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〈
敗
戦
後
の
私
は
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
な
か
に
帰
っ
て
ゆ
く
ば
か
り

で
あ
る
。
私
は
戦
後
の
世
相
な
る
も
の
、
風
俗
な
る
も
の
を
信
じ
な
い
。

現
実
な
る
も
の
も
あ
る
い
は
信
じ
な
い
。
〉
（
「
哀
愁
」
一
九
四
七
）
な
ど

の
言
説
を
受
け
て
か
、
川
端
の
、
と
り
わ
け
戦
後
の
作
品
は
、
〈
現
実
な

る
も
の
〉
・
社
会
な
る
も
の
・
時
代
な
る
も
の
の
枠
外
で
論
じ
ら
れ
が
ち

で
あ
る
．
し
か
し
．
そ
れ
ば
か
り
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
１
．
優
れ
た
表

現
者
ほ
ど
、
自
ら
の
生
き
て
い
る
場
所
に
無
関
心
で
な
ど
い
ら
れ
な
い
、

と
私
は
考
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
正
、
昭
和
と
作
品
を
書
き
継
い
で
き

た
川
端
康
成
が
、
一
九
六
○
年
代
の
日
本
に
お
い
て
何
を
感
じ
、
何
を
表

現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
、

’
九
六
四
年
か
ら
一
九
六
八
年
に
か
け
て
断
続
発
表
さ
れ
た
「
た
ん
ぽ
ぽ
」

の
構
造
と
表
現
を
分
析
し
な
が
ら
、
作
品
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く

は
じ
め
に

川
端
康
成
、
そ
の
〃
政
治
〃
的
ま
な
ざ
し

「
た
ん
ぽ
ぽ
」
を
読
む
Ｉ

川
端
は
、
〃
新
感
覚
派
“
と
称
さ
れ
た
時
代
か
ら
戦
後
に
至
る
ま
で
、

多
く
の
作
品
に
〃
狂
気
“
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
精
神
病
院
が

プ
ロ
ッ
ト
上
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
作
品
も
幾
つ
か
あ
る
。
代
表

的
な
も
の
と
し
て
は
、
「
狂
っ
た
一
頁
」
（
一
九
二
六
）
、
「
針
と
硝
子
と
霧
」

（
’
九
一
一
一
○
）
、
「
母
の
読
め
る
」
（
’
九
三
九
）
、
「
川
の
あ
る
下
町
の
話
」

（
’
九
五
三
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
に
描
か
れ
る
精
神
病
院

は
、
そ
こ
に
〈
狂
人
〉
が
〃
閉
じ
込
め
〃
ら
れ
、
作
品
世
界
か
ら
追
放

さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
の
終
着
点
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
上
の
機
能
を
果
た
し
て

る
〃
常
識
〃
と
い
う
装
置
の
無
効
化
・
〃
世
界
〃
な
る
も
の
の
相
対
化
の

構
図
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
構
図
を
一
九
六
○
年
代
の
日
本

の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
時
、
〈
現
実
〉
・
社
会
・
時
代
へ
の
、
川
端
の

ま
な
ざ
し
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

Ｉ
〈
気
ち
が
ひ
病
院
〉
と
い
う
空
間

東

雲

力。

や
の
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端康成、その“政ＩｉｉＬ 的まなざし

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
お
け
る

〈
気
ち
が
ひ
病
院
〉
は
違
う
。
〈
病
院
〉
が
悲
劇
の
終
着
点
で
な
い
ば
か
り

か
、
む
し
ろ
出
発
点
で
あ
る
と
い
え
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、

「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
誰
か
を
〈
気
ち
が
ひ
病
院
〉

に
〃
閉
じ
込
め
診
る
行
為
で
も
、
誰
か
に
〃
閉
じ
込
め
“
ら
れ
る
悲
劇

で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
〃
閉
じ
込
め
〃
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
、
そ

の
根
拠
と
な
る
〃
常
識
〃
と
い
う
装
置
を
無
効
化
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る

姿
勢
な
の
で
あ
る
。

〈
気
ち
が
ひ
病
院
〉
へ
の
〈
入
院
〉
に
関
し
て
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て

冒
頭
で
〈
放
り
捨
て
た
〉
・
〈
閉
じ
こ
め
た
〉
（
〈
ほ
う
り
こ
む
〉
・
〈
隔
離
〉
）

な
ど
と
も
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
否
定
的
表
現
が
目
立
つ
。
ま
た
、
病

院
そ
の
も
の
が
、
久
野
に
よ
っ
て
〈
人
間
の
心
の
毒
素
が
沈
殿
し
て
、
沸

騰
し
て
い
る
淵
の
底
〉
と
位
置
付
け
ら
れ
、
く
そ
と
の
世
間
〉
と
の
差
別

化
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
〈
あ
い
つ
（
西
山
老
人
ｌ
引
用
者
注
）

は
、
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
る
か
、
死
刑
に
ざ
れ
る
か
の
か
は
り
に
、
気
ち

が
ひ
病
院
に
送
ら
れ
た
ん
で
せ
う
〉
、
〈
悪
人
と
狂
人
と
は
現
在
の
社
会
生

活
を
み
だ
す
と
い
ふ
だ
け
で
す
。
〉
な
ど
、
本
来
病
を
治
療
す
る
場
で
あ

る
病
院
が
、
〈
社
会
生
活
を
み
だ
す
〉
者
の
収
容
所
の
よ
う
に
描
か
れ
て

お
り
、
〈
狂
人
〉
と
犯
罪
者
と
が
同
質
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と

い
う
点
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
描
写
か
ら
は
、
か
っ
て
の
《
座
敷

牢
》
ま
で
は
い
か
ぬ
も
の
の
、
閉
鎖
的
・
差
別
的
空
間
と
し
て
の
〈
気
ち

が
ひ
病
院
〉
の
姿
が
想
起
さ
れ
る
。
〈
狂
人
〉
と
〈
犯
罪
者
〉
を
同
質
に

扱
う
感
覚
の
裏
に
は
、
〈
社
会
生
活
を
み
だ
す
〉
者
を
排
除
し
よ
う
と
す

る
治
安
維
持
（
Ⅱ
社
会
の
再
構
成
）
の
意
識
も
感
じ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
意

味
で
、
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
お
け
る
〈
気
ち
が
ひ
病
院
〉
は
、
〈
今
日
わ
れ
わ

れ
が
刑
務
所
や
感
化
院
や
精
神
病
院
や
精
神
分
析
医
院
へ
割
り
振
っ
て
い

る
人
々
を
：
：
：
ま
ち
が
い
な
く
効
果
的
に
ｌ
盲
め
っ
ぽ
う
だ
っ
た
だ
け

に
、
な
お
さ
ら
ま
ち
が
い
な
く
効
果
的
に
ｌ
中
性
的
な
も
の
と
し
て
扱

っ
た
》
（
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
狂
気
の
歴
史
ｌ
古
典
主
義
時
代
に
お

