ん
で
は
いな
い
ので
あ
る
。
}つ
の

た
と
え
を
あげ
よ
う
。
混
乱
し
た
人
間

と
社
会
を
抽
い
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

や
彼
の
小
説
の
愛
胡者
は
、
湿
乱
ての

も
の
を
好
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
特

定
の
状
況
の
も
と
で
ひ
ら
め
い
た
啓
小

の
光
に
ひ
き
っ
け
ら
れ
、
そ
の
光
に
照

ら
さ
れ
た
姿
を
見
失
う
ま
い
と
し
て
い

る
だ
け
だ
。
山
田
氏
の
「戦
彼
」
に
対

す
る
態
醍
も
こ
れ
に
近
い
。
一時
的
、

局
所
的
に
し
か
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
が

し
か
し
恒
久
的
で
あ
る
は
ず
の
も
の

を
、
口
本
の
社
会
に
冠
穂
さ
せ
る
作
茉

i
そ
れ
が
悲
者
の
ね
ら
い
で
め
ろ
う
。

輪
爆
と
告
允
の
刮
子
虻
け
に
こ
だ
わ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
(京
大
教
墾
部
助
教

「

授

社゚
会
学
)

一

思
想
の
危
険
は
、
何
よ
り
も
当
該
慰

『想
家
の
冥
践
に
お
け
る
危
険
か
ら
生
ず

る
。
そ
の
共
通
の
符
徴
は
、
現
実
に
対

す
る
肯
疋と
巌
協
、
そ
し
て
民
衆
に
対

す
る
不
信
な
い
し
蔑
視
の
態度
であ
る

今
日
の
冠
法
問
題
は、
決
し
て惣
法

の
側
々
の
粂
項
に
関す
る立
法
論
や
解

釈
論
の
中
に
あ
る
の
で
はな
宝

戦
後

反
動
が
籐
置
に
反
し
て打
建
て
か
っ推

ぐ

進
し
て
きた
と
ころ
の、
日
本
の現
実

の
支
配
体
制
を
絢定
し
維
持
す
る
の

か
、
そ
れ
とも
これ
を
嫌
抵
にし
て
「

変
革
」
す
る
の
かと
いう
笑
践
的
間
魑

で
あ
る
。し
た
が
っ
て思
想
の危
険
性

は、
こ
の現
笑
に対
す
る
態
肢
に
よ
っ

て、
そ
し
てと
く
に
民
衆
お
よ
び
民
衆

運
動
に対
す
る
態
度
し
よ
って
決
だ
的

に検
討
され
る
。民
衆
に
よ
る
コン
ト

ロ
ール
から
遠
ざ
か
った
政
治
が
腐
敗

す
るよ
う
に、
民
衆
と
ての
運
動
に
依

拠
しな
い思
想
も
難
矯
の
迷
を
歩
み
、

密
易
に虚
女に
お
ち
入
る
で
あ
ろ
う
。

(京
大
法
学
部
助
族
技
・ソ
ヴ
ィ
ェ
ト

法
)

さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
吉
本
隆
明

ら
自
立
主
縦
者
が
あ
れ
ほ
ど
告
発
し
て

き
た
「革
新
運
動
」
と
そ
れ
に
参
加
す

る
進
歩
的
知
識
人
の
歎
醐
性
を
、
山
田

は
避
け
て
い
る
か
ら
だ
。
私
達
は
安
保

闘
争
の
終
息
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
の
進

歩
主
幌
遷
陶
の
挫
折
(終
濡
)
と
圧
倒

的
な
独
占
資
本
の
支
配
機
構
の
中
に
、

絶
盟
的
な
状
況
で
悪
戦
苦
労
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
今
な
お
挫
折
し
た
鵡

歩
主
義
を
自
己
が
傷
つ
く
こ
と
な
く
主

張
す
る
山
田
を
簡
単
に認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
.

さ
ら
に
、
彼
は
「革
新
の
質
」
を
「戦

後
民
主
々
嚢
」
と
問
一視
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
遠
っ
て
い

る
。
民
主
々
製
と
は
あ
く
ま
でも
資
本

制
社
会
に
お
け
る
政
治
的
形態
の
こ
と

で
あ
り
、
「革
新
の
質
」
と
い
う言
藁

が
持
つ
全
体
的
な
イ
ナ
ージ
を政
治
的

形
態
に
樂約
し
て
し
ま
う
こと
は
、
政

治
の
視点
か
ら
し
か戦
後
日本
を
見
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
に
なり
、
大
衆
の

「運
勘
を政
治
主縦
によ
っ
てふ
り
回
す

こ
れ
ま
で
の韻
り
を繰
り
返
す
こ
と
に

な
る
。

山
田
が主
張す
る
「戦
後
そ
れ
自
身

が持
つ革
新
の蝦
」
は
や
は
り
戦
後
に

胃
った
私
運
が
引
き
つぎ
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
いと
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ぱ
、
私
達
は
自
己
の
少
年
期
を
喪

失
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
「不
服

ノ

従
こ
そ
は
少
ヰ
の日
の記
憶
を
解
放
す

る
」
と
私
達
も
魯
う
べき
だ
ろ
う
。

小
田
の
響
欝
に
対
し
て
支
持
と
合
足

の
バ
ラ
ン
ス
の
ズ
ッと
先
に
私
迅
の
辿

り
つ
く
べ
き
地
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
つ
け
加
え
る
な
ら
は
、
〈危
険

な
思
想
家
V
に
対
抗
す
る
人
間
も
又

〈危
険
な
人
物
〉
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
山
田
氏
の
よ
う
な

く穏
や
か
な
思
想
以
V
に
は
余
り
魅
力

を
感
じ
な
い
の
で
あ
る
、
僕
達
は
。

(雑
聴
「ピ
ラ
ニ
ア
」圓
人
・会
社
員
)

思
想
の
科
学

五

月

号
・
口六
〇
円

響

本
の
マル
・
ス
主
馨

マ
ル
ク
ス主
械の
人
間
学
的
次
元

梯

明
秀

野
聞

宏

鶴
見

俊
輔

日本のマルクス主義者

 

日
本
マル
ク
ス
主
義
の
可
能
性

日
本
の
マ
ル
タ
マ
王
覇
年
袈

社
会
t
我批
判
の
一つ
の
婁

戦
前
神
月。瞳人
の
受
血
(ド
)

君渡し翼

本辺ま樹ね

画一きよ
久衛し朗

 

