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個人的で社会的な「私小説」

シ
ン
・
キ
ロ
ン
ス
ク

韓
国
の
作
家
、
由
‐
京
淑
の
「
離
れ
部
屋
」
は
、
一
一
○
○
五
年
六
月
、
安

宇
植
訳
で
集
英
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
帯
に
は
、
「
「
自
伝
的
」
長
編
小
説
」

と
銘
打
た
れ
て
い
た
。
こ
の
現
代
韓
国
文
学
を
代
表
す
る
作
品
を
「
私
小

説
」
と
す
る
こ
と
に
違
和
感
を
持
つ
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
こ

こ
で
は
あ
え
て
こ
の
作
品
の
「
私
小
説
」
性
を
論
じ
て
み
た
い
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
日
本
の
「
私
小
説
」
へ
の
展
望
も
、
更
に
は
「
離
れ
部
屋
』

と
い
う
作
品
の
価
値
も
見
え
て
く
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

長
篇
『
離
れ
部
屋
』
で
も
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
も
と

も
と
一
九
八
九
年
九
月
に
同
名
の
短
篇
小
説
と
し
て
「
文
学
と
批
評
」
に

発
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
現
在
の
長
篇
『
離
れ
部
屋
』
が
季
刊
雑
誌
「
文

学
ド
ン
ネ
」
一
号
か
ら
四
号
に
、
一
九
九
四
年
の
冬
か
ら
一
九
九
五
年
の

秋
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
四
章
構
成
の
現
単
行
本
と
基
本
的
に

は
じ
め
に

個
人
的
で
社
会
的
な
「
私
小
説
」

ｌ
申
京
淑
『
離
れ
部
屋
」
論
Ｉ

一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
’
九
九
五
年
一
○
月
に
分
冊
の
形
で
文
学
ド

ン
ネ
社
よ
り
単
行
本
化
、
一
九
九
九
年
一
二
月
に
は
一
、
二
巻
を
一
冊
に

し
た
改
訂
版
が
同
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
る
。
な
お
、
雑
誌
連
載
か
ら
単

行
本
化
に
あ
た
っ
て
は
結
末
部
に
大
幅
な
加
筆
が
あ
る
。
雑
誌
連
載
は
一

九
九
五
年
八
月
八
日
で
終
わ
っ
て
お
り
、
〈
わ
た
し
〉
が
作
品
を
書
き
は

じ
め
た
済
州
島
に
再
び
滞
在
す
る
、
単
行
本
の
一
九
九
五
年
八
月
二
六
日

か
ら
九
月
一
三
日
ま
で
の
こ
と
は
加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。

作
者
・
申
京
淑
は
一
九
六
三
年
に
生
ま
れ
、
’
九
八
○
年
代
の
中
頃
に

デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
日
本
語
翻
訳
版
「
離
れ
部
屋
」
で
の
紹
介
に
も
あ
る
よ

う
に
、
申
京
淑
は
韓
国
で
は
〈
個
人
の
内
面
的
な
孤
独
感
や
死
を
詩
的
で

独
特
な
文
体
で
描
〉
き
、
〈
文
壇
の
世
代
交
代
を
促
し
た
代
表
的
な
作
家
〉

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
川
村
湊
は
「
韓
国
小
説
の
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
プ
」

に
お
い
て
、
「
漢
江
の
奇
跡
」
と
言
わ
れ
た
高
度
経
済
成
長
以
後
、
韓
国

社
会
が
そ
れ
ま
で
の
政
治
指
導
か
ら
産
業
社
会
に
変
化
し
、
そ
の
結
果
文

学
も
〈
内
向
的
〉
に
な
っ
た
と
し
、
そ
の
代
表
と
し
て
申
京
淑
を
あ
げ
、

梅
澤
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彼
女
が
描
い
た
〈
地
方
か
ら
大
都
市
に
勉
強
に
来
た
、
小
説
家
志
望
の
若

い
女
性
と
い
う
、
作
者
に
相
似
的
な
主
人
公
の
静
識
で
、
内
省
的
な
作
品

世
界
は
、
別
年
代
以
前
が
金
芝
河
が
書
い
た
よ
う
な
「
（
社
会
変
革
や
政

治
批
判
を
語
る
よ
う
な
）
大
説
」
の
時
代
だ
と
し
た
ら
、
ま
さ
に
「
小
説
」

（
１
）

の
時
代
の
到
来
を
予
見
さ
せ
た
〉
と
述
べ
て
い
る
。

『
離
れ
部
屋
』
と
い
う
作
品
は
、
韓
国
で
も
非
常
に
評
価
が
高
く
、
そ

の
評
価
が
様
々
に
分
か
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
例
え
ば
、
申
京
淑

自
身
は
〈
あ
る
視
点
か
ら
は
労
働
小
説
と
し
て
読
ま
れ
、
ま
た
成
長
小
説

と
し
て
も
読
ま
れ
、
小
説
家
の
小
説
、
メ
タ
小
説
と
し
て
も
読
ま
れ
る
、

（
ワ
ニ

そ
ん
な
要
素
が
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
し
、
白
楽
晴
も
ま
た
次
の
四
点
を

指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
〈
書
く
こ
と
に
対
す
る
問
題
提
起
と
か
ら
め

て
進
行
す
る
〉
『
離
れ
部
屋
」
の
〈
叙
事
形
式
〉
へ
の
高
い
評
価
で
、
二

つ
目
は
〈
感
動
的
な
労
働
小
説
〉
で
〈
労
働
者
た
ち
の
生
活
現
場
と
作
業

現
場
を
同
時
に
描
き
だ
し
た
例
は
ま
れ
〉
だ
と
い
う
点
。
三
つ
目
は
〈
民

族
文
学
〉
と
い
う
見
方
で
、
申
京
淑
自
身
は
距
離
を
置
い
て
い
て
も
個
人

の
変
化
が
社
会
変
化
を
も
た
ら
す
次
元
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、
こ
の
作
品
は
〈
民
族
文
学
〉
と
も
言
え
る
と
い
う
点
。
四
つ
目
は
作

品
の
結
末
に
関
す
る
こ
と
で
、
書
く
こ
と
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
じ
ま
り

終
わ
る
こ
の
作
品
の
結
末
の
付
け
方
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
完
結
的

（
３
）

な
結
び
方
の
拒
否
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
読
み
方
が
可
能
な
「
離
れ
部
屋
」
と
い
う
作
品

で
あ
る
が
、
実
は
日
本
の
「
私
小
説
」
に
極
め
て
近
い
要
素
を
持
っ
て
い

る
。
ま
ず
は
、
日
本
の
「
私
小
説
」
の
根
本
的
な
特
徴
で
あ
る
主
人
公
の

「
私
」
Ⅱ
作
者
自
身
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
作
品
の
語
り
手
で
あ
り
視
点

人
物
は
現
在
作
家
と
な
っ
た
三
一
一
歳
の
〈
わ
た
し
〉
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
わ

た
し
〉
は
手
紙
で
は
〈
シ
ン
先
生
〉
（
第
二
章
）
、
兄
嫁
に
は
〈
ギ
ョ
ン
ス

ク
さ
ん
〉
（
第
二
章
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
〈
シ
ン
・
ギ
ョ
ン
ス
ク
〉