け
る
ｌ
』
田
村
俶
訳
／
新
潮
社
／
’
九
七
五
・
二
）
、
古
典
主
義
時
代
の

〈
監
禁
施
設
二
般
施
療
院
）
》
に
近
い
形
で
機
能
し
て
い
る
と
の
判
断
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
代
の
西
欧
に
お
い
て
、
三
股
施
療
院
へ
の
閉

じ
こ
め
に
は
医
学
的
な
価
値
は
全
く
な
い
》
（
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
グ
ロ

『
フ
ー
コ
ー
と
狂
気
』
菊
池
昌
実
訳
／
法
政
大
学
出
版
局
／
二
○
○
一
一
・

三
）
、
あ
る
の
は
た
だ
《
社
会
的
な
感
受
性
》
で
あ
っ
た
と
フ
ー
コ
ー
は

分
析
す
る
が
、
こ
の
《
社
会
的
な
感
受
性
》
と
い
う
も
の
は
〃
常
識
〃

と
い
う
言
葉
に
も
置
き
換
え
ら
れ
、
〃
権
力
〃
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
。さ
て
、
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
川
端
は
敢
え
て

前
時
代
的
〃
閉
じ
込
め
鯵
空
間
と
し
て
の
精
神
病
院
を
描
い
た
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
作
品
発
表
当
時
の
時
代
背
景
を

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
興
味
深
い
事
実
が
見
え
て
く
る
。

「
た
ん
ぽ
ぽ
」
の
連
載
が
開
始
さ
れ
た
一
九
六
○
年
代
半
ば
は
、
高
度

経
済
成
長
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
な
ど
に
よ
る
日
本
再
建
ム
ー
ド
の

中
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
高
揚
が
見
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
と
言
え
る
。

国
家
の
発
展
を
志
向
す
る
裏
側
で
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
社
会
的
弱
者
）
が

抑
圧
・
排
除
さ
れ
が
ち
な
空
気
が
蔓
延
し
て
い
た
。
実
際
、
’
九
六
四
年

三
月
に
起
こ
っ
た
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
大
使
刺
傷
事
件
を
契
機
に
、
社
会
生

活
を
脅
か
す
と
さ
れ
た
精
神
障
害
者
が
、
公
に
前
時
代
的
な
取
り
締
ま
り

（
Ⅱ
〃
閉
じ
込
め
し
の
対
象
と
さ
れ
た
事
実
が
あ
る
。
こ
の
騒
ぎ
の
中
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で
、
精
神
病
と
神
経
症
の
区
別
も
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
障
害
や
疾
患
を
も

つ
人
々
が
一
括
り
に
〃
異
常
者
〃
と
さ
れ
、
障
害
者
と
犯
罪
と
が
強
く

結
び
付
け
ら
れ
た
形
で
意
識
さ
れ
た
。
ま
た
、
急
激
な
経
済
発
展
の
中
で
、

《
資
本
主
義
価
値
生
産
性
》
が
低
い
と
見
微
さ
れ
た
人
々
が
、
《
合
理
性
》

と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
公
然
と
差
別
さ
れ
て
い
た
と
い
う
背
景
も
見

（
１
）

逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〃
狂
気
〃
と
〃
権
力
〃
の
問
題
を
考
え
る
際
、
先
に
も
引
い
た
フ
ー
コ

１
を
抜
き
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
処
女
作
『
狂

気
の
歴
史
ｌ
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
ｌ
』
が
最
初
に
フ
ラ
ン
ス
で
発
表

さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
○
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
大
変
興
味
深
い
こ

と
に
、
そ
の
時
期
に
《
奇
行
と
か
性
的
変
質
と
か
そ
の
他
一
連
の
現
象
》

を
〈
医
学
的
権
力
の
手
中
》
の
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
や
め
た
医
師

や
研
究
者
Ｉ
〃
狂
気
〃
な
る
も
の
を
、
社
会
権
力
亟
治
と
い
っ

た
関
係
性
の
中
で
捉
え
直
そ
う
と
し
た
人
々
ｌ
は
、
フ
ー
コ
ー
だ
け
で

は
な
か
っ
た
の
だ
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
は
サ
ス
と
ベ
ッ

テ
ル
ハ
イ
ム
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
レ
イ
ン
と
ク
ー
パ
ー
が
、
イ
タ
リ
ア
で

は
バ
ザ
ー
リ
ア
が
、
《
九
六
○
年
頃
か
ら
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
が
図
ら－３｝

ず
も
同
じ
方
向
で
研
究
を
進
め
る
と
い
っ
た
事
態
に
な
っ
た
》
と
い
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
々
と
似
通
っ
た
ま
な
ざ
し
を
持
っ
て
〃
狂
気
〃
を

描
い
た
作
品
と
し
て
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

作
家
・
川
端
康
成
を
そ
の
不
思
議
な
シ
ン
ク
ロ
ニ
シ
テ
ィ
の
輪
の
中
に

置
い
て
み
る
と
い
う
の
は
、
少
々
勇
み
足
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
会
長
を
務
め
て
い
た
川
端
の
眼
が
、

（
４
）

こ
の
時
期
、
世
界
の
側
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
一
」
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の

稲
子
が
患
う
〈
人
体
欠
視
症
〉
は
、
作
品
中
で
も
〈
め
づ
ら
し
い
御
病

気
〉
と
さ
れ
て
い
る
が
、
《
医
学
的
に
言
え
ば
人
体
欠
視
症
は
川
端
の
虚

構
で
、
脳
に
障
害
が
あ
る
と
き
視
野
の
半
分
が
見
え
な
く
な
る
半
盲
症
と

か
、
見
る
こ
と
は
で
き
て
も
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
で
き
な
い
失
認

症
と
い
う
類
似
の
病
気
は
あ
り
う
る
が
、
人
体
欠
視
症
そ
の
も
の
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
》
（
栗
原
雅
直
『
川
端
康
成
精
神
医
学
者
に
よ
る
作

品
分
析
」
中
央
公
論
社
／
一
九
八
二
・
四
）
と
の
先
行
論
考
に
も
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
病
自
体
、
架
空
の
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
も
し
も
稲
子
の
病

名
が
読
み
手
側
に
馴
染
み
の
深
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
中
で
規
定
さ
れ

る
稲
子
の
〈
狂
気
〉
を
、
読
み
手
側
か
ら
想
像
・
判
断
す
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
し
か
し
、
架
空
の
病
で
あ
る
と
い
う
時
点
で
、
読
み
手
側
か
ら
の