思
想
の
科
学
社
綴
獺
雑吐
肋
鉱
訊

新
仏
和
中
辞
典

艸
毒
盗

.田
嬉
罰

泉
型
=蕃
畳天

ビ
昌
ヵ
Z
畢
δ
O
O
養
警

量
三
〇

灘
購
灘
護
羅
讃
鍵鑛
灘

文
法
的説
明
も
加
菟
て
あ
る
.
新
し
い
時代
に
即
応
す
る
学
生
必
携
の
選
用醇
興
ー

新
仏
和
小
辞
典

膨

箆
衰
●

B
小
型

莫
頁

ビ
ニ
カ
フ
襲

¥
四六
〇

繕
朦
■

¥
六
ヨ
O

収
録
語
数
三
四
、
0
0
0
余
.
新
語
・新
語
義
を
豊
富
に
お
さ
め
、
訳
誘は
原
意
塗
も
っと
も
的
確
に

つた
え
る
平
易
で
明
快
な
も
の
。基
本
単
語
・基
本
事
項
は
く
わ
し
く親
切
に
解
説
さ
れ
、
配
列
、編

集
も
便
用
者
の
便
を
考
慮
し
て
、機
艶
田に
工
夫
さ
れ
て
い
る
.
最
新
の略
語
表
、
文
法
概
要
、
を
ア

ン
語
常
用
句
集
、
動
飼
変
化
表な
ど
、巻
末
に
も
充
実
し
た
付
録
を
加
え
、万
菱

新
和
仏
中
辞
典

三
木

沿
他
七
属
共
編
B
小
型

丸曲
頁
箱入

ビ
昌ー
ル
襲
解
鰯四
〇
〇

継
皮
渡
¥
一八
◎
◎

見
出
語
数
三
五
、
0
0
0
、収
録
語
数
一〇
Q
、
Q
O◎
余
を誇
るわ
が
国
は
じ
め
て
の本
裕的
、
実

用
的
和
仏
辞
典
。
ニ
ュ
アン
ス
の複
雑
な
語
萎
¢分
類
、整
理し
、
生
き
た
フ
ラ
ン
ス
語
の表
現
に
努

め
た
。
さ
ら
に
実
用
性
を
考
慮し
て
時
代
に
即
応
し
た
外
来語
。新
語
・專
門
術
語
な
ど
多数
とσ
入

れ
、
用
例
は
可
能
な
限
り
朋示
し
た
.
付
録
/
フ
ラ
ン
ス
主要
地名
表
、
基
礎
文
例
、手
紙
文
例
'他

独

和
昌旨
口

林

佐
藤

通
次
看

四
六
判

一量
口貢
箱
入

パ
ク
ラ
ム襲
¥
二
〇〇
〇

繕
厘
殖
¥
二玉
Q
O

ド
イ
ツ
の
最
新
版
の各
種
辞
典
を
参
考
に
、
実
用
辞
典
とし
て
の
条
件
を
完
備
し
か独
和
の決
定
版
ー

収
録
語
数
一〇
五
、
五〇
〇
語
。
重
要
語
の
主
要
訳
藷は
入文
字
で
示し
、
図
版
二七
六を
覆
用。
語

源
を
解
り
や
す
く
解説
し
、
語
の
本
来
の
意
味
の
移
り変
り
義

明
し
て

語
盗
幅能
的に
理
群
さ
せ

る
。
前
綴
の
意
味
を
分析
し
、
前
綴
を
も
つ
勲
詞
に
つい
て
も
明
快
に
解
説
した
。

西

和

辞

典

 

窩
橋
正
武
8

B
小
型

一9
西頁
箱
入
ク
ロヌ
装
¥
儒四
∩
6

懲
皮
襲
¥
網八
〇
〇

見
出
語
六
八
、
四八
〇
語
、
わ
が
国
で
学
ば
れ
るス
ペ
イ
ン
語
の
特
異
性
か
ら中
・爾
米
で
使
わ
れ
る

ス
ペ
イ
ン
語
を
豊富
に
収
め
各
国
間
の
意
味
、
用法
の這
う
場
合
は
そ
の
相
違
か萌
ら
か
に
し
た
。
語

義
は
本
来
の
意
陳と
派
生
的
意
味
が
整
然
と
分
類
され
て
い
る
。
訳
語
は
、
現
代
の日
本
語
の
愚
覚
を

つ
た
え
る
よ
う苦
心
し
た
。
用
例
は
可
能
な
限り
示
し
文
法
的
説
明
も
加
え
た
完壁
の西
和
辞
典
ー

新
伊
和
辞
典

野
よ
素
一紹

B
小
型

究
七頁
箱入

ピ
ニカ
フ
装
¥
一八
玉
O

総
皮
襲
¥
ニ
ニ
O
O

白 水 社 嚢暑菖墨尖票駆塁翁馨

見
出
語
四八
、
0
0
◎
余
語
。
新
語
、
古
語
ま
たは
各
要
門
用
語
、
さ
ら
にイ
タ
リ
ア
の
習
俗
に
関
す

る
重
要
語を
広
ぐ
集
録
.
今
日
ま
で
存
続
す
るギ
リ
シ
ア
・ラ
テ
ン
語
や
使
用度
の
高
い
外
来
語
を
も

豊
富
に収
め
た
。
各
語
に
対
す
る
訳
語
や
発音
・文
法
上
の
説
明
も
明
快
に細
心
の
配
慮
が
な
さ
れ
、

そ
の
語
を最
高
度
に
生
か
す
に
必
要
な
熟
語
、慣
用
語
句
を
豊
富
に
盛万
込ん
で
い
る
.

'

い

'

存

㍗
、外
籔
人
轟
吹
議
み
に
よ
る

、

・

ー
発

シ爵
薫数
卜社 笥
ア 騰ツ

、"諭

グ ゾ
7/

ゲ 　
,誕 ㌦ ・'、・、,・ダ
ず

翻'
嫌 渉融 ズ ・

(

講
毒

猷
糊シ劉

籍

㎜
語

,

駅
ツ

斜

人
間
形
成
の
原
典

.
名
著
の
完
訳
決
定
版

の

田
ゆ山隔

想

 

崔
嚢
、露
聯
舞
鵠
幣

全
29
巻
/
定
価
六
三
〇
円

ウ

ェ
ー

第
6
回
配
本
/
発
売
中

"、'

政
治
・社
会
論
集

現
代
嘘
代表
ず
る
社
会
科
学
者
マ
ック
ス
・ウ
ェー
バ
ー
は
"
マル
ク
ス
の
偉
業
に
対
決
し
て
-
社
会科
学
の

会
盆
冊に
輝
か
し
い
業
績
を
築
いた
.本
書
ほ
、
高
島
蓄
哉氏
の厳
正
な
選
霧
叢
も
重
要
な
論文
を
桑
め
た

国
民
国
家

と
経
済
政
策
田
賓
展

国
民
社
会
党
の
設
立
に

よ
せ
て
中
蛋
羨

社
会
科
学
お
よ
び
社
会
政
策
の
認
識

の

「
客
観
性
」
出
・
護
訳
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と

資
本
主
義
の
「
精
神
」
馨

嚢

支
配
の
社
会
学
世幽塁

皿肇

:

新
秩
序
ド
イ
ツ
の
議
会
と
政
府
申
蒼
二
・山
田
高
羨

職
業
と

し
て
の
政
治
清
杢
芙
郎
・渠
撃
訳

解
説
ー
霞
島
讐
哉
・中
村
貞
二

第
7
回
配
本
/
四
月
二
十
五
日
発
売

国

家
山
本
養

ソ

ク

ラ

テ

ス

の
弁

明

・

ク

リ
ト

ン
畢

菱

太
郎
訳

繧

縁
旱

銘
査

プ
ラ
塾
ン
の
「理
想
国
」
と
し
て
知
られ
るこ
の
対
話
篇
は
、古
来
、

政
治
思
想、
哲
学
思
慈
の
源
泉
と
し
て
全人
類
に
対
す
る
思告
を
含
ん

で
い
る
.近
代
に
お
け
る
共
和
政
体
、社
会
主
義
、
共
産
主
覇の
理
論
、

な
ど
も
、才
ツ下
ン
の
国
家
諭
に
価ぢ
と
ζ
ろ
が
多
い
。

第
5
回
配
本
/
好
評
発
売
中

サ

ル

ト

ル

至

藩
三鰯

衆来
を
ひ
ら
く
簾
荏
主
義
の
全読
1

二+
世
紀
の
巨
大
な星
と
も
い

う
ぺき
サ
ル
ト
ル
の
思
想
の
全
貌
を
体系
的
に
と
ら
え
た著
作
集

全
4
巻
兜
結
/
好
評
弗
売
中

資
本
論
郡
藪

廉
価
で
莫
し
く
竪
口
な
演
■
と知
臓
人
の
間
で
静
か
な
プ

ー
ムに
な
oて
い
る
『資
本
働
」四
巻
を
お
揃
え
く
だ
さ
い

(原
辰
権
所宥
青
木
書店
)