な
の
で
あ
る
。
故
郷
も
全
羅
北
道
井
邑
（
四
章
）
と
作
家
自
身
と
共
通
し

て
い
る
。
更
に
、
「
離
れ
部
屋
」
は
、
安
藤
宏
が
定
義
す
る
「
小
説
家
小

説
」
と
し
て
の
日
本
の
「
私
小
説
」
の
特
徴
も
持
っ
て
い
る
。
安
藤
は
、

「
私
小
説
」
の
幾
つ
か
の
作
品
か
ら
次
の
よ
う
な
特
徴
を
見
い
だ
せ
る
と

し
て
い
る
。
〈
語
り
手
と
中
心
と
な
る
べ
き
視
点
人
物
と
が
同
一
で
あ
る

か
、
語
り
の
視
点
が
そ
の
人
物
の
視
点
と
か
ぎ
り
な
く
密
着
し
た
関
係
に

あ
る
と
い
う
こ
と
〉
、
そ
し
て
、
〈
同
時
に
右
の
人
物
が
「
小
説
家
」
と
し

て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
「
小
説
家
」
た
り
う
る
か
ど
う
か
を
言
葉
に

よ
っ
て
問
い
返
し
て
ゆ
く
契
機
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
〉
で
あ

（
４
）

る
。
「
離
れ
部
屋
」
は
、
〈
こ
れ
は
事
実
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
い
、

そ
の
中
間
く
ら
い
の
作
品
に
な
り
そ
う
な
予
感
が
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
文
学
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
の
書
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

わ
た
し
に
と
っ
て
も
の
を
書
く
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
？
っ
て
〉
（
第
一
章
）
と
い
う
問
い
か
ら
は
じ
ま
り
、
更
に
最
初
の

問
い
を
少
し
だ
け
変
え
た
く
こ
の
作
品
は
事
実
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も

な
い
、
そ
の
中
間
く
ら
い
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
れ
を
文
学
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
も
の
書
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

わ
た
し
に
と
っ
て
も
の
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？

を
〉
（
第
四
章
）
と
い
う
問
い
で
終
わ
っ
て
い
る
（
後
ろ
の
問
い
は
雑
誌

連
載
時
に
は
な
い
）
。
そ
し
て
、
〈
わ
た
し
〉
は
作
品
の
途
中
で
も
ま
た
、

作
品
の
書
き
方
や
「
文
学
」
や
「
小
説
」
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
何
度
も

問
い
直
し
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の

「
小
説
家
小
説
」
と
し
て
の
、
日
本
の
「
私
小
説
」
に
似
た
「
離
れ
部
屋
』

3０
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個人的で社会的な「私小説」

「
離
れ
部
屋
』
で
は
、
一
一
三
歳
の
作
家
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉
が
自
ら
の

過
去
を
振
り
返
り
つ
つ
作
品
を
書
い
て
い
る
。
過
去
は
一
九
七
八
年
か
ら

一
九
八
一
年
、
〈
わ
た
し
〉
が
一
六
歳
か
ら
一
九
歳
ま
で
の
こ
と
、
現
在

は
作
品
を
書
き
は
じ
め
よ
う
と
す
る
一
九
九
四
年
四
月
、
そ
し
て
実
際
に

作
品
を
書
き
は
じ
め
る
済
州
島
滞
在
の
九
月
か
ら
作
品
を
書
き
終
わ
る
翌

年
の
八
、
九
月
ま
で
の
一
年
間
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
作
品
は
お
そ

ら
く
読
者
に
と
て
も
複
雑
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
世
界
も

現
在
の
世
界
も
、
場
面
も
登
場
人
物
も
多
い
故
で
あ
る
。
過
去
の
世
界
は

〈
わ
た
し
〉
が
働
く
東
南
電
気
や
住
ん
で
い
る
ア
パ
ー
ト
と
あ
た
り
の
商

店
街
、
通
っ
て
い
る
夜
学
・
永
登
浦
女
子
高
校
（
産
業
体
特
別
学
級
）
、

現
在
に
お
い
て
は
ソ
ウ
ル
の
〈
わ
た
し
〉
の
部
屋
や
町
、
作
品
が
書
き
だ

さ
れ
た
済
州
島
、
そ
し
て
両
方
に
登
場
す
る
全
羅
北
道
井
邑
の
〈
わ
た
し
〉

の
家
と
、
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
〈
わ
た
し
〉
に
関
わ
る
様
々
な
人
々

が
登
場
す
る
。
し
か
も
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
過
去
の
世
界
は
韓
国
の
現

代
史
に
お
い
て
大
き
な
事
件
の
多
い
時
代
で
あ
る
。
更
に
、
現
在
、
作
家

と
な
っ
た
一
一
三
歳
の
〈
わ
た
し
〉
が
過
去
の
〈
十
六
歳
の
わ
た
し
〉
と
そ

の
時
代
を
降
り
返
り
、
二
つ
の
時
間
が
交
錯
す
る
形
で
展
開
す
る
た
め
、

作
品
は
よ
り
複
雑
に
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
、
実
は
過
去
の
時
間
も
現
在
の

時
間
も
、
決
め
ら
れ
た
枠
内
で
時
間
通
り
に
進
行
し
て
い
る
。

過
去
の
世
界
は
、
反
共
産
主
義
の
軍
事
政
権
で
あ
っ
た
朴
正
煕
大
統
領

の
手
法
は
、
ど
の
よ
う
な
質
の
も
の
で
、
い
か
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
な

の
か
。

コ
ン
ス
ン

過
去
の
世
界
ｌ
「
工
順
」
で
あ
っ
た
〈
わ
た
し
た
ち
〉

に
よ
る
維
新
体
制
期
か
ら
そ
の
暗
殺
、
ソ
ウ
ル
の
春
、
光
州
事
件
、
五
・

一
七
ク
ー
デ
タ
ー
を
経
て
全
斗
煥
が
新
大
統
領
と
な
り
、
新
軍
部
に
よ
る

強
権
支
配
が
確
立
し
た
ま
で
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
。
多
く
の
犠
牲
者

を
出
し
た
光
州
事
件
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
は
民
主
化
運
動
が
熾
烈
な

時
期
で
あ
り
、
『
離
れ
部
屋
」
の
三
番
目
の
兄
の
よ
う
に
大
学
生
の
多
く

も
デ
モ
に
参
加
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
更
に
、
『
離
れ
部
屋
』
に
お
い
て