判
断
の
手
立
て
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
設
定
自
体
が
、
稲

四
年
後
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
【
エ
ミ
シ
団
シ
弓
シ
と
な
る
こ
と
を
考
え
て
も
、

「
た
ん
ぽ
ぽ
」
を
世
界
的
視
野
か
ら
眺
め
る
こ
と
は
必
要
か
つ
重
要
な
作

業
で
あ
る
は
ず
だ
。
優
れ
た
表
現
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
意
識
的
・
無

意
識
的
に
関
わ
ら
ず
、
そ
う
い
っ
た
シ
ン
ク
ロ
一
一
シ
テ
ィ
の
輪
の
中
に
身

を
置
く
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
川
端
が
〈
狂
気
〉
の

見
直
し
と
い
う
世
界
的
シ
ン
ク
ロ
一
一
シ
テ
ィ
の
輪
の
中
に
身
を
置
き
、
そ

の
場
所
か
ら
日
本
に
お
け
る
前
時
代
的
な
〃
閉
じ
込
め
〃
を
眺
め
て
い

た
と
考
え
る
時
、
〃
魔
界
〃
論
中
心
の
従
来
の
読
み
か
ら
大
き
く
は
み
出

す
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
作
品
の
主
軸
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

Ⅱ
稲
子
の
病
Ⅱ
〈
狂
気
〉
、
そ
の
〃
閉
じ
込
め
〃
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端康成、その“政治”的まなざし

こ
こ
で
、
〃
閉
じ
込
め
“
る
側
で
あ
る
二
人
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

い
の
ち

原
善
は
、
「
「
た
ん
ぽ
ぽ
』
序
説
’
’
’
’
一
口
葉
と
生
〈
叩
」
（
『
川
端
康
成
の
魔
界
」

有
精
堂
／
’
九
八
七
・
四
）
に
お
い
て
、
作
品
中
に
表
れ
る
《
言
葉
へ
の

子
の
〈
狂
気
〉
に
対
す
る
作
品
外
か
ら
の
読
者
の
客
観
的
・
理
性
的
な
判

断
を
遠
ざ
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

稲
子
の
病
に
関
し
て
は
、
羽
鳥
徹
哉
が
「
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
つ
い
て
」

Ｓ
川
端
文
学
の
世
界
３
そ
の
深
化
』
勉
誠
出
版
／
’
九
九
九
・
四
）
で

言
及
す
る
と
お
り
、
〃
閉
じ
込
め
〃
の
必
要
性
を
主
張
す
る
稲
子
の
母
の

発
言
自
体
、
症
状
に
つ
い
て
も
発
症
の
過
程
に
つ
い
て
も
《
つ
じ
つ
ま
が

合
わ
な
い
》
部
分
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
作
品
中
に
答
え
を
求
め
よ
う
と

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
稲
子
が
〃
閉
じ
込
め
〃
ら
れ
る
理
由
は
暖
昧
に
な
っ

て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
が
、
一
つ
だ
け
明
確
な
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
稲

子
が
母
や
久
野
と
〃
同
じ
珍
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
稲
子
は
、
母
や
久

野
に
と
っ
て
見
え
る
は
ず
で
あ
ろ
う
も
の
が
、
見
え
な
い
。
そ
し
て
久
野

に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
〈
虹
〉
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、
見
え
な
い
は
ず
の
も

の
が
見
え
る
。
つ
ま
り
、
〈
わ
た
し
た
ち
〉
と
同
じ
世
界
を
共
有
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
稲
子
へ
の
恐
怖
に
つ
な
が
り
、
稲
子
Ⅱ
〈
気
ち
が

ひ
〉
と
い
う
構
図
を
仕
立
て
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

心
理
は
、
稲
子
の
母
が
繰
り
返
す
〈
お
そ
ろ
し
さ
〉
と
い
う
言
葉
に
凝
縮

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
見
え
る
は
ず
の
も
の
が
見
え
な
い
稲
子

は
、
母
の
理
解
を
超
え
た
く
お
そ
ろ
し
い
〉
存
在
な
の
だ
。
〈
わ
た
し
た

ち
〉
と
同
じ
〃
常
識
“
を
共
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
彼

ら
が
稲
子
を
〃
閉
じ
込
め
〃
る
に
至
っ
た
唯
一
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。

不
信
》
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
し
た
上
で
、
久
野
の
ま
な
ざ
し
に
つ
い

て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
久
野
の
、
〈
悪
人
と
狂
人
は
、
人
間
の

現
在
の
社
会
生
活
を
み
だ
す
と
い
ふ
だ
け
で
す
。
悪
人
や
狂
人
が
、
後
の

世
に
尊
ば
れ
た
例
は
、
数
へ
き
れ
な
い
の
を
、
歴
史
が
あ
か
し
て
ゐ
ま
す
。
〉

と
の
一
一
一
一
口
葉
に
は
、
《
善
ｌ
悪
、
正
気
ｌ
狂
気
の
二
元
論
的
価
値
観
そ
れ
自

体
を
、
そ
れ
を
強
い
る
社
会
・
文
化
の
表
層
性
・
虚
妄
性
を
暴
く
形
で
、

否
定
す
る
》
姿
勢
が
見
ら
れ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
、
〈
二
元
論
を
作
り
だ

す
世
俗
的
な
善
悪
の
道
徳
を
超
え
た
高
次
の
融
合
の
地
平
を
志
向
す
る
態

度
》
が
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
考
察
で
あ
り
、
「
た
ん
ぽ
ぽ
」

に
お
い
て
〈
根
元
の
生
命
〉
の
解
放
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
原
の
論

は
、
数
々
の
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
論
の
中
で
も
卓
抜
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

し
か
し
、
《
高
次
の
融
合
の
地
平
を
志
向
す
る
態
度
》
を
久
野
の
も
の

と
し
て
考
え
る
と
、
不
都
合
な
点
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
、

先
の
引
用
部
分
の
セ
リ
フ
を
始
め
と
し
た
久
野
の
発
言
に
は
、
一
般
的
な

枠
組
み
に
囚
わ
れ
ず
物
事
の
本
質
を
見
抜
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
感
じ
ら
れ

る
。
だ
が
、
そ
れ
を
久
野
の
ま
な
ざ
し
と
す
る
と
、
〈
毒
素
〉
〈
気
ち
が
ひ

色
〉
〈
尋
常
と
は
ち
が
ふ
〉
な
ど
と
〈
狂
人
〉
へ
の
強
烈
な
差
別
表
現
を

繰
り
返
す
久
野
に
つ
い
て
、
説
明
を
つ
け
に
く
い
。
た
と
え
、
久
野
個
人

の
レ
ベ
ル
で
《
高
次
の
融
合
》
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
久
野
が