新
し
い
ス
タ
イ
ル
の
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ

世
界
の
思
想
韓
盛
雛蝿
畷 京懸 川豪コ

第
i
回
配
本
/
五
月
五
日
発
売

マ
ル
ク
ス
の
経
済
思
想
一

 
概
説

・
大
内
兵
衛

(-
・2
回共
)

マ
ル裟

ド

イ
ツ
・
イ
テ
オ
ロ
ギ
ー
/
第
-
部
-
岡
崎
次
郎
訳

マ
ル斐

哲
学

の
貧
困

…
…
…
…
…
…
:
・…
岡
崎
三
郎
訳

マ
ルク
ス
賃
労
働
と
資
本

…
…
:
…
…
…
…
・長
洲

=

一訳

西

マ
ルク
ス
賃
金

・
価
格

・
利
潤

…
…
…
…
…
長
洲

一
二
訳

エ
ンゲ
斐

資
本
論
綱
要
…
…
…
・…
…
…
・…
・時
永

淑
訳

第
2
回
配
本
/
六
月
五
日
発
売

マ
ル
ク
ス
の
政
治
思
想

マ
多
ス
・
エン
ゲ
斐

共
産
党
宣
言

…
…
…
…
都
留
大
治
郎
訳

エ
ンゲ
斐

共
産
主
義
の
諸
原
則
…
…
…
…
岡

崎

次

郎
訳

エ
ンゲ
ル
ス
共
産
主
義
者
同
盟
の
歴
史
…
…
岡

崎

次

郎
訳

マ
ルク
ス
土
ン
ゲ
斐
ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
…
…
…
渡

辺

寛
訳

エ
ンゲ
ル
ス
空
想
よ
り
科
学
へ
の
社
会
主
藤
の
発
展
-
…
川

ロ

武

彦
訳

ヱ
ンゲ
斐

家
族
、
私
有
財
潅
お
よ
び
国
家
の
起
原
…
…
佐

藤

進
訳

467
嚇
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諏

「大
江
獲
灘
襲
勝
問
題

状
況
が
ど
う
な
って
い
る
の
か
、
状

況
と
は
何
か、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
生

き
る
と
は何
か、
と
いう
間
が
口
を
つ

い
て
で
た
と
た
ん、
私
た
ち
は
こ
の
税

の
間
の
禾
毛
さ
を感
じ
ざる
を
え
な

い
.
私
た
ち
は
私
た
ち
の
存在
そ
の
も

の
が
、
行
為
そ
の
も
の
が状
況
であ

り
、
岩
為
と
し
て
の
対
象
と
か、
あ
る

距
離
を
隔
て
て
対
置
さ
れ
て
い
る
と
か

は
、
決
し
て
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
切

実
さ
でも
って
し
か
、
把
え
ざ
る
を
え

な
いの
で
あ
る
。
私
た
ち
は
私
た
ち
が

勘
いた
分
だ
け
状
況
に
逼
い
ま
く
ら

れ、
そ
の
感
覚
は
明
ら
か
に
後
温
の感

覚
に瓢
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け

が
、憲
議さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
ζ
の

よ
う
な時
代
に
〈動
h
て
い
る
〉
と
い

う
こ
と
が
ど
のよ
う
な
根
拠
を
も
って

い
る
こ
と
な
の
かも
わ
か
ら
な
い
…
●

右
のよ
う
な現
在
の
私
た
ち
の
モ
ノ

ロ
ー
グ
は
、
まき
れ
も
な
く
五
十
九
年

当
時
の
大
江
の
も
の
でも
あ
り
、
そ
し

て
今
の
も
の
で
も
あ
る
かも
し
れ
な

い
。
当
時
か
ら
状況
は何
も
かわ
って

竣

い
の
か
。
い
や
、磯
突
に
かわ
っ

た
の
だ
。
〈停
滞
〉
と
い
う衰
象
は
か

(鋤翻箆1234暑

わ
ら
な
いけ
れ
ど
、
個
々
の意
瀕
が
動

い
た
だ
け
、
そ
の
囚
容
を意
味
づ
け
て

い
た
も
の
は
袈
わ
っ
た
の
であ
る
。
っ

ま
9
切
冥
さ
に
お
い
て
、私
た
ち
は
、

私
た
ち
そ
の
も
の
が
状
況
であ
ると
い

わ
な
け
れ
ぱ
な
い
ほ
ど
、
絶対
的
な地

点
に
到
地
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
江
も
ま
た
動
い
た
。

彼
は
文
学
作
品
に
お
い
て
、
自
己
の患

想
の
営
な
刃
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
慰

識
的
な
武
器
を
駆
し
て
、
状
況
へ
と
た

ち
む
か
って
い
った
。
そ
の
践
器
と

は、
いう
ま
でも
な
く
一つ
に
は
〈性

の
イメ
ージ
〉
で
あ
り
、
ま
た
彼
の

〈
敗
戦
体験
〉
で
あろ
う
。
彼
は
「戦

後
世
代
」
の旗
手
と
し
て
、
執
よ
う
に

「世
代
」
に
固執
し
たけ
れ
ど
、
現
在

ど
う
し
て
も
行
き
つ
か
ざる
を
え
な
く

な
っ
た
地
点
と
は
、
私
たち
が
不
毛
の

極
点
か
ら
上
げ
ざ
る
を
え
な
か
った
。

あ
の
闘
で
あ
ろ
う
。
「状況
と
は
何

か
」
「そ
こ
に
生
き
る
と
は何
か
」私

た
ち
が
大
江
に
つ
い
て
恥
る
こ
と
は、

や
は
り
こ
の
く始
め
V
を
明
ら
か
に
す

る
作
渠
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

薦
鴇
難

「懇
」

置
十
九
年
当
時
の
大
江
の
〈停
滞
〉

の
認
膿
は
、
次
の
よ
う
な
簡
勢
分
析

に
裏
づ
け
β
れ
て
い
た
.
日
本
の
外

交
的
な
側
面
内
す
べ
て
に
わ
た
って

そ
の
主導
椥
を
握
って
い
る
の
が
日

本
で
なく
外
国
だ
と
いう
傾
向
も
ま

た
一般的
だ.
(中
略
)

こ
の
停
滞

それ
は
戦
後
の
日
本
に

お
い
て
湾
軍備
の閥
題
が
いか
に
あ

つ
か
わ
れ
て
き
た
か
を考
λれ
ば
き

わ
め
て
明
ら
か
に
な
る
.境
在
、
一

九
五
九
年
の
日
本
は
決
定的
に
軍
擢

を
も
つ
国
だ
。
そ
れ
は
憲
法
の規
定

な
ど
と
歯
牙
に
も
か
け
な
い
強力
な

軍
隊
に
よ
って
み
ず
か
ら
を
汚噂
に

ま
み
れ
さ
せ
て
い
る
国
だ
。
(中
陥
)