大
事
な
の
は
、
こ
の
時
期
が
朴
正
煕
に
よ
る
経
済
政
策
に
よ
っ
て
、
韓
国

が
「
漢
江
の
奇
跡
」
と
呼
ば
れ
る
飛
躍
的
な
経
済
発
展
を
遂
げ
た
点
で
あ

る
。
朴
正
煕
は
李
承
晩
時
代
の
貧
困
を
解
消
す
る
た
め
、
経
済
政
策
に
力

を
入
れ
た
。
経
済
開
発
の
戦
略
は
輸
出
志
向
で
あ
り
、
一
九
七
三
年
に
は

「
重
化
学
工
業
化
宣
言
」
を
し
、
そ
れ
に
よ
り
韓
国
は
大
き
な
経
済
発
展

を
遂
げ
る
。
そ
の
中
心
は
漢
江
の
南
の
地
域
・
汝
牟
島
周
辺
で
、
〈
わ
た

し
〉
の
通
う
夜
学
の
あ
る
永
登
浦
は
汝
牟
島
の
す
ぐ
近
く
で
あ
り
、
九
老

工
業
団
地
も
ま
た
ほ
ど
近
い
。
今
の
ソ
ウ
ル
の
地
下
鉄
の
路
線
図
を
見
て

も
汝
牟
島
駅
の
近
く
に
永
登
浦
と
九
老
工
団
と
い
う
駅
が
あ
る
。
し
か
し
、

発
展
の
影
に
は
労
働
者
た
ち
の
苛
酷
な
労
働
状
況
が
あ
っ
た
。
特
に
、
「
工

順
」
と
言
わ
れ
る
女
性
労
働
者
た
ち
の
労
働
環
境
は
ひ
ど
く
、
そ
の
た
め

女
性
労
働
者
に
よ
る
労
働
運
動
が
目
立
っ
た
。

当
時
の
ソ
ウ
ル
は
主
人
公
の
よ
う
に
農
村
か
ら
や
っ
て
き
た
若
い
労
働

者
が
多
く
い
た
。
文
京
洙
の
『
韓
国
現
代
史
」
に
よ
れ
ば
、
女
性
の
場
合

シ
ン
モ

は
、
女
工
、
食
母
と
い
う
お
手
伝
い
、
バ
ス
の
車
掌
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ

コ
ン

シ
ク

チ
ヤ

「
工
ス
ニ
」
「
食
ス
ニ
」
「
車
ス
ニ
」
と
蔑
み
を
こ
め
て
呼
ば
れ
、
〈
工
ス
ニ

は
、
男
子
の
三
分
の
一
か
ら
半
分
の
賃
金
で
、
息
も
詰
ま
り
そ
う
な
職
場

で
一
四
～
一
五
時
間
と
い
う
労
働
を
強
い
ら
れ
た
。
劣
悪
な
労
働
に
消
耗

し
き
っ
て
、
ひ
と
こ
ろ
は
、
「
平
和
市
場
の
女
工
は
、
嫁
に
い
っ
て
も
三
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（
５
）

年
と
生
き
ら
れ
な
い
」
と
い
っ
た
風
聞
父
こ
え
飛
び
交
っ
た
〉
と
い
う
。
「
離

れ
部
屋
」
に
も
出
て
く
る
女
性
労
働
者
に
よ
る
龍
城
事
件
・
Ｙ
Ｈ
事
件
を

は
じ
め
、
女
性
労
働
者
た
ち
は
組
合
活
動
に
も
積
極
的
に
進
出
し
て
い
た
。

〈
こ
の
時
期
の
民
主
労
組
の
大
部
分
は
、
軽
工
業
に
従
事
す
る
女
性
労
働

者
が
主
体
と
な
っ
て
い
た
。
特
に
一
九
七
○
年
代
も
後
半
に
な
る
ほ
ど
女

性
労
働
者
の
進
出
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
は
、
全
般
的
な
経
済
成
長
の
悪
化

と
輸
出
ド
ラ
イ
ブ
政
策
の
強
化
と
重
化
学
工
業
へ
の
過
剰
投
資
政
策
と
に

よ
っ
て
、
軽
工
業
分
野
の
労
働
条
件
が
い
っ
そ
う
劣
悪
に
な
っ
た
た
め
で

（
６
）

あ
っ
た
〉
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
Ｙ
Ｈ
事
件
で
亡
く
な
っ
た
一
々
何
の
女
子

労
働
者
は
、
〈
わ
た
し
〉
と
同
じ
く
ギ
ョ
ン
ス
ク
〉
だ
っ
た
と
い
う
。

『
離
れ
部
屋
」
の
過
去
の
世
界
は
、
基
本
的
に
こ
の
「
工
順
」
と
呼
ば

れ
る
女
性
労
働
者
た
ち
の
話
と
な
っ
て
い
る
。
田
舎
か
ら
ソ
ウ
ル
に
上
京

し
て
き
た
く
わ
た
し
〉
は
、
三
七
の
部
屋
が
あ
る
ア
パ
ー
ト
〈
離
れ
部
屋
〉

で
大
き
い
兄
と
従
姉
と
暮
ら
し
、
東
南
電
気
の
ス
テ
レ
オ
課
で
働
き
夜
学

に
通
い
作
家
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
ア
パ
ー
ト
に

住
む
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
は
、
一
五
歳
か
ら
工
場
勤
め
を
し
、
現
在
は
縫
製

工
場
で
働
き
弟
に
仕
送
り
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
夜
学
を
や
め
て
し
ま

い
、
衣
裳
サ
ロ
ン
で
二
つ
目
の
仕
事
を
は
じ
め
、
そ
こ
の
裁
断
士
の
男
性

と
付
き
合
う
が
、
妊
娠
し
自
分
の
部
屋
で
自
殺
す
る
。
そ
の
際
、
〈
わ
た

し
〉
に
部
屋
の
錠
を
か
け
さ
せ
た
の
だ
が
、
こ
の
気
づ
か
な
い
形
で
彼
女

の
死
に
関
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
〈
わ
た
し
〉
の
心
の
深
い
痛
み
と

な
っ
て
い
る
。
〈
わ
た
し
〉
が
働
く
東
南
電
気
株
式
会
社
で
は
、
〈
わ
た
し
〉

や
従
姉
に
労
働
組
合
へ
の
加
入
を
勧
め
る
ミ
ス
・
イ
の
よ
う
な
人
物
が
い

る
が
、
そ
の
後
、
解
雇
さ
れ
、
弾
圧
に
よ
っ
て
大
怪
我
を
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
〈
わ
た
し
〉
が
通
う
産
業
体
特
別
学
級
で
の
同
級
生
た
ち
。
中

で
も
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
は
作
家
に
な
っ
た
〈
わ
た
し
〉
に
電
話
を
か
け
て
き

て
、
作
品
を
書
く
き
っ
か
け
を
与
え
る
。

大
き
い
兄
が
学
校
に
行
き
た
く
な
い
と
言
う
従
姉
に
〈
世
間
の
人
か
ら

工
順
（
女
性
工
員
）
と
言
わ
れ
る
の
が
、
お
ま
え
は
う
れ
し
い
の
か
？
〉

（
第
一
章
）
と
尋
ね
る
の
だ
が
、
〈
わ
た
し
〉
と
従
姉
、
東
南
電
気
で
一
緒

に
働
く
女
性
た
ち
、
そ
し
て
永
登
浦
女
子
高
校
の
夜
学
に
通
う
友
人
た
ち

も
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
も
み
な
そ
の
「
工
順
」
で
あ
る
。
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン

ニ
は
眠
気
か
ら
自
分
の
手
を
ミ
シ
ン
で
縫
っ
て
し
ま
う
し
、
キ
ャ
ン
デ

ィ
ー
を
一
日
に
二
万
個
も
包
む
ア
ン
・
ヒ
ャ
ス
ク
の
指
は
歪
ん
だ
ま
ま
固

ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
皆
、
低
賃
金
に
よ
る
長
時
間
労
働
と
い
う
苛
酷

な
生
活
に
耐
え
て
い
た
。
ユ
・
チ
ェ
オ
ク
や
ミ
ス
・
イ
の
よ
う
に
労
働
組

合
を
結
成
し
た
り
、
キ
ム
・
サ
モ
ク
の
よ
う
に
Ｙ
Ｈ
事
件
で
戦
う
者
も
い

た
が
、
皆
激
し
い
弾
圧
に
あ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
が
い
る
一
方
で
、

ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
の
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
自
ら
命
を
た
っ
た
よ
う
な
女
性

も
い
た
。
韓
国
で
は
〈
感
動
的
な
労
働
小
説
〉
と
も
評
価
さ
れ
た
よ
う
に
、

「
離
れ
部
屋
』
は
こ
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
た
く
わ
た
し
た
ち
〉
の
物
語

で
あ
る
。
作
中
で
は
、
〈
わ
た
し
た
ち
と
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
は
維
新
末

期
の
産
業
戦
士
の
風
俗
画
〉
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（
第
一
章
）
。
こ
の
「
工

順
」
で
あ
っ
た
当
時
の
〈
わ
た
し
〉
、
〈
彼
女
た
ち
〉
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ

の
こ
と
を
い
か
に
描
く
か
が
、
こ
の
作
品
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

〈
わ
た
し
〉
が
作
品
を
書
こ
う
と
思
う
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
〈
い
ま
は

一
九
九
四
年
。
私
た
ち
が
初
め
て
顔
見
知
り
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
九
年

書
く
こ
と
の
契
機

3２

Hosei University Repository



個人的で社会的な「私小説」

の
こ
と
。
彼
女
は
昼
寝
を
し
て
い
た
わ
た
し
を
ま
る
で
責
め
て
で
も
い
る

か
の
よ
う
に
電
話
を
か
け
て
き
て
、
わ
た
し
よ
、
わ
か
ら
な
い
？
と
一
一
一
一
口

い
な
が
ら
、
十
五
年
前
の
教
室
の
ド
ア
を
そ
っ
と
開
け
て
い
た
〉
（
第
一

章
）
と
あ
る
よ
う
に
、
同
級
生
だ
っ
た
ハ
・
ゲ
ス
ク
か
ら
の
電
話
で
あ
る
。

そ
の
後
ち
ょ
く
ち
ょ
く
電
話
を
書
け
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
ハ
・
ゲ
ス
ク

の
言
葉
、
〈
ア
ン
タ
、
ア
タ
シ
タ
チ
ノ
コ
ト
ハ
カ
カ
ナ
カ
ッ
タ
ワ
ネ
。
ア

ン
タ
ニ
ア
ン
ナ
ジ
ダ
イ
ガ
ア
ッ
タ
ッ
テ
イ
ウ
コ
ト
ヲ
、
ハ
ズ
カ
シ
ク
オ
モ

ッ
テ
イ
ル
ン
ジ
ャ
ナ
イ
カ
シ
ラ
。
ア
ン
タ
ッ
テ
、
ア
タ
シ
タ
チ
ト
ハ
チ
ガ

ッ
タ
ジ
ン
セ
イ
ヲ
イ
キ
テ
イ
ル
ミ
タ
イ
ダ
ッ
タ
ナ
〉
（
第
一
章
）
が
〈
わ

た
し
〉
の
胸
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
。

〈
わ
た
し
〉
が
、
過
去
の
こ
と
を
書
か
な
か
っ
た
の
は
、
ハ
・
ゲ
ス
ク

が
言
う
よ
う
な
〈
あ
ん
な
時
代
〉
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
〈
恥
ず
か
し

く
思
っ
て
い
る
〉
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
過
去
に
一
度
だ
け
〈
わ

た
し
〉
は
そ
の
こ
と
を
作
品
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

〈
と
は
い
え
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
の
言
っ
た
こ
と
は
当
た
っ
て
い
た
。
わ
た
し

は
彼
女
ら
の
こ
と
は
書
か
な
か
っ
た
。
た
っ
た
の
一
度
だ
け
、
試
み
て
み

た
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ
の
作
品
は
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
が
読
む
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
、
最
初
の
小
説
集
の
お
し
ま
い
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。
け

れ
ど
も
彼
女
、
ハ
・
ゲ
ス
ク
が
そ
の
作
品
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
彼
女
は

そ
こ
に
あ
の
頃
の
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い

だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
正
直
で
は
な
く
て
、
精
一
杯
し
ら
ば
つ
く
れ
て
い
た

の
だ
か
ら
。
自
分
の
若
さ
に
対
し
て
、
自
分
と
い
う
存
在
に
対
し
て
、
自

分
と
い
う
も
の
が
な
く
て
生
々
し
い
痛
み
ば
か
り
が
勝
っ
た
こ
と
か
ら
犯

し
た
跳
躍
。
こ
れ
は
小
説
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
わ
た
し
は
死
に
そ
う
な

〈
ハ
・
ゲ
ス
ク
が
読
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
〉
作
品
、
こ
れ

は
最
初
の
短
篇
『
離
れ
部
屋
」
を
指
し
て
い
る
。
〈
十
年
く
ら
い
経
つ
と

か
く
か
く
し
か
じ
か
だ
っ
た
と
終
わ
り
を
結
ん
で
お
い
た
〉
と
あ
る
よ
う

に
、
短
篇
で
は
〈
十
年
後
…
…
わ
た
し
は
伝
説
み
た
い
に
そ
の
何
日
か
後

の
こ
と
な
ど
を
だ
し
ぬ
け
に
思
い
浮
か
べ
た
〉
と
し
て
そ
の
結
末
が
語
ら

れ
て
い
る
（
訳
は
引
用
者
に
よ
る
）
。
話
の
中
心
は
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
と

そ
の
死
の
こ
と
で
、
そ
の
全
体
は
解
体
さ
れ
て
長
篇
に
ほ
ぼ
組
み
こ
ま
れ

て
い
る
。
作
家
と
し
て
活
躍
し
ハ
・
ゲ
ス
ク
た
ち
と
は
違
う
世
界
に
生
き

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
〈
わ
た
し
〉
の
中
で
も
、
あ
の
頃
の
こ
と
は
終

わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
〈
胸
の
痛
み
〉
と
な
っ
て
今
も
残
っ
て

い
る
。
〈
わ
た
し
〉
の
中
で
も
ま
た
、
〈
そ
の
と
き
が
過
ぎ
去
っ
た
時
間
に

は
な
っ
て
い
な
い
〉
し
、
〈
わ
た
し
が
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
間
ず
っ
と
、

そ
れ
ら
の
時
間
は
わ
た
し
の
現
在
〉
な
の
で
あ
る
。
〈
離
れ
部
屋
へ
自
分

の
足
で
歩
い
て
入
っ
て
い
っ
た
の
は
十
六
歳
の
と
き
で
、
あ
そ
こ
を
飛
び

だ
し
て
き
た
の
は
十
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
／
そ
の
四
年
間
の
人
生
と
、