《
抑
圧
さ
れ
て
い
る
も
の
》
（
原
・
同
前
）
Ⅱ
解
放
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
認
識
し
て
い
る
の
は
愛
す
る
稲
子
の
み
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
〃
閉
じ

こ
め
〃
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
他
の
〈
気
ち
が
ひ
〉
た
ち
へ
の
配
慮
は
全
く

な
い
。
彼
ら
の
個
性
は
全
く
考
慮
さ
れ
ず
、
〈
気
ち
が
ひ
色
〉
〈
気
ち
が
ひ

の
古
垢
の
体
臭
の
女
た
ち
〉
な
ど
と
一
括
り
に
、
侮
蔑
的
に
表
現
さ
れ
る
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ば
か
り
な
の
だ
か
ら
。

そ
こ
で
、
久
野
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
〈
見
え
な
い
〉
と
い
う
表
現

に
注
目
し
て
み
た
い
。
〈
病
院
の
丘
は
見
え
る
が
、
稲
子
さ
ん
は
見
え
な

１
○

し
…
・
・
・
僕
は
病
院
に
も
ど
っ
て
確
め
て
来
た
い
。
〉
、
〈
そ
こ
に
存
在
す

る
も
の
が
見
え
な
い
と
い
ふ
の
が
、
僕
は
こ
の
ご
ろ
こ
は
く
な
っ
ち
ゃ
っ

て
。
〉
と
い
う
セ
リ
フ
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
久
野
の
不
安
は
稲
子

が
〈
見
え
な
い
〉
と
い
う
状
況
に
立
脚
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
久

野
に
稲
子
を
〈
見
え
な
〉
く
さ
せ
て
い
る
も
の
は
、
物
理
的
な
条
件
の
み

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
〈
見
え
な
い
〉
と
い
う
状
況
は
、
お
そ
ら

く
、
久
野
の
〈
狂
人
〉
に
対
す
る
蔑
視
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま

り
、
〈
狂
人
〉
と
共
に
〃
閉
じ
こ
め
“
ら
れ
て
い
る
稲
子
を
見
た
く
な
い

（
５
〉

と
い
う
、
防
衛
機
制
と
し
て
の
〃
否
認
〃
か
ら
、
久
野
は
稲
子
が
〈
見
え

な
〉
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
久
野
は
稲
子
の
病
に
関
し
て
〈
人
体
欠

視
症
な
ん
て
、
自
分
の
あ
る
部
分
を
見
ま
い
と
す
る
、
愛
す
る
人
の
あ
る

部
分
を
見
ま
い
と
す
る
、
人
生
の
あ
る
部
分
を
見
ま
い
と
す
る
、
さ
う
い

ふ
病
気
ぢ
や
な
い
ん
で
せ
う
か
。
心
の
深
く
傷
つ
い
た
と
こ
ろ
が
、
盲
ひ

に
な
っ
て
ゐ
る
ん
ぢ
や
な
い
で
せ
う
か
。
〉
と
い
う
考
察
を
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
稲
子
の
〈
あ
る
部
分
〉
、
つ
ま
り
〈
狂
気
〉
を
〈
見
ま
い
〉
と
す

る
久
野
自
身
の
〈
欠
視
〉
に
反
転
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
久
野
の
、

〈
見
ま
い
〉
（
Ⅱ
〈
見
え
な
い
〉
）
と
い
う
表
現
の
裏
側
に
は
、
稲
子
の
〈
狂

気
〉
を
〃
否
認
〃
す
る
こ
と
で
自
分
た
ち
と
同
じ
世
界
の
〃
常
識
〃
の
中

に
〃
閉
じ
込
め
〃
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
久
野
が
〈
気
ち
が
ひ

病
院
〉
か
ら
稲
子
を
〈
と
り
も
ど
〉
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
｜
見
稲
子
の

解
放
を
意
味
す
る
よ
う
だ
が
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
稲
子
の
〃
異
常
〃

を
抑
圧
し
、
〃
正
常
〃
だ
と
錯
覚
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

フ（》。｜
方
、
稲
子
の
母
の
立
場
は
幾
分
判
り
や
す
い
も
の
で
、
〈
今
の
う
ち

に
治
し
て
お
か
な
け
れ
ば
ね
と
、
こ
ん
こ
ん
と
説
き
伏
せ
〉
、
稲
子
の
〃
異

常
〃
を
〈
た
だ
治
す
た
め
〉
に
入
院
を
強
硬
に
勧
め
た
、
〃
閉
じ
込
め
〃

の
首
謀
者
と
言
え
る
。
母
は
、
〈
私
た
ち
〉
と
同
じ
も
の
を
見
な
い
稲
子

を
〃
異
常
〃
と
し
、
〈
お
そ
ろ
し
さ
〉
を
感
じ
る
。
〈
治
す
〉
こ
と
Ⅱ
〃
正

常
〃
に
な
る
こ
と
が
稲
子
の
幸
せ
だ
と
信
じ
て
疑
わ
ず
、
そ
れ
が
く
母
親

の
心
情
〉
だ
と
主
張
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
母
が
敢
行
す
る
〃
閉
じ
込

め
〃
は
、
〃
排
除
〃
を
経
由
し
た
〃
統
合
〃
へ
の
志
向
の
表
れ
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
稲
子
の
〃
異
常
〃
を
〃
否
認
〃
す
る
久
野
と
、
〃
統
合
〃
を

試
み
る
稲
子
の
母
。
形
こ
そ
違
え
ど
、
二
人
は
共
犯
関
係
に
あ
る
と
私
は

考
え
る
。
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
強
い
愛
情
か
ら
稲
子
を
〃
閉
じ
込
め
〃
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
〈
私
た
ち
〉
に
見
え
る
も
の
が
見
え
な
い

者
Ⅱ
〃
常
識
“
を
共
有
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
抑
圧
に
他
な
ら
な
い
。

ま
た
、
抑
圧
の
構
造
を
考
察
す
る
上
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
鐘
の
存

在
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
鐘
の
音
に
関
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
〈
隔
離
〉

さ
れ
た
世
界
の
存
在
か
ら
の
音
Ⅱ
〈
声
〉
が
、
悉
く
、
く
そ
と
の
世
間
〉

の
人
間
に
よ
っ
て
窓
意
的
な
意
味
を
持
た
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

稲
子
の
身
体
が
作
品
世
界
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
そ
の

〈
感
情
の
声
〉
の
真
意
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
稲
子
の

〈
感
情
の
声
〉
を
〈
自
分
の
感
情
〉
で
意
味
付
け
る
こ
と
と
、
個
性
を
一

括
り
に
し
て
単
な
る
〈
時
の
鐘
〉
と
聞
く
こ
と
の
間
に
、
何
か
差
異
は
あ

る
だ
ろ
う
か
。
両
方
と
も
、
〃
閉
じ
込
め
〃
た
者
た
ち
の
合
理
化
に
す
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
で
も
、
お
母
さ
ん
、
つ
い
今
し
が
た
の
鐘
の
声
は
も
う
消
え
て
し
ま