齢九
一ハO
年
代
に
祉
会
覚
が
政
椹
を

え
た
と
し
て
も
、
自
衛
隊
の
解
体
は

決
し
て
お
こ
な
わ
れ
は
な
い
。
現
に

自
衛
隊
の
完
全
な
消
激
の
あ
と
、
日

本
は
た
と
え
ぱ
朝
鱒
と
の
外
交
問
題

を
い
かに
し
て
乗
り
切
る
か
に
う
い

て自
樹
の
あ
る
圃
答
を
発
す
る
こ
と

の
で
き
る思
想
家
が
進
歩
的
な
陣
営

に
い
る
かど
う
か
は
き
わ
め
て
う
た

が
わ
し
い
。か
れ
ら
は
保
守
政
権
を

非
難
し
つづ
け
な
が
ら
、
突
は
現
状

維
持
の
ム
ード
に
安
堵
を
も
と
め
て

い
る
の
であ
り
、
自
分
た
ち
が
あ
ら

た
め
て
政
治
の遂
行
者
と
し
て
日
本

の
軍
備
の
問題
を
検射
す
る
必
要
に

ゼ
ま
ら
れ
る
こ
と
があ
る
など
と
は

思
う
て
も
み
な
い
のだ
。
(中
賂
)

現
代目
本
の
政
治
の
場
にお
け
る
進

歩
的
な
勢
力
の
力
の
限界
をわ
れ
わ

れ
は
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
っ
てお

り
、
日
本
を
め
ぐ
る
潴
外
国
の
ほ
か

に
つ
い
て
も
充
分
知
っ
て
い
る
。日

本
の
袖
会
主
覇
化
は
す
で
に
日
本人

の
手
の
な
か
にあ
る
問
題
で
な
く
、

外
国
人
の
手
の
な
か
に
あ
る
.
こ
の

絶
望
的
な
情
勢
判
断
は
コ
ミ
ュ
ニ
ス

ト
た
ち
に
む
か
って
も
あ
え
て
か
え

さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

(前
出
「三
田
文
掌
」
59
・10
)

'こ
の
よ
う
な
大
江
の
【政
治
思
想
」

は
吉本
隆
明
か
ら
「戦
前
派
の
進
歩
的

な思
想
家
や
文
学
者
と
の
癒
着
が
い
ち

じ
る
し
い
」と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に

「大江
は
、
日
本
は
従
属
国
で
あ
り
、

す
べ
て
の元
凶は
米
国
に
あ
る
た
め
、

日
本
の解
放
は
、
ソ
連
圏
の
力
な
し
に

はお
こ
なわ
れ
な
いと
いう
他
力
本
願

的
な無
買
任
論
硬
、
今
日
、
前
衛
的
な

舗
政覚
から
ふ
り
ま
か
れ
て
い
る
謬
見

を
無条
件
にう
け
いれ
て
いる
た
め
、

そ
の
反
映
とし
て
、
軍
事
的
な
翼
空
地

帯
に
な
っ
た
日本
は
ど
う
な
る
か
、
と

い
うよ
う
な
(暗
八
陥
没
Vを
感
じ
て

し
ま
っ
て
い
る
」
とさ
れ
た
の
だ
っ

た
.
(引
用
は
いず
れ
も
『異
端
と
正

系
』
所
収
(戦
後
揖
代
の
政
治
思
想
V

か
ら)
。

「うけ
い
れ
る
」
と
いう
冒
い
方
に

は
、
ひ
っ
か
か
るも
のが
あ
る
。
大
江

の
政
治
累
に対
す
る
不
信倍
は
決
し
て

「う
け
い
れ
る
」
と
い
った
意
謙
性
を

も
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
はず
であ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
大
江
は
やは
り
「文

(2)

 

悟
は
抱
い
て
い
た
が
〈赦
治
参
加
〉
と

い
う
こ
と
に
は
、
羨
盗
に
に
だ
よ
う
な

コ
ン
プ
レ
ソク
ス
を
持
って
い
る
。
そ

し
て
「文
学
直

の
〈政
治
診
加
〉
と

は
、
ど
う
し
て
も
古
典
的
前
衛
冤
か
ら

の
〈欄
勢
分
析
〉
を
受
け
入
れ
る
こ
と

に
よ
って
し
か
果
さ
れ
な
い
と
い
う
必

更
性
も
あ
った
の
で
あ
る
。
吉
本
が
後

の行
で
、
大
江
のこ
の
よ
う
な
情
勢
分

析
の発
想
が示
すも
の
は
「敗
戦
を
さ

か
い
に
し
た時
代
的
な
断
順
と
、
そ
の

断
層
に
ゆら
いす
る
形
式
を
か
え
た
回

帰
の間
題
で
あ
る」
(前
出
)
と
い
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
っま
り
、
日
本
の

イ
ン
テ
駄
グ
ン
チァ
が思
想
に
よ
って

状
況
(政
治
)
に
至
る
こ
と
を其
徹
し

え
ず
、
ど
こ
か
で
理
念
に乗
りう
つる

13
ぐ
ら
か
し
を
犯
し
て
き
た
と
いう
、

日
本
「近
代
」
の
、
総
体
を
く
ま
ど
っ

て
き
た
〈回
帰
〉
の
問
魑
で
あ
る
に
ち

が
い
な
い
。

吉
本
は
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
も
っ

と
も
苛
酷
に
戦
後
政
治
の
混
乱
と
鱈
躁

に
引
き
ま
わ
さ
れ
、
「敵
」
と
「昧

方
」
の
二凱
の疎
外
の
な
か
で
思
想
形

成
を
と
げ
た戦
後
世
代
の政
治
家
の
政

治
思
想
、
「共感
す
べき
提
苔
」
と
し

て
受
け
と
め
て
い
る。
彼
は
、
共
産
党

の
呪
縛
か
ら
離
脱
し
た
共産
主
義
者
同

盟
の
政
治
家
た
ち
の、
日本
賢
本
主
義

が
「戦
前
・戦争
期
・戦
後期
を巡
続

し
た
一本
の
胤
線
の
よ
う
に、
一貫
し

層て
独
占
賢
本
の
高
度
化
、
国
象
権力
化

一の
過
程
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
」
の

一

馨

」
な
の
だ
。
彼
は
、
自己
の葎

験
の
な
か
か
ら
、
日
本
人
と
「畏
邦

一人
」
と
い
う
間
題
を
た
て
て
い
っ
た
。

か
れ
が
「し
か
し
降
伏
し
た
日
本人
は

ほ
ほ
え
み
な
が
ら
、
(
ハ
ロ
ー
V
と叫

ん
で手
を
ふ
り
な
が
ら
勝
利
者
を
迎
え

入
れ
た
の
で
あ
った
。
日
本
で
は
、
こ

れ
と
い
った
抵
抗
運
動
は
お
こ
な
わ
れ

な
か
った
げ
そし
て
そ
れ
は
、
む
だ
な

血
を流
さ
な
か
った
と
い
う
こ
と
は
、

い
ま
と
な
っ
ては
い
いこ
と
だ
。
し
か

し
、
抵抗
運
動
のお
こ
ら
な
い
こ
と
が

ご
く自
然
なな
りゆ
き
で
あ
り
、
に
こ

に
こ
し
な
が
ら
(
ハ
ロー
Vと
叫
ぷ
こ

と
が
敗
け
た
日
本人
にと
って
、
し
っ

く
り
す
る
や
り
か
た
であ
った
と
い
う

こ
と
は
霞
要
な
応突
だろ
う
」
(「厳

粛
な
綱
渡
り
」
所
収
(戦
後
世
代
のイ

メ
ー
ジ
V
"
と
六
年
前
か
い
た
こ
と

は
、
大
江
の
く従
厨
V
論
の
独自
な点

を
示
し
て
い
る
し
、
い
ま
き
わ
め
て
颪

烹

味
を
な
げ
か
け
て
い
る
と
み
な
け

れ
は
な
ら
な
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
一方
、
大
江
は
「文
掌
者
」

