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は
じ
め
に

　

昭
和
三
十
二
年
『
中
央
公
論
』
の
三
月
号
か
ら
八
月
号
ま
で
、

六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
『
天
平
の
甍
』
①

は
、
戦
後
文
壇

で
頭
角
を
現
し
た
井
上
靖
が
発
表
し
た
長
編
歴
史
小
説
の
第
一
作

で
あ
る
。
同
年
十
二
月
に
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
、
翌
年
の
二
月
に

芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。「
遣
唐
留
学
生
」
を
取
り

扱
っ
た
こ
と
に
よ
り
、「
既
に
定
ま
っ
た
流
行
作
家
の
位
置
か
ら

歴
史
小
説
作
家
へ
軌
道
修
正
」
し
よ
う
と
す
る
井
上
靖
の
意
志
が

は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
」
②

た
作
品
だ
と
福
田
宏
年
は
指
摘
し
た
。

『
天
平
の
甍
』
は
、
こ
の
作
家
の
「
本
格
的
な
歴
史
小
説
」
③

の
第

一
作
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

　

こ
の
小
説
は
、鍳
真
研
究
者
の
安
藤
更
生
の
助
力
を
得
な
が
ら
、

奈
良
時
代
の
高
名
な
文
人
淡
海
三
船
の
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』（
鍳

真
の
弟
子
思
託
が
撰
し
た『
大
唐
伝
戒
師
僧
名
記
大
和
上
鑑
真
伝
』

三
巻
に
基
づ
い
た
も
の
）
と
『
延
暦
僧
録
』、『
続
日
本
紀
』、『
万

葉
集
』
等
を
典
拠
と
し
て
、
律
宗
の
開
祖
・
唐
僧
鍳
真
の
日
本
へ

の
招
聘
を
主
軸
に
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
閏
わ
っ
た

五
人
の
留
学
僧
を
描
い
た
壮
大
な
物
語
で
あ
る
。鍳
真
に
対
し
て
、

作
者
は
史
料
を
的
確
に
押
さ
え
④

、
史
実
に
忠
実
な
姿
勢
を
貫
い

て
い
る
が
、
五
人
の
留
学
僧
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た

記
録
を
参
考
に
し
た
故
に
、
小
説
家
の
創
造
に
よ
る
部
分
が
大
き

く
な
っ
て
い
る
。
從
っ
て
、
作
者
は
留
学
僧
に
そ
れ
ぞ
れ
性
格
、

役
割
を
持
た
せ
、
彼
等
の
イ
メ
ー
ジ
、
生
き
方
、
或
い
は
運
命
の

設
定
に
い
ろ
い
ろ
と
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
⑤

。

　

そ
う
し
た
留
学
僧
像
の
中
で
も
、
業
行
は
さ
ほ
ど
多
く
の
頁
が

割
か
れ
て
い
な
い
が
、
物
語
を
彩
る
最
重
要
人
物
の
一
人
に
数
え

ら
れ
る
。例
え
ば
山
田
博
光
は
業
行
の
人
物
像
に
つ
い
て
、「
努
力
」

『
天
平
の
甍
』
論

―
業
行
に
お
け
る
「
犠
牲
」
の
精
神
と
は

劉　
　

慧　
　

子
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す
る
人
間
に
井
上
靖
は
「
無
言
の
賛
辞
を
捧
げ
て
い
る
」
と
述
べ
、

井
上
靖
の
義
父
足
立
文
太
郎
と
画
家
荒
井
寛
方
が
原
型
で
あ
る
と

主
張
し
た
⑥

。
こ
の
よ
う
に
歴
史
上
で
は
無
名
で
あ
っ
た
留
学
僧

た
ち
の
「
努
力
」
に
注
目
し
た
論
考
は
多
い
⑦

。
が
、
本
論
で
は

作
者
が
多
用
す
る「
犠
牲
」と
い
う
言
葉
に
留
意
し
た
い
。「
努
力
」

は
一
種
の
〈
生
き
方
〉
で
あ
り
、
あ
る
人
生
を
貫
く
〈
過
程
〉
で

あ
る
が
、「
犠
牲
」
は
作
者
が
作
中
人
物
に
与
え
た
一
つ
の
〈
運
命
〉

で
あ
り
、
人
生
の
〈
結
果
〉
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
中
で
も
膨