9２

Hosei University Repository



端康成、その“政治”的まなざし
っ
て
ゐ
ま
す
ね
。
人
間
の
耳
を
い
く
ら
澄
ま
せ
て
み
た
っ
て
、
も
う
聞
え

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
の
耳
が
悪
い
か
ら
ぢ
や
な

い
ん
で
せ
う
か
。
〉
と
の
会
話
が
取
り
交
わ
さ
れ
る
九
時
の
鐘
に
お
い
て

は
、
音
Ⅱ
〈
声
〉
そ
の
も
の
の
実
在
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一

見
、
〃
閉
じ
込
め
〃
る
側
の
理
性
の
危
う
さ
を
告
発
す
る
姿
勢
に
も
見
え

る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
は
く
そ
と
の
世
間
〉
Ⅱ
〃
閉
じ
込
め
〃
る
者
の

感
覚
に
〃
閉
じ
込
め
〃
ら
れ
た
者
の
〈
声
〉
の
実
在
そ
の
も
の
が
委
ね

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
明
ら
か
に
〃
閉
じ
込
め
⑫
る
側

か
ら
の
抑
圧
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
常
光
寺
の
鐘
は
時
を
報
せ
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
空
間
的
に
も
同
じ
〃
世

界
⑫
に
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
く
気
ち
が
ひ
病
院
〉
の
壁
に
隔
て
ら
れ
た
内
と
外
と
を
同

じ
〃
世
界
〃
の
中
に
つ
な
ぐ
媒
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
内
と
外
と

の
絶
対
的
な
距
離
や
異
質
性
に
対
す
る
意
識
を
助
長
す
る
響
き
で
も
あ
る

の
だ
。
久
野
や
稲
子
の
母
が
、
愛
す
る
稲
子
の
実
在
を
〈
自
分
の
感
情
〉

の
中
に
収
め
て
し
ま
お
う
と
す
る
裏
側
に
は
、
自
分
た
ち
自
身
が
作
り
出

し
た
稲
子
と
の
距
離
を
縮
め
た
い
と
い
う
思
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
〃
否
認
〃
や
〃
統
合
〃
を
前
提
と
し
た
一
方
的

な
欲
望
で
あ
る
限
り
、
そ
の
愛
情
は
皮
肉
に
も
稲
子
を
抑
圧
し
続
け
、
両

者
の
間
に
更
な
る
距
離
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

久
野
や
稲
子
の
母
の
抑
圧
が
愛
情
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
Ⅱ

で
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
同
様
に
二
人
の
愛
情
を
示
し
出
す
、
〈
肌
ざ
は

Ⅲ
〈
肌
ざ
は
、
〉
へ
の
希
求

久
野
は
〃
異
常
紗
を
〃
否
認
〃
す
る
こ
と
で
、
母
は
〃
異
常
”
を

〈
治
す
〉
こ
と
で
ｌ
形
こ
そ
違
え
ど
、
稲
子
を
〈
気
ち
が
ひ
〉
と
い

う
レ
ッ
テ
ル
か
ら
《
解
放
》
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
二
人
は
共
通
し
て

い
る
。
先
に
詳
述
し
た
と
お
り
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
稲
子
の
《
実
在
》
を

《
解
放
》
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
二
人
が
稲
子
に
並
々
な
ら
ぬ

愛
情
を
注
い
で
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
情
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
〈
肌
ざ

は
り
〉
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
母
は
〈
乳
飲
み
子
〉
か
ら
育
て
た
娘

と
し
て
、
久
野
は
〈
き
れ
い
な
肌
〉
の
恋
人
と
し
て
、
今
こ
こ
に
い
な
い

〈
稲
子
の
美
し
い
裸
身
〉
を
、
そ
の
〈
肌
ざ
は
り
〉
を
思
い
起
こ
す
。
そ

れ
は
く
気
ち
が
ひ
〉
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
個
性
を
奪
わ
れ
、
抽
象
化
さ

り
〉
へ
の
希
求
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
わ
た
し
す
っ
か
り
忘
れ
て
ゐ
て
、
今
、
お
湯
に
は
い
っ
て
か
ら
恩

ひ
出
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
今
日
家
を
出
る
前
に
、
稲
子
と
二
人
で

う
ち
の
お
風
呂
に
は
い
っ
た
ん
で
す
よ
。
…
…
」
と
言
っ
て
笑
ふ
う

ち
に
、
そ
の
稲
子
の
肌
の
手
ざ
は
り
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
乳

飲
み
子
の
稲
子
の
肌
ざ
は
り
ま
で
が
、
母
の
手
に
感
じ
ら
れ
て
来

た
。
／
母
が
稲
子
の
か
ら
だ
を
洗
っ
て
や
っ
た
と
聞
く
と
、
久
野
も

稲
子
の
肌
ざ
は
り
が
感
じ
ら
れ
た
。
母
と
恋
人
と
で
は
、
も
ち
ろ
ん

そ
の
感
じ
方
は
ち
が
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
、
稲
子
の
母
も
久
野
も
稲

子
の
肌
ざ
は
り
を
感
じ
て
い
る
な
ど
と
は
、
顔
色
に
出
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
お
た
が
ひ
に
相
手
も
稲
子
の
肌
ざ
は
り
を
感
じ
て
ゐ
る

と
思
っ
て
み
は
し
な
か
っ
た
。
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稲
子
の
病
は
医
学
的
に
〈
明
ら
か
な
答
へ
〉
を
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

症
状
す
ら
判
然
と
し
な
い
、
文
字
ど
お
り
の
奇
病
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

稲
子
を
〃
異
常
〃
と
す
る
根
拠
は
医
学
に
は
な
く
、
た
だ
〈
私
た
ち
〉

れ
た
稲
子
の
、
た
っ
た
一
つ
の
確
か
な
《
実
在
》
の
証
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
、
肌
と
肌
と
の
触
れ
合
い
と
い
う
極
め
て
親
密
な
か
か
わ
り
合
い
を