と
し
て
、
吉
本
の
い
う
よ
う
な
わ
だ
ち

を踏
ま
ざ
る
を
え
な
か
うだ
こ
と
も
事

築
であ
る
.
大
江
は
、
政
治
家
に
は
不

前
出
轡
(も
っと
深
く
絶
望
せ
よ
V
)

と
答え
ざる
をえ
な
い
。
だ
が
、
彼
が

こ
の
小脱
をか
いた
あ
と
、
は
っき
り

と
〈性
〉
を描
く
こ
と
が
【現
冥
生
活

の
二十
世
紀
後
半
タ
イ
ブ
の
う
わ
ず
み

を
か
き
た
て、
な
め
ら
か
な
衷
口
を
う

ち
くず
す
】も
の
とし
て
、
別
の
(存

在
V
へ
い
た
る
ため
のも
のと
し
て
、

つ
ま
り
〈
,9
冒

寓
o凶宕
〉
の回
復

の
た
め
の
武
器
と
し
て意
諏
し
た
の
だ

った
.
文
学
作
品
と
し
ては
お
そ
ら
く

『性
的
人
聞
」
(六十
三年
)以
降
の

も
の
が
、
そ
れ
で
あ
る。

(わ
れ
ら
の
時代
V
の尚
題
にも
ど

る
と
、
大
江
は
〈
停
滞
〉
の
状
況
に生

き
る
君
い
世
代
の
思
想
と
行
助
の絶
蟻

的
な
様
柑
を
描
い
た
。
彼
が
描
い
た
脊

年
の
三
つ
の
タ
イ
ブ
の
う
ち
(
不
幸
な

若
者
V
た
ち
に
象
徴
さ
れ
る
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
ス
キ
ア
ン
ダ
ラ
ス
な
享
楽

派
は
自
滅
さ
せ
た
が
、
〈民
学
閥
〉
の

コミ
ユ
ニス
ト
八
木
沢
と
、
「裸
の
体

に
じ
っ
とし
が
み
つか
れ
て
動
き
が
と

れ
な
い
、
やり
き
れ
な
いと
らわ
れ
の

奮

』
を
蕊
し
〈脱
出
〉
喬

う
ん

一で
い
る
主
人
公
靖男
のタ
イ
ブ
は
生
か

し
た
.

吉
本
は
、
「現
在
の
日
本
の情
況
の

な
か
で
は
、
現
笑
削
であ
ろ
う
とす
れ

ば
自
殺
の
檎
会
に
見
張
ら
れ
て
孤
立
し

た
行
為
の
自
由
を
ま
も
る
よ
り
ほ
か
な

い
し
、
希
望
的
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば

(永
久
不
発
V
の
敬
治
的
朽
動
に
身
を

ゆ
だ
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(前
出

轡
)
と
い
う
大
江
の
思
想
の
独
自
な
嵐

を
、
石
原
慎
太
郎
や
大
江
な
ど
の
岡世

代
の
文
学
賓
が
「戦
前
・戦
争
期
を
巨

大
な
隔
膜
の
む
こ
う
に
あ
る
過
去
と
か

ん
が
え
て
芸
術
的
な
行
動
の
う
ち
外
に

お
いて
い
る
」
と
の
対
比
さ
せ
た
の
だ

った
。
い
う
ま
で
も
な
く
詣
本
が
こ
の

文
章
で
い
いた
か
うた
こ
と
は
ど
の
世

代
とも
ち
が
った

『独
自
な
思
想
形

成
」
を遂
げ
て
いる
若
い
伐
代
の
忠
想

に
つ
い
であ
り
、
吉
本
た
ち
戦
争
慣
代

の
〈無
〉
か
ら
の歓
会
総
体
の
ヴ
イ
ジ

ヨ
ン
を
く
み
た
て
る思
想
営
為
と
魁
な

る
司
能性
を
、
こ
の世
代
の患
想
の
奈

辺
に
み
る
の
か、
と
い
う
こと
で
あ
っ

た
。
当醗
の
〈
停
滞
〉
の状
況
に
対
し

て
、
こ
の
政
治家
たち
の営
漏
は
、
き

わ
め
て
ラ
ジ
カ
ル
に
ぶ
っ
か
っ
て
い
っ

た
し
、
寮
保
闘
萌
を
最
も
よ
く
闘
か
い

ぬ
く
、
政
治
思
想
と
な
り
え
た
の
であ

　

る
.
け
れ
ど
安
保
闘
争
彼
の
学
生
運
動

累
が
、
こ
の
「思
想
」
を
継
承
し
た
と

し
ても
〈自
立
運
動
〉
か
ら
〈革
マ
ル

還
動
〉
の間
を
揺
れ
う
ご
き
、
退
廃
し

〈転
換
〉
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
は
なぜ
か
。
こ
れ
は
そ
の
ま

ま
若
い
世
代
の状
況
対
応
の
方
法
、
そ

れ
を
支え
て
い
た理
念
の固
題
へと
、

私
た
ち
を
つ
きす
す
ま
せ
ざ
る
を
え
な

い間
であ
る
.

脱
出
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

「性

」と

「敗
戦

体

験

」

(
わ
れ
ら
の
時代
V以
来
、
大
江
が

意
識
的
に
状
況
か
ら
の脱
出
と
い
う
課

題
を
選
択
し
て
き
た
こと
は
翻
め
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど、
そ
れ
に
は

ま
ず
状
況
を
ア
ク
チ
ユア
ル
に
把
え
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に生
き
る人
問
の

(若
い
世
代
の
)
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イプ

を
、
リ
ァ
リ
ス
チ
ク
に
描
き
つ
く
す
こ

と
が
必
要
だ
った
.
彼
は
〈
性
の
ノ
メ

ー
ジ
〉
で
、
す
べ
て
の
現
実
的
な行
勤

と
思
想
と
物
象
と
を
対
応
づ
け
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
閥
に

対
し
て
は
「大
江
が
性
的
な
行
助
の
実

体
に
よ
って
、
社
会
枇
判
を
お
こ
な
い

う
る
こ
と
を
、
思
想
と
し
て
悟
じ
て
い

た
か
ら
だ
と
は
思
え
な
い
。
大
江
の
性

的
晴
比
喰
に
は
、
類
推
と
対
応
づ
け
の

精
緻
さ
は
あ
る
が
、
思
想
と
し
て
の
自

己
主
張
は
な
い
の
だ
.
大
江
は
、
お
そ

馨

を
評
価
し
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
戦
後
派
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
八
木
沢
を
、

た
ん
な
る
希
望
的
な
る
も
の
健
康
な
る

も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
絶
望
的
に
希

望
的
な
る
二
猷
性
と
し
て
造
型
し
え
て

い
な
い
、
と
指
嫡
し
て
い
る
.
私
は
、

や
は
り
こ
の
⊥n本
の
こ
と
ぱ
に
同
意
し

た
く
思
う
。
安
保
闘
争
後
、
思
想
形
成

を
ま
ず
〈政
治
疹
加
〉
を
通
じ
て
、
は

じ
め
た
私
に
は
、
大
江
と
の
違
和
が
ど

う
し
て
も
こ
の
〈政
治
〉
への
関
り
よ

う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
拡
が
って
く
る

ので
あ
る
.