わ
た
し
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
和
解
が
で
き
な
か
っ
た
〉
（
第
一
章
）
と
あ

く
ら
い
胸
を
痛
め
た
。
そ
の
胸
の
痛
み
を
隠
そ
う
と
わ
た
し
は
焦
っ
て
、

十
年
く
ら
い
経
つ
と
か
く
か
く
し
か
じ
か
だ
っ
た
と
終
わ
り
を
結
ん
で
お

い
た
。
真
っ
向
か
ら
見
据
る
自
信
が
な
く
て
、
大
急
ぎ
で
蓋
を
し
て
し
ま

い
な
が
ら
わ
た
し
は
感
じ
た
。
わ
た
し
に
は
そ
の
と
き
が
過
ぎ
去
っ
た
時

間
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
ラ
ク
ダ
の
瘤
の
よ
う
に
わ
た
し
は
自
分

の
背
中
に
そ
れ
ら
の
時
間
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
、
い
つ
ま
で
も
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
わ
た
し
が
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
間
ず
っ
と
、
そ
れ
ら

の
時
間
は
わ
た
し
の
現
在
に
違
い
な
い
こ
と
を
。
〉

（
第
一
章
）
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そ
し
て
、
「
離
れ
部
屋
」
の
も
う
一
つ
の
世
界
で
あ
る
現
在
に
お
い
て
、

〈
わ
た
し
〉
の
書
く
こ
と
と
の
葛
藤
が
は
じ
ま
る
。
ま
ず
、
〈
わ
た
し
〉
は
、

こ
れ
ま
で
の
習
慣
、
手
法
を
捨
て
る
。
再
び
作
品
を
書
く
こ
と
を
決
め
た

く
わ
た
し
〉
は
、
家
で
原
稿
を
書
く
と
い
う
習
慣
を
捨
て
済
州
島
に
向
か

う
。
そ
し
て
、
起
承
転
結
の
形
式
も
捨
て
る
。
書
い
て
い
る
〈
わ
た
し
〉

る
よ
う
に
、
『
離
れ
部
屋
」
は
い
ま
だ
〈
わ
た
し
〉
の
中
で
暗
い
影
と
な
っ

て
い
る
。
過
去
の
短
篇
で
は
〈
正
直
で
は
な
く
て
、
精
一
杯
し
ら
ば
つ
く

れ
て
〉
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
の
こ
と
だ
け
で
さ
え
描
き
切
れ
な
か
っ
た
〈
わ

た
し
〉
で
あ
る
が
、
作
家
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉
は
や
は
り
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
頃
の
〈
真
実
〉
に
た
ど
り
着
く
し
か
な
い
。
〈
こ
う
や
っ
て
う
つ

ぶ
せ
に
な
っ
て
、
何
や
彼
や
と
書
き
込
ん
だ
り
し
て
い
る
と
き
だ
け
、
わ

た
し
は
自
分
が
わ
か
る
よ
う
な
気
〉
が
す
る
の
で
あ
り
、
〈
わ
た
し
は
も

の
を
書
く
こ
と
で
、
オ
ン
ニ
の
水
準
に
た
ど
り
つ
い
て
み
よ
う
と
思
っ
て

る
〉
（
第
二
章
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
弾
圧
に
よ
り
怪
我
を
し
た
ミ
ス

・
イ
の
〈
い
つ
か
小
説
家
に
な
っ
た
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
こ
と
も
書
い
て

頂
戴
〉
と
い
う
言
葉
（
第
四
章
）
。
当
時
、
〈
わ
た
し
〉
も
ま
た
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
そ
の
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
中
の
一
人
だ
っ
た
。
「
離
れ
部
屋
」
に

お
い
て
は
、
「
工
順
」
だ
っ
た
〈
彼
女
た
ち
〉
の
こ
と
を
書
く
こ
と
が
〈
わ

た
し
〉
を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
〈
わ
た
し
〉
を
書
く
こ
と
は
〈
彼
女
た
ち
〉

を
書
く
こ
と
な
の
だ
。
〈
彼
女
た
ち
〉
の
た
め
に
も
、
自
分
自
身
の
た
め

に
も
、
〈
わ
た
し
〉
は
今
度
こ
そ
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
描
き
切
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。

現
在
の
世
界
ｌ
「
離
れ
部
屋
」
の
手
法

〈
わ
た
し
〉
は
歴
史
の
記
録
に
あ
る
よ
う
な
「
工
順
」
の
姿
を
伝
え
た

い
わ
け
で
は
な
い
。
〈
わ
た
し
〉
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
〈
定
義
さ
れ
た

も
の
の
裏
面
に
生
き
て
い
る
〉
〈
真
実
〉
な
の
で
あ
る
。
最
初
に
述
べ
た

よ
う
に
、
「
離
れ
部
屋
」
は
多
面
的
な
読
ま
れ
方
を
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。

そ
れ
は
く
労
働
小
説
〉
と
し
て
見
た
場
合
も
同
様
で
、
〈
労
働
者
た
ち
の

生
活
現
場
と
作
業
現
場
〉
が
同
時
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ

て
い
た
。
「
離
れ
部
屋
」
で
は
、
過
去
の
〈
わ
た
し
〉
を
中
心
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
労
働
環
境
、
組
合
活
動
、
夜
学
の
こ
と
、
そ
し
て
日
常
と
、

当
時
の
「
工
順
」
で
あ
っ
た
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
が
、
〈
わ
た
し
〉

自
身
が
見
て
き
た
こ
と
、
体
験
し
て
き
た
こ
と
と
し
て
多
面
的
に
描
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
厳
し
い
労
働
、
会
社
と
組
合
の
対
立
、
狭
い
ア
パ
ー

ト
で
の
暮
ら
し
と
息
苦
し
い
描
写
も
多
い
の
だ
が
、
永
登
浦
女
子
高
校
の

修
学
旅
行
や
〈
わ
た
し
〉
や
従
姉
の
将
来
の
夢
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
と
の

屋
上
の
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
、
楽
し
い
こ
と
も
ま
た
い
く
つ
も
描
か
れ
て
い

〈
整
理
は
歴
史
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
定
義
は
社
会
が
く
だ
す
。
整
理
が
な

さ
れ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
に
、
そ
の
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
い
る
中
に
真

実
は
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
真
実
の
ほ
と
ん
ど
は
、
定
義
さ
れ
た
も
の
の
裏

面
に
生
き
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
文
学
と
い
う
の
は
、
整
理
と
定
義
の
そ

の
背
後
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
解
決
ざ
れ
な
い
も
の
た

ち
の
中
に
。
〉

（
第
一
章
）

自
身
、
こ
の
作
品
の
結
末
が
見
当
も
つ
か
な
い
し
、
分
か
っ
て
い
る
の
は

逃
げ
た
り
戻
っ
た
り
を
繰
り
返
し
て
作
品
が
完
成
し
て
い
く
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
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〈
わ
た
し
は
絶
え
ず
あ
る
瞬
間
瞬
間
を
一
一
一
一
口
葉
で
も
っ
て
採
集
し
、
｜
枚
の