大
な
経
巻
類
と
共
に
一
身
を
滅
ぼ
し
て
ゆ
く
終
焉
の
場
面
で
、
普

照
は
業
行
の「
悲
痛
な
絶
叫
」を
耳
に
し
て
い
る
。そ
の
残
酷
な〈
運

命
〉
か
ら
滲
み
出
る
よ
う
な
悲
哀
と
「
喪
失
感
」
が
実
は
巻
末
に

強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
経
典
を
写
し
て
持
ち
帰

る
使
命
に
没
入
し
て
い
る
業
行
の
中
に
あ
ふ
れ
る
情
熱
の
み
な
も

と
、
狂
気
に
迫
る
形
相
の
裏
に
執
着
し
続
け
て
い
る
も
の
、
ま
た

業
行
の
痛
ま
し
い
犠
牲
の
運
命
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
業
行
と
い
う
人
物
設
定
に
着
眼
し
つ

つ
、
考
察
を
進
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一
、「
奇
怪
な
人
物
」
業
行
に
お
け
る
〈
日
本
〉

　
『
続
日
本
記
』
巻
二
十
四
の
中
に
、
業
行
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

和
上
者
揚
州
龍
興
寺
之
大
德
也
。
博
涉
二
経
論
一
、
尤
精
二
戒

律
一
。
江
淮
之
間
、
独
為
二
化
主
一
。
天
宝
二
載
、
留
学
僧
栄
叡
・

業
行
4

4

等
、
白
二
和
上
一
曰
、
仏
法
東
流
、
至
二
於
本
國
一
。
雖
レ
有

二
其
教
一
、
無
二
人
伝
授
一
。
幸
願
、
和
上
東
遊
興
レ
化
。
辞
旨
懇

至
、諮
請
不
レ
息
。
乃
於
二
陽
州
一
買
レ
船
入
レ
海
。
而
中
途
風
漂
、

船
被
二
打
破
一
。
和
上
一
心
念
仏
。
人
皆
頼
レ
之
免
レ
死
。
至
二
於

七
載
一
、
更
復
渡
海
。
亦
遭
二
風
浪
一
、
漂
二
着
日
南
一
。
時
栄
叡

物
故
。
和
上
悲
泣
失
レ
明
。
勝
宝
四
年
、
本
国
使
適
聘
二
于
唐
一
、

業
行
4

4

乃
說
以
二
宿
心
一
。
遂
与
二
弟
子
廿
四
人
一
、
寄
乗
副
使
大

伴
宿
禰
古
麻
呂
船
一
帰
朝
。
⑧

　

鍳
真
渡
航
の
経
緯
を
簡
潔
に
伝
え
る
こ
の
一
節
を
読
む
と
、
業

行
は
栄
叡
と
一
緒
に
戒
師
の
招
請
に
尽
力
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
し
か
し
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
中
に
業
行
の
こ
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と
は
一
切
言
及
さ
れ
ず
、
鍳
真
の
「
東
遊
」
を
要
請
す
る
留
学
僧

は
普
照
と
栄
叡
の
二
人
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
判
明
し
た
事
実
で

あ
る
。『
続
日
本
紀
』
に
記
入
さ
れ
る
業
行
の
名
は
普
照
の
別
名

で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
井
上
靖
は
歴
史
に
名
を
留
め
る
だ
け
の

「
業
行
」
を
巧
み
に
生
か
し
、
わ
ず
か
な
歴
史
根
拠
に
基
づ
い
て
、

一
個
の
独
立
し
た
人
格
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
作
中
に
お
け