大
江
が
、
〈檸
浦
〉
を
踊
る
と
き
、

そ
れ
が
彼
が
少
年
時
に
お
け
る
敗
戦
体

験
と
、
民
主
主
親
教
青
の
体
験
と
の
対

比
で
いわ
れ
て
いる
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る。
彼
は
〈宏
大
な
共
生
感
〉
と
い

い
〈
央雄
の時
代
〉
と
い
い
〈主
椎
在

民
・戦
争
放
棄
の
輝
かし
い
ノ
メ
ー

ジ
〉
と
い
った
。
こ
の
いさ
きか
誇
張

蒋

え
る
こ
と
ば
は、
し
か
し
大江
を

規
足
す
る
根
本
的
な
モ
ラ
ル
で
あ
り、

彼
の
思
想
形
成
の
隊
が
す
べ
て
こ
のシ

ン
ポ
ル
に
収
れ
ん
す
る
こ
と
を
ホ
し
て

い
る
.
私た
ち
は
、
こ
の
大
江
の
敬
妙

な
思
想
の
原
形
に
行
き
つ
く
と
き
、
か

れ
の
状
況
認
戯
や
「敵
治思
想
」
を
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
.
そ
れ
が
あ
る

糊
の先
獣
性
と
し
て
の
煙
愈
に
癒
着
し

う
る
も
ので
あ
る
と
し
て
も
、
で
あ

る
。ー彼

が、
ア
ジ
ァ
・ア
フ
リ
カ
譜
国
の

民
族運
勘
の昂
鍋
に
〈宏
大
な
共
生

感
〉
が脈
う
つ
の
を醒
め
、
日
冷人
の

川鱒●

ら
く
、
著
い
世
代
の
序
浦
感
と内
閉
感

と
を
象
徴
さ
せ
る
た
め
に
、
性
的
な
暗

比
噛
が
、
も
っと
も
適
し
て
い
る
と
か

ん
が
え
た
に
す
ぎ
ま
い
一
(凸
本
隆明

}

§

唱わ
れ
ら
の
時
代
】
断八
五
九
年
作
品
【遷
れて
楽
た
胃
年
」
一九
六

二
年
作
晶
「見
る
肇
え
に
跡
べ
」
騨九
五
八
年
伽品
『個
人
的
体
験
し

一九
六
四
年
作
品

§

民
族
意
韻
を
な
げ
く
と
き
、
国
累
主
楢

や
民
族
車
閥の
亡
聾
を
指
摘
し
、
憲
法

の
じ
ゆ
う
り
ん
に
対
し
て
は
、
そ
の
擁

護
を
と
な
え
る
の
に
、
進
歩
的
リ
ベ
ラ

ル
な
鄭
分
を
見
る
、
と
い
った
ふ
分
け

の
作集
は
な
ん
の慧
昧
を
も
た
な
い
.

彼
が
、現
冥
をア
ク
チ
ユア
ル
に
み
つ

め
る、
と
い
う
と
き
かれ
の
鎮
体
験

が
、
状況
を謬
白
だた
せ
る
と
いう
意

味
で
は
、
効
果
を
も
った
が、
状
況
へ

の
酋
渋
は
決
し
て
〈
輝
か
し
いイ
メ
ー

ジ
〉
に
単
純
圓
帰
す
る
こ
と
によ
っ
て

は
、
敦
抜
し
λ
な
い
こ
と
を
、
は
っ
き

り
と
し
って
い
た
は
ず
で
あ
る
.
彼
が

安
保
圃
争
後
か
い
た
、
エ
ッ
セイ
の
つ

ぎ
の
一部
分
は
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
雌

治
への
視
点
の
笈化
と
い
う
意
駄
も
含

・め
て
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
.

そ
う
な
の
κ
、
ぼ
く
に
は
結
局
、
自

分
の
名
に
お
い
て
、
自
分
の
寅
任
に

お
い
て
、
安
保
闘
争
は
自
分
の
現
実

生
活
に
な
に
を
も
た
ら
し
た
か
を
か

た
る
ほ
か
な
い
。
日
本
の
難

は
、

と
い
う
よ
う
な
一般
的
総
括
は
や
は

り
敢
治
を
現
突
生
活
の
外
で
客
観
的

に
見
る
種
族
の
方
伝
だ
ろ
う
.
(中

略
)
自
分
の
文
学
的
圏
心
の
も
っと

も
本
質
的
な
モ
チ
ー
フ
は
強
権
に
碓

執
をか
も
す
志
だ
と
雑
え
る
の
で
あ

る
.
ぼく
は
小
説
の
形
で
、
あ
る
い

は
戯曲
の形
で
そ
れ
を
員
体
化
し
、

そ
れ
を現
笑
に
あ
ら
し
め
ね
ば
な
ら

な
い
。
ぼく
の現
突
生
活
に
と
って

そ
れ
は
す
で
に文
学
的
野
心
だ
と
い

う
べ
き
か
も
し
れ
な
い。
(
「厳粛

な
網
渡
り
」
所
収
(
強
権
に
確執
を

か
も
す
志
V
)

婁

…

蘇
難

難

の
固
執

つ
まり
彼
は
こ
こ
で
、
〈政
治
〉
を

抱括
した
状
況
そ
の
も
の
への
か
か
わ

り
と
い
う課
題
に
、
自
ら
の文
学
嘗
為

の
み
か
ら
到
煙し
よ
う
とし
は
じ
め
た

の
で
め
る
。
そ
れ
は文
学
作品
とし
て

は
、
(
鯉
れ
て
き
た
響年
V
を
か
いた

後
(性
的
人
間
V
に
到
っ
た
こ
と
と照

応
し
て
い
る
.

(錘
れ
て
き
た
青
年
V
は
「第
一

部
、
一九
四
五
年
夏
地
方
」
と
「第
二

秘
、
一九
五
.〈年
東
京
」
の
部
分
か
ら

な
って
い
る
。
第
一沸
に
は
大
江
の
槌

そ
ら
く
は
原
体
験
の
世
界
が
描
か
れ
て

いる
。
そ
こ
で
〈わ
た
し
〉
は
〈敗

戦
〉
を
〈於
戦
〉
と
し
か
受
け
と
ら
な

か
った
大
人
た
ち
の
時
代
精
神
に
、

〈終
る
は
ず
の
な
い
戦
争
〉
に
〈遅
れ

た
〉
少
年
が
抱
く
、
〈天
豊
の
子
〉
と

い
う原
理
を
訟
徹
す
る
こ
と
に
よ
って

やみ
く
も
の抵
抗
を
す
る
反
遊
児
で
あ

大

江

健

三

郎

氏

全
存
在
を
か
け
て
〈性
的
〉
に
状
況
に

関
わ
る
のだ
と
いう
自
立
の
冠
、昌に
ほ

か
なら
な
い
ので
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ

にお
い
て
〈性
的
〉
と
は
ど
の
よ
う
な

意
味
を
なす
こ
と
な
の
か。
披
は
こ
の

状
態
を
モ
ラ
ル
にお
い
て選
択
し
た
こ

と
は
う
た
が
い
な
い
.