持
つ
者
た
ち
に
だ
け
可
能
に
な
る
、
《
実
在
》
の
認
識
で
あ
る
。
稲
子
の

母
が
言
う
〈
絶
対
の
身
方
〉
と
は
〈
道
徳
的
の
批
判
、
人
格
的
の
批
判
〉

を
一
蹴
し
、
無
条
件
の
愛
情
、
信
頼
を
示
す
人
間
を
指
す
が
、
実
は
そ
の

よ
う
な
愛
情
を
実
現
す
る
も
の
こ
そ
が
、
肌
と
肌
と
の
親
密
な
触
れ
合
い

な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
母
は
〈
久
野
さ
ん
、
あ
な
た
は

稲
子
を
、
ど
ん
な
風
に
お
愛
し
な
さ
っ
た
の
？
〉
な
ど
と
聞
き
、
〈
稲
子

は
足
の
冷
た
い
子
で
せ
う
〉
な
ど
と
言
う
の
だ
ろ
う
。

久
野
と
稲
子
の
母
は
、
紛
れ
も
な
い
強
い
愛
情
か
ら
稲
子
を
《
解
放
》

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
皮
肉
に
も
そ
の
愛
情
が
、
稲
子
を
ま

た
〃
閉
じ
込
め
〃
て
ゆ
く
。
二
人
は
自
ら
の
愛
を
貫
こ
う
と
す
る
あ
ま

り
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
気
付
い
て
い
な
い
。
た
だ
稲
子
の
《
実
在
》

を
無
意
識
の
う
ち
に
稲
子
の
身
体
に
な
ぞ
ら
え
、
親
密
性
の
表
れ
と
し
て

そ
の
〈
肌
ざ
は
り
〉
を
思
い
起
こ
す
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
稲
子
の
美
し

い
身
体
は
〈
言
葉
の
彼
方
〉
の
〈
根
元
の
生
命
〉
を
象
徴
す
る
働
き
を
担

っ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
〈
気
ち
が
ひ
色
〉
の
肌
の
女
た
ち
と
の
入
浴
シ

ー
ン
の
想
像
は
、
読
み
手
に
た
だ
な
ら
ぬ
リ
ア
リ
テ
ィ
を
呈
出
す
る
の
で

あ
ろ
う
。Ⅳ
〃
常
識
〃
の
揺
ら
ぎ

と
同
じ
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
、
規
範
と
し
て
の
〃
常
識
〃
の
中
に

の
み
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
〃
常
識
〃
と
い
う
装
置
に
よ
っ

て
、
稲
子
は
〈
気
ち
が
ひ
〉
と
い
う
言
葉
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま

っ
た
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
〈
人
体
欠
視
症
〉
と
い
う
病
は
、
一
つ
の
隠

楡
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
〃
常
識
〃
と
い
う
も

の
自
体
が
確
立
し
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
な
ら
、
｜
体
誰
が
〃
閉
じ
込

め
診
る
者
と
〃
閉
じ
込
め
〃
ら
れ
る
者
を
区
別
で
き
る
と
一
一
一
一
口
う
の
だ
ろ

う
１
．

こ
こ
で
の
〃
常
識
〃
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
、
田
口
茂
の
言
う

〈
事
件
遭
遇
》
（
「
『
た
ん
ぽ
ぽ
』
老
」
「
解
釈
」
／
一
九
七
九
・
四
）
で
あ

る
。
《
事
件
遭
遇
》
と
は
、
①
久
野
が
「
白
い
鼠
を
見
た
」
と
い
う
こ
と
、

②
稲
子
の
母
が
「
木
が
涙
を
流
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
③
稲
子
の
母

が
「
た
ん
ぽ
ぽ
の
よ
う
な
少
年
に
出
会
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
④
稲
子
の

父
・
木
崎
正
之
が
日
本
軍
降
伏
後
山
を
坊
復
し
た
後
、
妖
精
の
よ
う
な
少

女
に
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
を
指
す
。
田
口
の
興
味
は
③
。
④
に
見
ら

れ
る
〈
妖
精
〉
と
い
う
言
葉
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
検
討

し
た
い
の
は
、
主
に
作
品
内
の
時
間
で
起
こ
る
、
①
か
ら
③
の
《
事
件
》

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
が
、
本
来
〃
常
識
〃
的
Ⅱ
理
性
的
人

間
で
あ
る
べ
き
〃
閉
じ
込
め
〃
る
側
の
二
人
が
繰
り
返
し
自
分
た
ち

の
〃
常
識
鯵
を
疑
う
、
と
い
う
場
面
に
結
び
付
い
て
ゆ
く
か
ら
で
あ
る
。

①
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
〈
頭
が
を
か
し
い
の
か
な
。
〉
と
の
久
野
の
肱
き

を
招
き
、
③
は
く
稲
子
の
母
の
頭
も
、
稲
子
の
頭
の
尋
常
で
な
い
の
と
お

な
じ
く
、
ど
こ
か
尋
常
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
と
疑
っ
た
。
〉
と

の
久
野
の
心
内
語
に
つ
な
が
る
。
そ
の
他
の
場
面
で
も
、
〈
わ
た
し
、
疲

れ
過
ぎ
て
ゐ
て
、
頭
が
を
か
し
い
か
ら
言
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
〉
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端康成、その“政治”的まなざし
〈
頭
が
を
か
し
ぐ
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、
僕
の
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
〉
な
ど
、

自
分
自
身
や
相
手
の
正
気
や
理
性
を
疑
う
発
言
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
、
〈
狂
気
〉
を
判
断
す
る
側
Ⅱ
〃
閉
じ
込
め
〃
る
側
の
〈
正
気
〉
・

理
性
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
大
き
な
問
題
を
示
し
出
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
品
内
の
〃
常
識
〃
の
危
う
さ
を
意
味

し
、
〃
常
識
〃
を
根
拠
に
敢
行
さ
れ
た
〃
閉
じ
込
め
〃
の
不
当
性
に
対
す

る
、
告
発
に
も
な
り
得
る
の
だ
。
二
対
一
で
か
ろ
う
じ
て
成
立
し
て
い
た

今
多
数
者
正
常
の
原
則
」
》
（
木
村
敏
『
異
常
の
構
造
」
講
談
社
現
代
新

書
／
一
九
七
三
・
九
）
も
、
こ
こ
で
は
も
う
成
立
し
得
な
い
。

〃
常
識
〃
の
揺
ら
ぎ
と
い
う
点
で
さ
ら
に
象
徴
的
な
の
は
、
作
品
の
終

局
、
久
野
の
〈
ぼ
ん
や
り
し
た
目
の
な
か
に
、
桃
色
の
弓
形
が
虹
の
や
う

に
あ
ら
は
れ
〉
る
部
分
で
あ
る
。
〈
私
た
ち
〉
と
同
じ
も
の
が
見
え
な
い

と
い
う
こ
と
が
稲
子
の
〃
異
常
〃
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
私
た
ち
〉

に
見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
の
認
識
に
結
び
付
く
は

ず
で
あ
ろ
う
。
作
品
中
で
も
、
〈
な
い
も
の
が
見
え
た
〉
こ
と
は
〈
新
し

い
病
ひ
〉
・
〈
蔓
へ
〉
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
久
野
自
身
が
〈
桃
色