る
業
行
の
人
物
像
と
行
動
に
視
線
を
注
ぐ
と
、
書
き
手
の
歴
史
認

識
に
関
す
る
深
い
情
報
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

業
行
以
外
の
四
人
留
学
僧
は
、
天
平
五
年
（
西
紀
七
三
三
年
）、

授
戒
の
師
を
連
れ
帰
る
任
務
を
も
っ
て
、
第
九
次
遣
唐
使
に
随
行

し
て
唐
へ
渡
っ
た
。
戒
師
を
迎
え
よ
う
と
し
た
日
本
の
態
度
は
、

安
藤
更
生
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
宗
教
的
な
も
の
ば
か
り
で
は

な
か
っ
た
。
政
治
的
な
根
因
の
内
在
す
る
要
求
だ
っ
た
の
で
あ

る
」
⑨

。
僧
尼
の
堕
落
し
た
行
儀
を
粛
正
す
る
こ
と
と
、
横
行
し

た
行
基
一
派
へ
の
弾
圧
は
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
至
急
の
政
治
課

題
で
あ
っ
た
。
初
出
に
お
け
る
栄
叡
の
「
わ
れ
わ
れ
の
使
命
は
多

分
に
政
治
家
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
発
言
も
こ
の
こ
と
を
は
っ
き

り
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
重
大
な
国
家
使
命
を
背
負
う
留
学

僧
達
は
荒
海
に
向
か
っ
て
出
航
し
た
の
で
あ
る
。

　

唐
へ
渡
っ
た
後
、
普
照
ら
は
玄
昉
、
下
道
真
備
、
景
雲
、
業
行

ら
四
人
の
先
輩
達
に
会
い
、
そ
れ
ぞ
れ
学
業
の
研
鑽
状
況
を
目
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
紫
の
袈
裟
を
賜
っ
た
玄
昉
は
、
陰
陽
、
歴

算
、
天
文
諸
学
を
研
鑽
す
る
下
道
真
備
と
共
に
盛
名
を
馳
せ
て
い

る
僧
と
な
っ
て
い
た
が
、
同
じ
僧
服
を
纏
っ
て
い
る
六
十
歳
の
景

雲
は
老
残
の
身
一
つ
を
日
本
へ
運
ぶ
し
か
な
い
。
本
人
は
栄
誉
と

恥
辱
を
気
に
し
な
く
て
も
、若
き
留
学
僧
の
目
に
は
、そ
れ
は
「
哀

れ
に
愚
か
に
見
え
た
」。
そ
れ
と
同
じ
功
を
成
し
得
な
か
っ
た
業

行
と
い
う
僧
侶
も
、
他
人
に
異
様
な
目
つ
き
を
さ
れ
て
い
た
。
彼

の
登
場
は
、
景
雲
、
玄
朗
、
栄
叡
の
三
人
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
普
照
と
玄
朗
を
目
の
前
に
置
い
て
、
景
雲
は
感
慨
深
そ

う
に
「
彼
に
も
と
う
と
う
陽
が
当
ら
な
か
っ
た
！
」
と
語
っ
た
。

些
か
哀
れ
み
が
含
ま
れ
る
景
雲
の
言
葉
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の

意
味
が
読
み
取
れ
る
。
一
つ
は
、
業
行
の
冷
た
い
陰
惨
な
写
経
環

境
と
脆
弱
な
身
体
を
指
し
て
い
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
景
雲
と
同

じ
何
に
も
な
ら
な
か
っ
た
人
生
、
そ
し
て
報
い
ら
れ
ず
に
終
わ
っ

た
運
命
を
そ
れ
と
な
く
示
し
て
い
る
。

　

次
に
業
行
の
様
子
を
探
り
に
来
た
玄
朗
は
、「
こ
の
方
は
ち
ょ
っ
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と
変
っ
て
い
る
」「
兎
に
角
変
っ
て
い
る
」（「
変
っ
て
い
る
」
は