五
十
九
年
当
時
か
ら
、
大
江
は
、
こ

の
モ
チ
ー
フ
を
拍
って
い
た
と
い
う
こ

は
で
き
る
。
し
か
し
(
わ
れ
ら
の
性
の

世
界
V
(「敢
粛
な
綱
わ
た
り
」町収
)

で
「現
代
の
く閻
を
一つ
の
偏
光
グ
ラ

ス
が政
治
的
人
間
の
ベ
ク
ト
ル
と
性
的

人
問
の
ベク
ト
ル
に
て
ら
し
だ
す
.

こ
の
二
つ
の
ベ
ク
ト
ル
が
岡
じ
内
容
を

も
つ
こ
と
は
あ
りえ
な
い
が
、
そ
れ
は

政
治
的
人
閻
と
性
的
人
問
と
が
あ
い
対

立
す
る
二
喪
素
と
し
て
現
代
の人
間
の

糟
神
と
肉
体
の
宇
宙
を
構
成
し
て
い
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
」
な
い、
と
い
っ
た

と
き
、
政
治
的
活
動
を
行
な
お
う
と
す

る
樹
年
が
、
ど
う
し
て
も
性
的
に
贈
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
文
学
作

品
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
った
の

で
あ
る
。
彼
は
、
のわ
た
し
〉
を
気
狂

いに
さ
せ
る
こ
と
で
、
作
品
を
終
ら
せ

ざ
る
を
え
な
か
った
.
そ
こ
で
〈性

的
〉
で
あ
る
と
は
、
い
ぜ
ん
逃
亡
者
の

イ
メ
ージ
て
し
かな
い
の
で
あ
る
.

(性
的
人
聞
V
(六
十
三
年
)
で
は

憲
諏
的
に、
性
の行
勤
が
、
社
会
枇
判

の
武
器
と
な
りう
るの
か
、
と
いう
課

題
が
設
定
され
て
いる
。
こ
こで
は

あ
ら
ゆ
る
常
識的
に想
像
の
可
能
な

〈
性
〉
の
営
み
が
描
か
れ
て
い
る
が、

彼
は
、
最
も
現
冥
的
に
社会
に敵
対
し

う
る
性
父
為
、
〈
一千万
人
の
他人
ど

も
が
」
を
敵
憲
の
服
で
見
つ
め
、
J
/

と
叫
び
た
て
る
よ
う
V
な
渠
在
の
至
福

感
、
恐
怖
感
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
痴

唄
の
そ
れ
に
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
.

し
か
し
、
大
江
は
こ
こ
で
決
定
的
に

〈現
実
〉
か
ら
飛
翔
せ
ざ
る
を
え
な
い

の
で
あ
る
.
な
ぜ
な
ら
〈更
在
の
至
福

感
〉
が
冥
感
さ
れ
た
人
間
は
再
び
、
次

の
金福
感
を
求
め
て
歩
み
だ
す
こ
と
を

は
じめ
ざる
を
え
な
いか
ら
だ
。
大
江

に
おけ
る
〈性
〉
とは
、
ζ
のよ
う
な

至
福
感
の
享受
そ
のも
のさ
え
、
阜
晩

絶望
的
な
自
己
欺
幽に
す
ぎ
な
い
も
の

と
な
る
。
そ
う
い
う
途
方
も
な
い
細
削

力
を
も
って
い
る
も
の
な
の
だ
.
大
江

は
こ
の
と
〈状
況
か
ら
の
脱
出
〉
と
い

う
こ
と
と
〈文
学
〉
と
は
そ
れ
に
ど
は

そ
れ
に
ど
う
か
か
わ
る
の
か
、
と
い
う

根
源
的
な
問
題
を
把
ん
だ
に
ち
が
い
な

い.

一.た
.
だ
が
一九
五
X
年
の
架
.鼠
と
そ

こ
に
生
き
る
人
間
は
、
徹
底
的
に
性
的

だ
.
つ
ま
り
呼
滞
と
無
力
感
の
イ
メ
ー

ジ
で
充
満
し
て
い
る
.
〈わ
た
し
V
は

政
治
的
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
つ
ま

り
状
況
を
掌
播
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
左
翼
か
ら
疎
外
さ
れ
、
ま
た
保

守
党
か
ら
も
離
れ
ざ
る
を
え
な
い
人
聞

とし
て描
かれ
て
いる
。
こ
こ
で
庄
目

す
べ
き
こ
とは
、
大
江
に
と
って
す
で

に
〈
左翼
〉
が状
況
を炎
き破
る
栄
光

を
に
な
った
も
の
とし
て
は全
く
鷲
え

ら
れ
て
い
な
い
、と
い
う
こ
と
だ
。板
は

当
為
と
し
て
状
況
へ
の
反逆
の
志を
抱

い
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
〈
左翼
〉
を

通
し
て
で
は
な
く
、
保
守
党
の
政
治家

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
か
も

し
れ
な
い
、
と
贈
え
た
の
だ
ろ
う
。
だ

が
〈わ
た
し
〉
は
決
定
的
に
き
わ
め
て

状
況
的
な
す
な
わ
ち
〈性
的
〉
な
人
聞

で
し
か
あ
り
え
な
か
った
。
彼
の
い
う

〈性
的
〉
〈政
治
的
〉
と
い
う
人
間
の

類
型
化
は
、
こ
こ
で
は
「快
楽
も
不
幸

も
感
じ
な
い
」
「鳥
み
た
い
な
男
」
だ

け
が
政
治
家
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
形

で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
政
治
家

に
た
いす
る
侮
蔑
的
な
解
釈
だ
と
い
う

よ
り
、
大
江
が
は
っき
り
と
、
ど
う
に

も
なら
な
い人
間
の資
質
に
か
か
わ
る

も
の
と
し
て
、政
治
家
の存
在
を
認
め

た
こ
と
はだ
ろ
う。
認
め
る
、
と
いう

こ
と
は
、
そ
れら
の人
間
は
い
ても
い

な
く
て
もよ
い
の
であ
っ
て
、自
分
は

　
「正
当
性
」
の
回
復

へ

「現
実
」か
ら
の
飛
翔

大
江
は
こ
れ
ま
で
、
畔
滞
の
状
況
と

脱
出
を
応
向
し
挫
折
み
て
い
く
胃
鉢

を、
きわ
め
て
夏
アリ
ス
チ
ク
に
描
き

出
す
こ
と
に成
功
し
てき
た
。そ
れ
だ

け
で
も今
ま
で
の
文学
君
が
吠し
て
な

し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。彼
ら
は

決
し
て
な
し
え
な
い
必
然性
に
裏づ
け

ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
大江
も

そ
れ
か
ら
自
由
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
。
大
江
の
こ
の
よ
う
な
状
況

を
か
い
く
ぐ
る
作
業
、
そ
れ
は
作
品
に

お
け
る
脱
出
と
挫
折
の
あ
ぐ
こ
と
な
い

描
写
と
、
や
は
り
つ
な
が
る
も
の
だ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
長
い
道
程
の
果
て