写
真
の
よ
う
に
閉
じ
こ
め
て
お
こ
う
と
試
み
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
う
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
文
学
と
し
て
は
と
て
も
近
づ
い
て
み
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い

暮
ら
し
が
、
言
葉
の
外
に
流
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
望
的
に
感
じ
た
り
し
て

い
る
。
（
中
略
）
結
局
わ
た
し
は
一
つ
の
点
の
代
わ
り
に
、
幾
重
も
の
意

味
網
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
出
来
る
か
ぎ
り
重
厚
に
迫
っ
て
い
こ
う
と
、

幾
重
も
の
意
味
網
を
一
つ
一
つ
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
何
を
見

い
だ
す
か
は
書
き
手
の
領
分
で
は
な
い
と
、
そ
れ
は
読
み
手
の
領
分
で
あ

る
と
。
十
人
が
読
ん
だ
ら
十
人
全
員
を
、
お
の
お
の
異
な
る
想
念
の
う
ち

に
落
ち
込
ま
せ
る
の
が
好
ま
し
い
と
、
そ
れ
く
ら
い
生
き
方
の
問
題
は
多

様
を
き
わ
め
る
も
の
で
は
な
い
の
か
と
、
文
学
が
割
っ
て
入
る
こ
と
な
ど

で
き
な
い
生
き
方
さ
え
も
、
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
。
〉

（
第
一
章
）

る
。
ま
た
、
〈
わ
た
し
〉
と
一
緒
に
暮
ら
す
大
き
い
兄
の
こ
と
、
デ
モ
に

参
加
す
る
三
番
目
の
兄
の
こ
と
、
そ
し
て
田
舎
の
ア
ポ
ジ
と
オ
ン
マ
の
こ

と
も
ま
た
、
当
時
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
〈
わ
た
し
〉
は
こ
の
作
品
を
単
な
る
〈
労
働
小
説
〉
に
し
て
し
ま
う

わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
〈
わ
た
し
〉
に
と
っ
て
の
一
番
の
目
的
は
、
〈
わ

た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
小
説
」
を
書
く
こ
と
で

は
な
い
の
だ
。
そ
の
た
め
に
〈
わ
た
し
〉
は
、
起
承
転
結
の
物
語
形
式
へ

の
こ
だ
わ
り
や
小
説
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
こ
れ

ま
で
の
小
説
観
を
捨
て
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
〈
わ
た
し
〉
は
書
く
こ
と
の
不
可
能
性
と
い
う
よ
う
な
も
の

に
ぶ
つ
か
る
こ
と
に
な
る
。

〈
整
理
〉
や
〈
定
義
〉
を
い
く
ら
を
避
け
よ
う
と
し
て
も
、
書
く
こ
と

は
結
局
〈
整
理
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
〈
わ
た
し
〉
は
〈
言
葉

の
外
に
流
れ
て
い
る
こ
と
〉
が
あ
る
こ
と
を
絶
望
的
に
感
じ
る
。
〈
水
気

が
絞
ら
れ
る
ま
で
の
、
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ
ら
れ
た
ほ
う
れ
ん
草
の
感

触
と
か
匂
い
と
か
〉
を
書
く
く
す
べ
〉
が
な
い
よ
う
に
、
〈
わ
た
し
〉
に

は
〈
整
理
と
定
義
の
そ
の
背
後
に
流
れ
て
い
る
〉
も
の
の
全
て
を
書
く
す

べ
は
な
い
の
だ
。
た
と
え
〈
幾
重
も
の
意
味
網
〉
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、

言
葉
、
あ
る
い
は
文
章
に
な
っ
た
瞬
間
、
ど
う
し
て
も
何
か
が
落
ち
て
い
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
〈
ひ
と
た
び
画
筆
を
ふ
る
い
さ
え
す
れ
ば
そ
の
頃

の
人
々
は
、
彼
の
絵
の
中
に
実
際
よ
り
も
ず
っ
と
実
感
を
も
っ
て
描
か

れ
〉
て
い
る
と
い
う
金
弘
道
の
風
俗
画
帳
（
第
一
章
）
。
〈
私
た
ち
は
産
業

戦
士
の
風
俗
画
〉
で
あ
る
よ
う
に
、
〈
わ
た
し
〉
も
ま
た
〈
わ
た
し
〉
が

見
て
き
た
こ
と
を
〈
実
感
を
も
っ
て
〉
文
章
で
描
き
た
い
。
そ
の
た
め
に

〈
受
話
器
を
元
に
戻
し
て
か
ら
、
夕
飯
の
お
か
ず
に
ほ
う
れ
ん
草
を
苑
で

た
。
瑞
々
し
い
ほ
う
れ
ん
草
。
茄
で
上
が
る
に
つ
れ
て
ほ
う
れ
ん
草
の
緑

色
が
槌
せ
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
沸
き
た
ぎ
る
熱
湯
に
塩
を
少
し
つ
ま
ん

で
放
り
込
ん
だ
。
茄
で
上
が
っ
た
ほ
う
れ
ん
草
を
冷
た
い
水
に
二
度
ほ
ど

浸
し
た
。
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ
て
水
気
を
絞
っ
た
。
そ
う
、
わ
た
し
は

こ
の
よ
う
に
し
か
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
手
の
ひ
ら
の
上
に
載
せ

て
水
気
を
絞
っ
た
、
と
し
か
。
水
気
が
絞
ら
れ
る
ま
で
の
、
手
の
ひ
ら
の

上
に
載
せ
ら
れ
た
ほ
う
れ
ん
草
の
感
触
と
か
匂
い
と
か
を
、
文
章
に
表
現

し
て
み
る
す
べ
が
な
い
の
だ
。
そ
の
真
実
を
わ
た
し
が
表
現
し
て
み
る
す

べ
が
な
い
、
そ
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
な
の
に
。
〉

（
第
三
章
）
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〈
わ
た
し
〉
は
煩
悶
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
が
、
ど
ん
な
に
〈
整
理
〉

を
避
け
よ
う
と
し
て
も
、
文
章
に
す
る
こ
と
は
結
局
は
あ
る
く
整
理
〉
な

の
だ
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
煩
悶
は
、
時
に
〈
わ
た
し
〉
を
〈
装
飾
〉
に
走
ら

せ
た
り
す
る
。
第
三
章
で
は
、
作
中
の
〈
わ
た
し
〉
の
嘘
を
指
摘
す
る
先

輩
か
ら
の
電
話
が
あ
る
。
先
輩
に
指
摘
さ
れ
、
過
去
に
見
た
映
画
が
実
は

「
禁
じ
ら
れ
た
遊
び
」
で
は
な
く
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
の
よ
う
に
』
だ
っ
た
こ