初
出
で
「
怖
い
」
と
書
か
れ
る
。）
と
言
葉
に
説
明
で
き
な
い
ほ

ど
驚
き
の
態
度
を
示
し
た
。
同
じ
よ
う
に
、
栄
叡
も
業
行
と
い
う

人
間
の
実
態
を
捉
え
に
く
く
、「
豪
い
の
か
も
し
ら
ん
が
、
莫
迦

か
も
し
ら
ん
」
と
当
惑
し
て
い
た
。
二
人
の
目
に
「
奇
怪
な
人
物
」

と
し
て
映
じ
て
い
る
業
行
は
、
神
秘
的
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
登

場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

郊
外
の
寺
を
訪
ね
て
き
た
普
照
の
眼
に
映
っ
て
い
る
の
は
、
冷

寒
、
陰
惨
な
部
屋
、
乱
雑
に
置
か
れ
て
あ
る
古
文
書
の
束
、
そ
し

て
老
け
顔
で
貧
弱
な
体
つ
き
の
業
行
で
あ
る
。

　

五
十
歳
近
い
で
あ
ろ
う
か
。
小
柄
で
、
脆
弱
な
体
が
そ
の
ま

ま
老
い
込
ん
で
い
た
の
で
、
年
齢
の
ほ
ど
確
と
は
判
ら
な
か
っ

た
。
風
采
は
ひ
ど
く
上
が
ら
な
か
っ
た
。

　
「
こ
の
間
来
ら
れ
た
、
何
と
い
い
ま
し
た
か
な
、
あ
の
方
の

お
連
れ
で
す
か
」

　

業
行
は
ぼ
そ
っ
と
し
た
口
調
で
言
っ
た
。
秋
の
初
め
で
は
あ

り
、
ま
だ
寒
さ
が
感
じ
ら
れ
る
季
節
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
は

坐
っ
て
い
る
両
膝
の
下
に
左
右
か
ら
手
を
差
し
込
ん
で
、
体
を

細
か
く
震
わ
せ
て
い
た
。

　
（
中
略
）

　

業
行
の
顔
は
、
普
照
が
唐
土
へ
来
て
見
る
一
番
唐
土
と
は
無

関
係
な
顔
で
あ
っ
た
。業
行
は
全
く
日
本
人
の
顔

4

4

4

4

4

4

4

を
し
て
い
た
。

顔
ば
か
り
で
な
く
体
も
小
さ
く
て
貧
弱
で
、
日
本
の
到
る
と
こ

ろ
で
見
る
百
姓
の
体
つ
き
で
あ
っ
た
。（
第
一
章
）

　

小
説
の
冒
頭
か
ら
終
盤
ま
で
、
業
行
が
登
場
す
る
た
び
に
、
そ

の
貧
相
な
姿
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
展
開
に
つ

れ
て
、業
行
の
姿
は
「
脆
弱
」
→
「
老
衰
」
→
「
不
具
者
」
→
「
ひ

と
廻
り
小
さ
く
な
っ
て
い
た
」
→
「
背
の
曲
が
っ
た
貧
弱
な
老
人
」

と
の
順
で
変
化
し
て
い
く
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
業
行
は
自
分
の
外

見
の
変
化
に
気
に
な
る
様
子
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
。
或
い
は
正

確
に
言
う
と
、
外
見
の
こ
と
な
ど
か
え
り
み
る
暇
が
な
か
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
。
唐
土
で
十
七
年
生
活
し
た
下
道
真
備
は
、
普
照

に
は
、皮
膚
の
色
も
眼
の
色
も
「
日
本
人
よ
り
寧
ろ
唐
人
に
近
い
」

印
象
を
与
え
た
の
に
対
し
、
業
行
の
顔
は
意
外
に
も
唐
土
と
は
無

関
係
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
三
十
年
間
異
国
の
風
土
に

晒
さ
れ
て
い
た
が
、
唐
人
の
特
徴
が
些
か
も
染
み
つ
い
て
な
く
、
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「
全
く
日
本
人
の
顔
」
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
内
面
は