に
こ
の
間
麗
を
つ
か
ん
だ
と
き
、
大
江

の
意
識
を
と
ら
え
た
も
の
は
〈状
況
〉

と
いわ
れ
る
も
の
が
す
べ
て
相
対
性
の

な
か
に
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
であ
った
と
思
う
。
彼
は
な
ん
と
い

っ
ても
、
限
ら
れ
た
世
代
の
意
識
と
行

動し
か描
い
て
こな
か
った
し
、
そ
の

社会
枇
判
は
、
ど
こ
か
き
弱
で
あ
り
、

挫折
し
やす
いも
のな
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
〈
脱
出
〉
と
は
〈
一千
万

人
〉
を敵
に
まわ
す
こ
とで
し
かな
か

っ
た
。
だ
が
文
学
と
はお
そ
ら
く
、
世

界
そ
の
も
の
を
撃
つ普
遍
者
を創
造
す

る
営
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
も
の
であ

る
。
で
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
〈脱

一出
〉
と
は
根
源
的
に
何
を
識
る
こ
と
に

よ
って
得
ら
れ
る
こ
と
な
の
か
。
そ
れ

は
〈現
実
〉
一」の
も
の
を
描
く
こ
と
で

あ
って
も
、
現
実
を
深
く
か
い
く
ぐ
っ

て
い
く
こ
と
に
よ
って
。
〈な
に
か
〉

を
虚
無
の
生
間
に
創
り
だ
し
て
い
か
な

け
れ
ば
、
な
ら
な
いも
の
な
の
だ
ろ

う
。
現
実
そ
の
も
の
は
.
人
々
の
喜
怒

　

裏
楽
の
観
念
に
よ
って
ど
の
よ
う
に
も

変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈現
実
〉
の
底

に
う
ご
め
いて
い
る
も
の
は
何
か
。
そ

し
てそ
れ
を
問
題
に
し
、
変
窓
可
能
な

〈
な
に
か
〉を
創
り
だ
さ
な
け
れ
ば

〈
胆出
〉
は
あ
り
礼
な
いも
の
だ
ろ

う
。大

江
が
(
日宿
生
后
の冒
険
V
から

(
個
人
的
な
体
験
V
へ
と
同
か
った
め

は
、
こ
う
い
う
勘
を通
憩
した
後
の
こ

と
だ
。
,

(
個
人
的
な
体
験
V
で
〈性
〉
は
、

ひ
と
つ
の
美
と
な
り
え
て
い
る
。
そ
れ

は
価
値
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
と

に
、
人
間
の
存
在
の
根
拠
奪
ほ
り
あ
て

る
た
め
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
そ
な
え

た
、
い
ぜ
ん
と
し
た
武
器
で
も
あ
る
。

日
本
浪
曼
派
の
実
相

<最 新 刊>
P

本
書
の
出
現
は
戦
後
二

十
年
の
文
学
と
思
想
の

歴
史
観
の
上
に
必
ず
や

大
き
な
転
換
を
も
た
ら

す
で
あ
ろ
う

ー

　 　
みぬ　ビバゴヒロめのムのエむ大 東 塾 出

版 部
(懇 墜鶏 四〇播 不二縦 会へ)

 

橋

川

女

三

従
米
、
た
ん
に
文
掌
に
、
も
し
く

は
た
ん
に
政
治
に
と
ら
え
ら
れ
た

視
意
か
ら
は
、
決
し
て
理
解
す
る

こ
と
の
で
き
な
か
った
日
本
の
民

辰
派
文
学
遼
動
の
歴
史
と
意
味
と

を
知
る
た
め
に
は
、
こ
れ
は
ほ
と

ん
ど唯
一
の、
そ
し
て
最
後
の蟹

述
と
い
う
こ
と
に
な
るか
も
し
れ

な
い
。

竹

内

好

史
料
を
保
存
し
、
公
開
す
る
第
一

要
件
を
充
し
て
い
る
点
で
響
者
は

歴
史
家
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
紙
果

と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
と
歴
史
と

を
混
同
す
る
風
剛
に
批
判
を
加
へ

て
い
る
点
で
著
者
は
批
評
家
で
も

あ
り
ま
す
.

條
田

与
1
郁

こ
の
駒
代
の
こ
と
は
い
や
が
上
に

も
正
微
に
す
る
必
摂
が
あ
り
、
又

こ
の正
確
に
立
った
行
動
を
、
け

ふ
の我

が々
突
践
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
思
ひ
ます
。

林

房

雄

影
山正
治氏
が
戦
中戦
後
の思
想

と
文
芸
に
与
え
た
影
響
は改
め
て

評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
.

箸
者
紹
介

太
平
洋
戦
争
の
勇
頭
、
東
条
菖
柑

に
反
抗
し
て
投
獄
さ
れ
、
次
で
一

兵
と
し
て
大
陸
戦
線
え
但
い
や
ら

れ
た
民
族
派
の
闘
将
、
明
治
四
三

年
生
・国
学
院
人
学
に
学
ぷ
、
響

得
多
数
.

彼
は
、
個
人
の
現
実生
濡
の
な
か
の、

ひ
と
つ
の
体
験
の
異常
性
を
〈
性
〉
に

よ
って
つ
き
す
す
み
な
が
ら
掴
い
て
い

く
脳
ヘル
ニ
ァ
の
亦
ん
坊
が
生
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
じ
た
い
、
私
た
ち
が
き
わ

め
て
切
実
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
って
体
験
の

異
常
性
と
は
、
伺
々
の
現
実
生
溶
に
普

遍
に
は
ら
ま
か
れ
て
い
る
竈
件
で
あ
っ

て
も
よ
い
の
だ
。
私
潔
ち
は
、
そ
の
腰

常
の
感
寛
か
ら
、
堀
り
あ
て
る
と
い
う

のか
。
大
江
は
〈診9
げoロ自
o謬
o>
一

(正
軌性
)
の
回
復
な
の
だ
、
と
い

う
。そ
れ
を
彼
は
、
人
間
を
抹
求
す
る

こ
とに
ょ
っ
て虚
無
の
謡
間
に
位
跨
づ

け
よ
う
とし
て
い
る
ので
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
とは
、
ま
ぎ
れ
も
な
く

私

たち
が状
況
と
同
一化
し
た
意
識
を
持

っ
た
と
き
以
来、
迫
ま
ら
れ
て
い
る問

題
な
の
だ
。
お
わり
(甲
)

一
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シ
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す
・
著
者
が

餐
地
に
お
け
る
民族

解放

・
独
立

わ
か
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や
す
く
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膠

京
都
学派

の
総力

を結

集
し
、

従
来
の
史書

に
見
ら
れ
な
い
よ
り
高くより広い「全地球的」な視野から、人類の生誕より現代に至る百万年の歩みに、斬新な照明を与えた画期的な世界史

ー

、
、、欝

　

未知の世界をめざす

あたらしい分野の開発には,、常に

進歩と発展を望 む革新的意欲の若

いカがぜひ必要です。すなわち経

営,販 売,生 産そして研究に

古河電工 は創業以来80年,電 線,

銅,ア 〃ミの総合メーカーから今

日では原子力産業への進出をはじ

め,無 線工業,電 子工業,高 分子

化学,機 器部晶等の多角的発展を

つづけ,未 知の世界に向かって前

進 してゆきます。

10⑦億円 従巣員 ≡9,
年聞700億 円
日光,横 浜,尼 崎,ゴ
平塚,千 葉
東京贔川
ケーブル ・アンテナ
アルミ・.原子力燃料
半導体製晶
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