と
を
先
輩
に
告
白
し
た
く
わ
た
し
〉
は
次
の
よ
う
に
思
う
の
だ
。
〈
…
…

わ
た
し
が
ど
ん
な
に
執
着
し
て
も
、
小
説
と
い
う
の
は
生
の
後
を
た
ど
っ

て
い
く
し
か
な
い
と
い
う
、
も
の
書
き
と
し
て
は
生
の
先
を
行
く
こ
と
も
、

い
や
、
生
と
肩
を
並
べ
て
歩
ん
で
い
く
こ
と
さ
え
、
で
き
な
い
と
い
う
わ

た
し
の
早
く
か
ら
の
諦
念
を
、
先
輩
は
指
摘
し
て
い
た
。
諦
念
の
後
を
埋

め
て
く
れ
て
い
た
装
飾
と
、
演
出
と
誇
張
な
ど
を
〉
と
（
第
三
章
）
。
「
離

れ
部
屋
」
は
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
他
に
も
多
く
現
在
の
出

来
事
が
作
品
を
変
化
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
自
伝
的
要
素
の
強
い

作
品
を
発
表
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
わ
た
し
〉
に
は
女
性
誌
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
依
頼
が
来
る
し
、
現
在
の
永
登
浦
女
子
校
の
夜
学
部
で
教
え
て

い
る
ハ
ン
・
ギ
ョ
ン
シ
ン
先
生
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
を
〈
わ
た
し
〉
が
許

可
無
し
に
作
品
に
引
用
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
告
白
さ
れ
た
り
も
す
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
作
品
を
書
く
〈
わ
た
し
〉
に
変
化
を
与
え
る
。

過
去
の
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
文
章
で
完
全
に
再
現
す
る
こ
と
は

不
可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
と
は
結
局
自
ら
の
「
現
在
」
と

葛
藤
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
の
「
事
実
」
は
ど

ん
な
に
追
い
か
け
て
も
完
全
に
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
書
か

れ
た
瞬
間
「
事
実
」
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま

そ
れ
で
も
、
こ
の
よ
う
な
煩
悶
を
繰
り
返
し
、
過
去
の
〈
わ
た
し
〉
〈
彼

女
た
ち
〉
を
描
き
だ
し
て
い
く
こ
と
で
、
よ
う
や
く
〈
わ
た
し
〉
は
過
去

と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
、
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
一
一
と
の
和
解
で
、

〈
故
郷
の
井
戸
の
中
で
感
じ
た
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
の
気
配
〉
は
、
〈
わ
た
し
〉

に
〈
わ
た
し
を
可
哀
想
だ
な
ん
て
思
わ
な
い
で
。
あ
ん
た
の
心
の
中
で
、

ず
っ
と
生
き
て
き
た
じ
ゃ
な
い
の
〉
と
呼
び
か
け
る
（
第
四
章
）
。
故
郷

か
ら
の
帰
り
に
は
、
そ
れ
ま
で
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
「
離
れ

部
屋
」
が
あ
っ
た
附
近
を
〈
わ
た
し
〉
は
車
窓
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈
わ
た
し
〉
は
〈
名
前
も
な
く
、

物
質
的
な
豊
か
さ
と
は
何
の
因
縁
も
な
し
に
、
け
れ
ど
も
十
本
の
指
を
働

う
。
だ
か
ら
、
〈
わ
た
し
〉
は
書
い
て
も
書
い
て
も
、
〈
初
め
か
ら
も
う
一

度
〉
（
第
四
章
）
と
い
う
気
持
ち
を
捨
て
き
れ
な
い
。
結
局
、
〈
わ
た
し
〉

に
は
そ
こ
に
迫
ろ
う
と
も
が
き
努
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
。
こ
の

よ
う
な
「
離
れ
部
屋
』
の
〈
わ
た
し
〉
の
書
く
こ
と
へ
の
煩
悶
と
は
、
〈
整

理
〉
や
〈
定
義
〉
を
越
え
た
過
去
の
「
事
実
」
を
突
き
つ
め
て
描
こ
う
と

す
る
者
が
い
つ
か
は
ぶ
つ
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。

「
離
れ
部
屋
」
の
手
法
と
は
、
過
去
の
「
事
実
」
を
書
く
こ
と
の
〈
諦
念
〉

と
、
〈
装
飾
〉
や
〈
演
出
〉
〈
誇
張
〉
を
も
引
き
受
け
た
上
で
、
な
お
煩
悶

を
繰
り
返
し
な
が
ら
〈
真
実
〉
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
志
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恩
師
で
あ
る
チ
ェ
・
ホ
ン
イ
先
生
が
電
話
で
言
う
よ

う
に
、
〈
自
身
の
肉
体
を
え
ぐ
り
取
っ
て
食
べ
て
い
る
よ
う
な
〉
作
業
（
第

三
章
）
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

終
わ
ら
な
い
問
い
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個人的で社会的な「私小説」

作
家
の
紹
介
で
述
べ
た
よ
う
に
、
申
京
淑
は
個
人
の
内
面
を
描
く
作
風

で
韓
国
文
学
に
風
穴
を
あ
け
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
「
離
れ
部
屋
」
に
よ
っ

て
社
会
的
な
問
題
を
描
く
こ
と
と
、
個
人
の
問
題
を
描
く
こ
と
、
そ
の
両

方
を
融
合
さ
せ
た
自
伝
的
で
社
会
的
な
小
説
を
描
き
得
た
。
こ
の
〈
わ
た

し
〉
か
ら
〈
彼
女
た
ち
〉
そ
し
て
〈
わ
た
し
た
ち
〉
へ
の
広
が
り
、
個
人

性
と
社
会
性
の
融
合
は
、
社
会
性
が
な
い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
日

本
の
「
私
小
説
」
に
も
新
た
な
方
向
性
を
示
し
て
く
れ
る
。
「
離
れ
部
屋
」

は
、
日
本
の
「
私
小
説
」
と
似
て
ま
た
異
な
る
、
個
人
的
で
社
会
的
な
「
私

か
せ
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
物
を
つ
く
り
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
女

た
ち
を
、
い
ま
こ
そ
わ
た
し
は
親
し
い
友
た
ち
と
呼
び
た
い
〉
と
思
え
る

よ
う
に
な
る
（
第
四
章
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
四
年
間
の
こ
と
を
黙
殺

し
〈
十
五
歳
か
ら
突
如
と
し
て
、
二
十
歳
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
〉
〈
わ
た
し
〉
は
、
〈
ま
と
も
に
離
れ
部
屋
か
ら
歩
い
て
で
て
く
る
こ
と

の
で
き
る
道
〉
を
見
つ
け
る
の
で
あ
る
（
第
四
章
）
。
ち
な
み
に
、
こ
の

和
解
で
言
え
ば
、
雑
誌
連
載
は
「
離
れ
部
屋
」
と
も
う
一
度
向
き
合
え
る

と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
て
、
あ
と
の
〈
彼
女
た
ち
〉
の
こ
と
、
〈
わ
た
し

自
身
〉
の
こ
と
も
加
筆
部
に
あ
た
る
。
悩
み
な
が
ら
作
品
を
書
く
こ
と
で
、

〈
わ
た
し
〉
は
ヒ
ジ
ェ
・
オ
ン
ニ
の
こ
と
、
そ
し
て
〈
彼
女
た
ち
〉
の
こ

と
、
更
に
は
〈
わ
た
し
〉
自
身
の
過
去
と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
離