い
つ
も
顔
に
出
る
。業
行
は
何
に
執
着
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

以
下
、業
行
が
写
経
に
取
り
組
み
始
め
た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
、

文
脈
を
辿
り
な
が
ら
探
っ
て
み
よ
う
。

　

普
照
は
業
行
と
初
め
て
出
会
っ
た
際
、
以
下
の
よ
う
な
会
話
を

交
わ
し
て
い
る
。

　
　
「
何
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
」

　
「
こ
れ
で
す
」

　

業
行
は
机
の
上
の
方
へ
顎
で
し
ゃ
く
る
よ
う
に
し
て
、

　
「
ま
だ
、
な
か
な
か
で
す
。
始
め
た
の
が
遅
か
っ
た
ん
で
す
。

自
分
で
勉
強
し
よ
う
と
思
っ
て
何
年
か
潰
し
て
し
ま
っ
た
の
が

失
敗
で
し
た
。
自
分
が
判
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
自
分
が
幾
ら

勉
強
し
て
も
、
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
と
早
く
判
れ
ば
よ
か
っ

た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
遅
か
っ
た
。
経
典
で
も
経
疏
で
も
、
い

ま
日
本
4

4

で
一
番
必
要

4

4

4

4

な
の
は
、
一
字
の
間
違
い
も
な
く
写
さ
れ

た
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
い
ま
で
も
随
分
い
い
加
減
な
も
の

が
将
来
さ
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
」

　

こ
の
時
だ
け
、
業
行
は
早
口
で
は
あ
っ
た
が
、
自
分
の
意
見

4

4

4

4

4

ら
し
い
も
の

4

4

4

4

4

を
言
葉
と
し
て
口
か
ら
出
し
た
。
そ
の
間
も
貧
乏

ゆ
す
り
は
相
変
ら
ず
続
い
て
い
た
。（
一
章
）

　

業
行
は
「
経
巻
」
に
生
涯
を
さ
さ
げ
て
い
た
。
今
ま
で
「
日
本
」

に
将
来
さ
れ
て
い
た
も
の
に
不
満
を
抱
え
、
自
分
の
勉
学
能
力
の

限
界
を
意
識
し
た
後
、
研
鑽
を
諦
め
て
、
現
在
「
日
本
」
で
「
一

番
必
要
」
な
も
の
を
持
ち
帰
る
こ
と
に
重
く
使
命
感
を
感
じ
取
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
つ
も
曖
昧
な
返
事
を
し
た
業
行
は
、

初
め
て
「
自
分
の
意
見
ら
し
い
も
の
」
を
口
走
っ
た
。
そ
の
言
葉

に
は
、
写
経
は
母
国
に
力
を
尽
く
そ
う
と
い
う
気
持
ち
か
ら
出
発

し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
を
実
践
す
る
方
法
と
し
て
、
業

行
は
一
字
の
間
違
い
も
な
い
古
文
書
を
筆
写
す
る
こ
と
を
自
分
に

課
し
、
ま
た
信
念
と
し
て
、
命
を
懸
け
て
で
も
こ
の
仕
事
を
や

り
遂
げ
よ
う
と
執
着
し
た
の
で
あ
る
。
三
十
余
年
の
歳
月
に
熱
意

を
か
け
、
明
け
て
も
暮
れ
て
も
書
き
写
し
た
「
経
巻
」
は
、「
恰

も
業
行
を
世
俗
世
界
か
ら
遮
断
し
て
い
る
壁
の
よ
う
に
、
き
ち
ん

と
整
頓
さ
れ
て
彼
の
机
の
周
辺
に
堆
高
く
積
み
上
げ
ら
れ
て
あ
っ

た
」。
経
巻
類
の
中
に
身
を
埋
め
て
い
る
業
行
に
と
っ
て
、
厖
大

な
筆
写
本
は
城
砦
（
初
出
で
は
「
壁
」
は
「
砦
」
と
表
示
す
る
）
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の
ご
と
く
、
異
国
僧
業
行
の
世
間
離
れ
し
た
禁
欲
的
な
生
活
を