の
虹
〉
を
見
る
と
い
う
こ
と
ｌ
ｌ
、
そ
れ
は
〃
常
識
ｌ
非
常
識
〃
と
い

う
対
概
念
の
無
効
性
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
め
づ
ら
し
い

人
」
二
九
六
四
）
に
お
い
て
娘
が
自
分
自
身
へ
の
〈
疑
ひ
〉
を
抱
い
た

よ
う
に
、
「
弓
浦
市
」
二
九
五
八
）
に
お
い
て
香
住
が
〈
自
分
の
頭
も
を

か
し
い
と
恩
は
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
〉
よ
う
に
、
〃
た
っ
た
一
つ

の
確
実
な
世
界
“
を
自
明
の
も
の
と
せ
ず
、
常
に
そ
れ
を
相
対
化
す
る

ま
な
ざ
し
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
川
端
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
作
品
に
お
け

る
核
も
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
。
〃
世
界
〃
の
相
対
化
と
い
う
試
み
が
、

こ
こ
に
確
か
に
あ
る
。

そ
の
〃
世
界
〃
の
相
対
化
と
い
う
試
み
こ
そ
が
、
川
端
と
い
う
作
家

の
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
を
示
し
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ｌ
、
私
は

こ
う
考
え
て
い
る
。
川
端
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
米
大
使
刺
傷
事
件
を
き
っ

か
け
に
し
て
大
手
を
振
り
始
め
た
、
〃
常
識
鯵
の
《
絶
対
的
妥
当
性
》

を
盾
に
個
人
を
踏
み
に
じ
る
社
会
の
危
う
さ
を
、
〈
生
田
町
〉
の
〈
気
ち

が
ひ
病
院
〉
と
い
う
極
め
て
虚
構
的
な
空
間
を
描
く
こ
と
で
暴
き
出
そ
う

と
し
た
の
だ
。
こ
の
意
味
で
、
稲
子
を
〃
閉
じ
込
め
〃
て
い
る
母
や
久

野
の
〃
常
識
妙
が
繰
り
返
し
否
定
さ
れ
、
読
み
手
の
〃
常
識
〃
ま
で
も

を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
は
、
非
常
に
〃
政
治
〃
的
な
作

品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
お
け
る
〃
政
治
〃
性
と
い
っ
た
も
の
は
、

こ
れ
ま
で
一
切
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
発
表
当
時
の
日
本
に
お

い
て
、
フ
ー
コ
ー
ら
と
共
に
川
端
が
立
っ
て
い
た
場
所
か
ら
は
ま
だ
程
遠

い
と
こ
ろ
で
〃
政
治
妙
な
る
も
の
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
。

「
現
代
思
想
」
’
九
八
六
年
八
月
号
の
特
集
は
、
「
〈
政
治
〉
の
発
見
」

で
あ
る
。
《
発
見
》
と
い
う
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け

る
〃
政
治
〃
概
念
は
、
七
十
年
代
後
半
か
ら
八
十
年
代
に
か
け
て
の
時

期
に
転
換
を
遂
げ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
転
換
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
端
的
に
述

べ
れ
ば
、
可
視
／
不
可
視
、
意
識
／
無
意
識
、
と
い
っ
た
具
合
に
な
ろ
う

か
。
同
誌
で
《
私
た
ち
の
無
意
識
の
な
か
に
根
を
は
》
る
不
可
視
的

な
〃
政
治
〃
に
つ
い
て
論
じ
た
宇
野
邦
一
（
。
九
八
六
年
の
政
治
ゲ
ー

ム
、
言
語
ゲ
ー
ム
、
あ
る
い
は
死
の
メ
ニ
ュ
ー
」
）
も
、
対
談
を
し
て
い

る
今
村
仁
司
と
多
木
浩
一
二
「
理
性
と
欲
望
の
政
治
学
か
く
れ
た
政
治

を
読
む
た
め
に
」
）
も
、
〃
政
治
〃
概
念
を
不
可
視
的
で
無
意
識
的
な
も

の
の
中
で
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
可
視
的
な
も
の
Ｔ

政
府
・
法
律
な
ど
）
が
〃
政
治
〃
た
り
え
な
く
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
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の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
転
換
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
拡
大
と
言
っ
た
方
が

よ
い
か
も
し
れ
ず
、
不
可
視
的
な
〃
政
治
傘
や
〃
権
力
関
係
傘
が
《
私

た
ち
の
身
体
や
、
言
葉
や
、
観
念
や
、
移
動
や
、
関
係
に
、
網
の
目
の
よ

う
に
隈
な
く
い
き
わ
た
っ
た
》
現
実
を
認
識
し
、
問
い
、
発
言
す
る
人
間

が
多
く
な
っ
た
こ
と
で
、
〃
政
治
〃
概
念
の
意
味
や
意
義
が
大
き
く
広
が

っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
〃
政
治
〃

を
哲
学
的
観
点
か
ら
考
え
る
と
い
う
行
為
が
、
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な

く
６
〉

っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

私
が
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
に
見
る
〃
政
治
〃
と
は
、
日
常
生
活
の
中
に
常

に
在
り
続
け
る
、
無
意
識
的
・
不
可
視
的
な
も
の
を
指
す
。
さ
ら
に
正
確

に
言
え
ば
、
正
常
‐
ｌ
異
常
の
間
に
、
無
意
識
の
内
に
、
し
か
し
な
が
ら
確

実
に
ラ
イ
ン
を
引
い
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
〃
常
識
と
い
う
権
力
〃
の

こ
と
で
あ
る
。
自
ら
も
生
涯
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
意
識
を
抱
き
続
け
て
い
た
で

あ
ろ
う
川
端
、
差
別
的
社
会
へ
の
鋭
い
ま
な
ざ
し
を
作
品
に
描
き
続
け
た

川
端
に
と
っ
て
、
無
意
識
的
に
、
し
か
し
確
実
に
引
か
れ
る
ラ
イ
ン
の
存

在
は
、
滑
稽
か
つ
切
実
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
が
、
〃
常
識
〃
と
い
う
装
置
の
無
効
化
・
〃
世
界
〃
の
相
対
化

と
い
う
試
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
た
ん
ぽ
ぽ
」
と
い
う
作
品
が
〃
常
識
〃
と
い
う
装
置
を
積
極
的
に
無

効
化
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
構
造
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
は
、
以
上
に
検
討
し

て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
問
題
意
識
は
一
九
六
○
年
代
と
い
う
時
代

の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
川
端
自
身
が
長
い
間
抱

き
続
け
て
い
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
時
代
の
ム
ー
ド
を
敏
感
に
感
じ
取
り
、

そ
れ
を
作
品
化
し
得
る
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
軽
さ
と
、
自
身
の
問
題
意
識
を