れ
部
屋
」
を
書
き
切
る
こ
と
で
、
現
在
の
〈
わ
た
し
〉
も
ま
た
、
よ
う
や

く
〈
彼
女
た
ち
〉
の
一
員
、
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
一
人
と
な
り
得
た
の
で

あ
る
。
「
離
れ
部
屋
』
の
手
法
は
〈
わ
た
し
た
ち
〉
の
こ
と
を
確
か
に
伝

え
た
い
と
い
う
〈
わ
た
し
〉
の
強
い
思
い
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
の
煩
悶
を
繰
り
返
し
て
し
か
過
去
と
の
和
解
、
現
在
の
く
わ
た

し
〉
の
変
化
も
あ
り
得
な
か
っ
た
。

〈
現
在
性
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
考
え
て
み
た
。
（
中
略
）
少
な
く
と
も
文

学
の
中
で
は
、
い
ま
こ
の
瞬
間
よ
り
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
記
憶
は
、
省
察
の

対
象
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
日
の
中
に
流
れ
て
い
る
昨
日
の
掘

り
起
こ
し
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
わ
た
し
が
い
ま
こ
こ
に
い
る
の
か
を
探
る

た
め
に
、
い
ま
わ
た
し
が
こ
こ
で
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
探
り

だ
す
た
め
に
。
今
日
は
ま
た
昨
日
と
な
っ
て
、
明
日
に
は
流
れ
だ
す
だ
ろ

う
。
文
学
が
い
つ
だ
っ
て
流
れ
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
せ
い
で

は
な
い
か
。
〉

（
第
一
章
）

小
説
」
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
作
品
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
〈
わ
た
し
〉
の
問
い
は
終
わ
ら
な
い
。
雑
誌

連
載
の
終
わ
り
で
は
〈
わ
た
し
〉
は
〈
言
え
な
か
っ
た
こ
と
と
、
行
動
に

表
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
が
、
小
説
化
さ
れ
ず
に
、
未
来
の
こ
と
と
し
て
残

さ
れ
て
い
た
頃
へ
、
立
ち
戻
っ
て
い
き
た
い
。
修
正
と
加
筆
と
、
わ
た
し

自
身
に
向
か
っ
て
の
質
問
が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
た
頃
へ
…

…
〉
（
第
四
章
）
と
思
っ
て
い
る
し
、
単
行
本
の
終
わ
り
で
は
〈
こ
の
作

品
は
事
実
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
な
い
、
そ
の
中
間
く
ら
い
に
な
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
を
文
学
と
い
え
る
の
か
ど
う

か
。
も
の
書
き
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
も
の
を
書
く

と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
を
〉
と
冒
頭
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け

変
え
た
問
い
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
安
藤
宏
が
言
う
〈
自
ら
「
小
説
家
」

た
り
う
る
か
ど
う
か
を
言
葉
に
よ
っ
て
問
い
返
し
て
ゆ
く
契
機
〉
が
、
『
離

れ
部
屋
』
で
は
終
わ
ら
な
い
問
い
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
先
に
引

用
し
た
白
楽
晴
は
、
そ
こ
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
完
結
的
な
結
び
方
に

対
す
る
拒
否
を
指
摘
し
て
い
た
が
そ
れ
だ
け
な
の
か
。
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〈
文
学
の
中
で
は
、
い
ま
こ
の
瞬
間
よ
り
以
前
の
あ
ら
ゆ
る
記
憶
は
、

省
察
の
対
象
〉
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
〈
な
ぜ
わ
た
し
が
い
ま
こ
こ
に

い
る
の
か
を
探
る
た
め
〉
、
〈
い
ま
わ
た
し
が
こ
こ
で
何
を
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
か
を
探
り
だ
す
た
め
〉
だ
と
す
れ
ば
、
作
家
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉

に
と
っ
て
、
〈
こ
の
瞬
間
〉
を
問
う
こ
と
は
常
に
〈
自
ら
「
小
説
家
」
た

り
う
る
か
ど
う
か
を
言
葉
に
よ
っ
て
問
い
返
し
て
ゆ
く
〉
こ
と
に
つ
な
が

る
。
志
賀
直
哉
の
『
和
解
」
Ｃ
九
一
七
年
）
や
牧
野
信
一
の
『
父
を
売

る
子
』
（
一
九
二
四
年
）
な
ど
、
日
本
の
「
私
小
説
」
に
も
作
品
を
書
く

こ
と
に
つ
い
て
書
く
「
小
説
家
小
説
」
は
多
い
。
文
学
に
お
い
て
、
〈
こ

の
瞬
間
〉
以
前
が
す
べ
て
〈
省
察
の
対
象
〉
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
作
家
自

身
の
こ
と
を
書
く
「
私
小
説
」
は
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
自
己
言
及
的
な

言
説
を
含
み
や
す
い
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
が
、
韓
国
で
書
か
れ
た

「
離
れ
部
屋
』
は
、
お
そ
ら
く
「
私
小
説
」
が
「
小
説
」
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
る
日
本
の
「
私
小
説
」
よ
り
も
、
「
事
実
」
や
「
私
」
を
書
く
こ

と
の
葛
藤
を
よ
り
多
く
抱
え
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
あ
ま

り
問
題
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
い
を
問
い
続
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

だ
。
過
去
の
「
事
実
」
を
描
き
だ
す
こ
と
へ
の
繰
り
返
さ
れ
る
葛
藤
。
そ

の
後
の
書
か
れ
た
「
事
実
」
は
果
た
し
て
「
事
実
」
な
の
か
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ど
ち
ら
と
も
一
言
え
な
い
の
か
と
い
う
問
い
。

そ
の
答
え
の
な
い
問
い
は
全
て
そ
の
ま
ま
〈
も
の
書
き
〉
で
あ
る
〈
わ
た

し
〉
に
返
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
〈
わ
た
し
〉
は
そ
れ
を
引
き
受
け
る
し

か
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
ま
た
、
『
離
れ
部
屋
』
は
日
本
の
「
私

小
説
」
を
凌
駕
す
る
作
品
と
な
り
得
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
記
】

（
１
）
「
國
文
學
」
「
特
集
》
世
界
の
小
説
・
最
前
線
」
（
二
○
○
二
年
八
月
）

（
２
）
申
京
淑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
記
憶
と
疎
通
」
（
「
私
小
説
研
究
」
第
９
号
、

二
○
○
八
年
四
月
）

（
３
）
白
楽
晴
「
離
れ
部
屋
が
問
う
た
こ
と
と
成
し
遂
げ
た
こ
と
」
（
改
訂
版

『
離
れ
部
屋
』
「
解
説
」
、
訳
は
引
用
者
に
よ
る
。
）

（
４
）
安
藤
宏
「
自
意
識
の
昭
和
文
学
」
二
九
九
四
年
、
至
文
堂
）

（
５
）
文
京
洙
「
韓
国
現
代
史
』
（
二
○
○
五
年
、
岩
波
新
書
）

（
６
）
韓
国
民
衆
史
研
究
会
編
『
韓
国
民
衆
史
近
現
代
篇
」
二
九
九
八
年
、

木
犀
社
、
高
崎
宗
司
訳
）

（
う
め
ざ
わ
あ
ゆ
み
・
本
学
兼
任
講
師
）
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