守
っ
て
い
る
。

　

次
に
業
行
が
写
し
た
経
巻
類
を
日
本
へ
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
経

緯
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　

異
国
の
土
を
踏
ん
で
か
ら
十
年
の
歳
月
が
流
れ
、
普
照
は
突
如

帰
国
を
思
い
立
っ
た
。
丁
度
そ
れ
と
重
な
る
よ
う
に
、
思
い
が
け

ず
業
行
の
来
訪
を
受
け
、
帰
国
す
る
方
法
を
尋
ね
ら
れ
た
。
窶
れ

て
い
る
業
行
の
は
っ
き
り
し
な
い
喋
り
方
と
低
い
声
の
中
に
な
ん

と
な
く
「
思
い
詰
め
た
も
の
」
を
、
普
照
は
感
じ
た
。
数
日
後
、

禅
定
寺
を
訪
ね
て
来
た
栄
叡
と
普
照
に
、
業
行
は
経
巻
を
他
人
に

預
け
た
く
な
い
理
由
を
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
　
「
人
に
頼
め
る
と
い
い
ん
で
す
が
、
併
し
、
い
ざ
と
い
う
時

に
は
こ
の
経
本
の
身
替
り

4

4

4

4

4

4

に
な
っ
て
、
自
分
の
体
を
海
に
投
ず

る
人
で
な
け
れ
ば
困
り
ま
す
。
そ
う
い
う
人
は
い
な
い
で
し
ょ

う
。や
は
り
私
が
持
っ
て
行
く
よ
り
ほ
か
仕
方
が
な
い
ん
で
す
」

　

と
言
っ
た
。
ぼ
そ
ぼ
そ
し
た
口
調
だ
っ
た
が
、
あ
る
き
び
し

さ
が
あ
っ
た
。
栄
叡
に
し
て
も
普
照
に
し
て
も
、
返
す
言
葉
は

な
か
っ
た
。（
二
章
）

　

経
本
を
日
本
へ
持
ち
帰
る
た
め
に
は
、
い
つ
で
も
自
己
を
犠
牲

す
る
覚
悟
が
必
要
だ
と
業
行
は
考
え
て
い
る
。経
本
と
比
べ
る
と
、

人
間
の
死
は
鴻
毛
よ
り
軽
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
、
返

答
に
詰
ま
る
栄
叡
、
普
照
の
二
人
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
精
神
の
境

地
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
伝
戒
の
師
に

熱
中
し
て
い
る
栄
叡
と
違
っ
て
、
普
照
は
「
自
己
完
成
」
を
戒
法

の
招
請
と
も
、
業
行
の
経
巻
類
と
も
、「
取
り
替
え
る
気
に
は
な

ら
な
か
っ
た
」。
そ
の
考
え
方
を
変
え
る
鍵
と
な
る
人
物
は
、
生

命
を
惜
し
ま
ず
即
座
に
渡
海
の
こ
と
を
応
答
し
た
鍳
真
で
あ
る
。

死
に
際
し
て
悠
々
た
る
鍳
真
の
態
度
か
ら
、
普
照
は
「
奇
妙
な
、

名
状
し
難
い
酩
酊
感
」
を
感
じ
て
い
た
。
生
死
を
度
外
視
す
る
精

神
の
輝
き
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
、
渡
航
の
準
備
が
整
っ
て
か
ら
、
普
照
は
改
め
て
業
行