時
代
を
超
え
て
描
き
続
け
る
、
ど
っ
し
り
と
し
た
構
え
。
「
た
ん
ぽ
ぽ
」

川
端
は
「
滝
」
二
九
五
○
）
の
語
り
手
〈
私
〉
に
、
〈
君
が
小
説
を
書

く
つ
も
り
な
ら
、
一
一
人
の
兄
さ
ん
が
狂
言
だ
っ
た
か
、
狂
一
一
一
一
口
で
な
か
っ
た

か
、
ま
あ
一
生
か
か
つ
て
考
へ
て
み
る
ん
だ
ね
。
そ
れ
く
ら
ゐ
で
な
い
と

書
け
や
し
な
い
。
〉
と
言
わ
せ
て
い
る
。
「
め
づ
ら
し
い
人
」
の
主
人
公
・

香
住
も
作
家
で
あ
る
が
、
川
端
康
成
と
い
う
作
家
も
ま
た
、
〃
た
っ
た
一

つ
の
確
実
な
世
界
〃
に
安
住
で
き
な
い
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
作
家
の
ま
な
ざ
し
に
、
国
家
繁
栄
と
い
う
目
的
の
も
と
に
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
排
除
が
正
当
化
さ
れ
る
社
会
・
時
代
は
ど
う
映
っ
た
だ
ろ
う

か
。
〃
た
っ
た
一
つ
の
確
実
な
世
界
〃
が
極
め
て
戦
略
的
に
作
り
上
げ
ら

れ
、
強
固
な
も
の
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
中
で
、
川
端
が
問
題
意
識

を
抱
か
ず
に
過
ご
し
て
い
た
と
は
、
到
底
思
え
な
い
。

透
徹
し
た
作
家
の
ま
な
ざ
し
こ
そ
が
、
〃
世
界
〃
の
相
対
化
を
可
能
に

す
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
〃
世
界
〃
の
相
対
化
、
〃
常
識
妙
の
無
効
化
の

構
図
が
全
く
の
虚
構
的
世
界
と
し
て
映
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
が

《
常
識
的
日
常
性
の
自
明
さ
に
安
住
》
し
て
い
る
た
め
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
１
．
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
を
読
む
こ
と
は
、
私
た
ち
読
み

手
自
身
の
在
り
方
を
問
い
直
す
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

と
い
う
作
品
か
ら
は
そ
の
両
方
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に
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端康成、その“政治，，的まなざし
註
記

（
１
）
菅
孝
行
は
「
天
皇
制
国
家
と
部
落
差
別
ｌ
現
代
日
本
の
統
合
と
排

除
』
（
明
石
書
店
／
一
九
八
七
・
九
）
の
中
で
〈
差
別
原
理
の
近
代

化
Ⅱ
質
的
転
換
》
に
つ
い
て
言
及
し
、
近
代
日
本
社
会
に
お
い
て
は
、

〈
共
同
体
社
会
の
慣
習
》
と
し
て
の
差
別
意
識
が
後
景
に
退
き
、
〈
国

家
の
中
心
か
ら
の
距
離
の
遠
近
や
、
資
本
主
義
的
価
値
生
産
性
の
高

低
の
尺
度
こ
そ
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
〉
と
し
て
い

る
。

（
２
）
「
狂
気
の
歴
史
ｌ
古
典
主
義
時
代
に
お
け
る
Ｉ
』
が
最
初
に
発
表
さ
れ

た
の
は
一
九
六
○
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
年
後
に
改
訂
版
が

出
さ
れ
、
邦
訳
は
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。

（
３
）
「
ミ
シ
ェ
ル
う
‐
コ
ー
ー
哲
学
者
の
回
答
」
（
「
ミ
シ
ェ
ル
う
‐

コ
ー
思
考
集
成
Ｖ
権
力
処
罰
」
蓮
實
重
彦
他
監
修
／
筑
摩
書

房
／
二
○
○
○
・
’
一
一
）
に
お
け
る
発
言
。
そ
の
現
象
の
理
由
に
つ
い

て
問
わ
れ
た
フ
ー
コ
ー
は
、
明
確
に
は
答
え
て
い
な
い
。
一
九
六
八

年
に
お
け
る
学
生
運
動
の
同
時
多
発
に
触
れ
、
（
世
代
の
問
題
》
と
し

た
の
み
で
あ
る
。

（
４
）
川
端
が
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
の
会
長
を
務
め
た
の
は
、
一
九
四
八
年
か

ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
の
こ
と
。
そ
の
間
、
公
務
と
し
て
頻
繁
に

海
外
へ
出
掛
け
三
九
四
九
（
ベ
ニ
ス
）
・
一
九
五
七
（
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
・
ア
ジ
ア
各
国
）
・
一
九
六
○
（
ブ
ラ
ジ
ル
）
二
九
六
四
（
オ
ス

ロ
ー
）
『
一
九
五
七
年
に
は
国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
東
京
大
会
を
成
功
さ

せ
た
。
世
界
各
国
の
文
学
者
ら
と
親
交
を
深
め
る
中
で
、
川
端
の
視

野
が
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
、

世
界
へ
の
ま
な
ざ
し
と
相
補
的
関
係
に
あ
っ
た
の
が
、
〃
日
本
ら
し

（
５
）
「
新
版
心
理
学
事
典
』
（
平
凡
社
／
一
九
八
一
・
十
二
で
は
、
防

ざ
の
再
発
見
〃
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

※
本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
三
七
巻
本
『
川
端
康
成
全
集
」
（
新
潮
社
）
に

拠
る
。
な
お
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

※
拙
稿
「
「
た
ん
ぽ
ぽ
」
を
読
み
直
す
ｌ
時
代
作
品
作
家
ｌ
」

（
「
川
端
文
学
へ
の
視
界
」
川
端
文
学
研
究
会
編
／
二
○
○
四
・
六
）
と
一

部
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

衛
機
制
と
し
て
の
〃
否
認
〃
は
く
現
実
の
不
快
な
事
柄
に
目
を
つ
ぶ

っ
て
し
ま
う
〉
こ
と
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
日
本
文
学
研
究
の
世
界
で
言
え
ば
、
転
換
は
更
に
先
で
あ
る
。
管
見

で
は
、
日
本
近
代
文
学
会
が
編
集
す
る
「
日
本
近
代
文
学
」
に
発
表

さ
れ
た
研
究
論
文
に
お
い
て
〃
政
治
〃
が
く
見
え
ざ
る
権
力
》
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
始
め
た
の
は
、
一
九
九
四
年
十
月
（
第
田
集
）

の
「
研
究
・
批
評
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
い
う
特
集
以
降
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

（
し
の
の
め
か
や
の
・
一
一
○
○
三
年
度
修
士
課
程
修
了
）
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