を
探
し
出
し
、
あ
の
厖
大
な
経
巻
類
の
一
部
を
船
に
積
み
込
み
た

い
こ
と
を
説
明
に
来
た
。
普
照
に
面
し
て
、
業
行
は
言
っ
た
。

　
「
な
る
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
あ
れ
は
幾
つ
か
の
便
船
に

託
す
べ
き
も
の
で
し
ょ
う
。
何
も
私
と
一
緒
に
日
本
へ
渡
ら
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
要
は
無
事
に
日
本
4

4

へ
渡
り
さ
え

す
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
貴
方
が
た
が
確
実
に
日
本
4

4

へ
着
く
と
い

う
の
な
ら
お
預
け
し
ま
し
ょ
う
」

　

と
言
っ
た
。（
三
章
）

　

こ
こ
で
、
業
行
は
幾
つ
か
の
船
便
に
託
す
こ
と
を
承
諾
す
る
条

件
と
し
て
、
無
事
に
「
日
本
」
に
到
達
す
る
こ
と
を
何
度
も
強
調

し
て
い
る
。
普
照
が
万
が
一
の
場
合
、
経
巻
の
た
め
に
献
身
す
る

こ
と
を
保
証
す
る
に
至
っ
て
、
業
行
は
よ
う
や
く
納
得
し
て
経
巻

を
渡
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
渡
日
計
画
が
思
い
が
け
ず
挫
折
し
、
一
行
は
海
南

島
へ
流
さ
れ
た
。
業
行
か
ら
託
さ
れ
た
経
巻
類
の
木
箱
二
個
は
仕

方
な
く
大
雲
寺
に
収
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
普
照
は
こ
の
こ
と
を

洛
陽
に
滞
在
し
て
い
る
業
行
に
会
っ
て
話
す
と
、
業
行
は
「
ひ
ど

く
不
機
嫌
な
顔
」
に
な
り
、「
歩
き
な
が
ら
が
た
が
た
と
体
を
震

わ
せ
」、
あ
の
経
巻
類
を
「
そ
ん
な
南
の
国
の
名
も
知
れ
な
い
寺
」

に
置
い
た
こ
と
を
、「
明
ら
か
に
烈
し
く
非
難
す
る
口
調
」
で
普

照
と
立
ち
向
か
っ
て
い
た
。
業
行
の
こ
の
よ
う
な
激
し
い
感
情
が

沸
き
上
が
る
の
は
思
い
の
ほ
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
普
照
は
次

の
よ
う
に
弁
解
し
て
い
た
。

　

名
も
知
れ
な
い
寺
と
い
っ
て
も
、
大
雲
寺
は
振
州
で
は
一
、

二
の
名
刹
で
す
。
海
底
の
藻
屑
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ

の
経
巻
類
は
現
在
、
こ
の
唐
土
に
あ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、
仏
陀
の
功
徳
を
説

い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
で
諦
め
て
戴
け
ま
せ
ん
か
（
第
四

章
）

　

僻
陬
の
大
雲
寺
と
言
っ
て
も
、
あ
の
経
巻
類
は
海
底
の
藻
屑
と

消
え
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
唐
土
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
そ
れ

な
り
の
価
値
が
発
揮
で
き
る
と
普
照
は
訴
え
た
。
唐
土
は
留
学
僧

た
ち
に
と
っ
て
、
何
十
年
、
或
い
は
一
生
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
第

二
の
故
郷
と
呼
べ
る
場
所
か
も
し
れ
な
い
。そ
の
意
味
に
お
い
て
、

「
国
」
の
問
題
を
気
に
し
な
く
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
普

照
の
態
度
で
あ
っ
た
。
こ
の
弁
解
に
対
し
、
業
行
は
若
干
譲
歩
し

た
が
、「
国
」
に
つ
い
て
「
日
本
」
へ
の
執
拗
は
変
わ
ら
ず
、
少

し
も
妥
協
の
意
を
示
さ
な
か
っ
た
。

　

あ
れ
は
日
本
4

4

へ
持
っ
て
行
く
た
め
の
経
巻
で
す
。
な
る
ほ
ど
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仏
像
以
外
一
物
も
な
い
辺
土
の
寺
へ
納
め
た
と
す
れ
ば
意
味
は

あ
る
で
し
ょ
う
が
、
併
し
、
あ
れ
は
日
本
4

4

へ
持
っ
て
行
く
た
め

に
、
私
が
生
涯
を
か
け
た
仕
事
の
何
分
の
一
か
で
す
。（
四
章
）

　

経
巻
の
置
き
場
と
し
て
、
業
行
は
ど
う
し
て
も
母
国
を
要
求

し
、
そ
し
て
、
普
照
の
や
り
方
を
許
さ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
ま

す
ま
す
憤
懣
な
る
気
持
ち
に
な
っ
た
。
数
年
後
、
写
経
の
仕
事
に

取
り
掛
か
っ
て
い
た
普
照
は
義
浄
訳
の
経
典
の
在
所
を
業
行
に
尋

ね
た
。
そ
の
際
に
、
経
典
を
探
す
労
を
省
こ
う
と
す
る
普
照
に
対

し
、「
業
行
の
気
難
し
さ
は
、
暫
く
の
間
に
一
層
烈
し
い
も
の
に

な
っ
て
い
た
」。
病
床
に
臥
し
て
い
た
業
行
は
、
経
典
の
こ
と
に

対
し
て
今
も
な
お
気
に
か
け
て
い
る
。

　

普
照
は
振
州
の
大
雲
寺
へ
業
行
が
写
し
た
二
箱
の
経
巻
を
納

め
て
来
た
こ
と
に
対
し
て
、
業
行
の
怒
り
が
ま
だ
消
え
て
い
な

い
こ
と
を
知
っ
た
。（
五
章
）

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
業
行
の
写
経
が
単
に
仏
陀
へ
の
供

養
と
簡
単
に
結
論
づ
け
る
の
は
適
切
で
あ
る
ま
い
。「
仏
」
の
た

め
と
は
い
え
、
業
行
に
は
〈
日
本
〉
が
念
頭
に
あ
り
、〈
日
本
〉

の
現
状
を
改
善
す
る
た
め
に
価
値
の
あ
る
も
の
を
持
ち
運
ぶ
こ
と

を
志
す
。
自
分
を
押
し
殺
し
な
が
ら
、
骨
が
折
れ
る
ほ
ど
の
苦
労

を
厭
わ
ず
、
思
慮
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
自
己
犠
牲
を
払
っ
て
で

も
大
切
な
経
巻
を
〈
日
本
〉
へ
持
ち
帰
ろ
う
と
す
る
業
行
の
決
心

は
、
国
と
い
う
意
識
、
或
い
は
国
家
的
な
使
命
感
が
あ
っ
て
こ
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

二
、「
犠
牲
」
に
な
る
運
命

　

黄
泗
浦
か
ら
出
発
し
、
業
行
の
乗
っ
て
い
た
副
使
吉
備
真
備
の

第
三
船
が
六
日
目
の
夜
半
阿
古
奈
波
島
に
到
着
し
た
。
こ
こ
で
第

二
船
に
分
け
ら
れ
た
業
行
は
不
服
を
示
し
、
他
人
に
手
間
を
取
ら

せ
る
の
を
顧
み
ず
、
携
行
す
る
経
巻
を
条
件
の
良
い
第
一
船
に
移

ら
せ
た
。
第
一
船
が
つ
い
に
日
本
へ
た
ど
り
着
か
な
か
っ
た
こ
と

は
紛
れ
も
な
い
歴
史
上
の
事
実
で
あ
る
。
敢
え
て
業
行
を
こ
の
船

に
移
し
た
と
こ
ろ
に
作
家
の
意
図
が
表
れ
て
い
る
。
業
行
の
最
期

に
つ
い
て
、
小
説
で
は
彼
の
死
を
直
接
言
明
し
て
い
な
い
が
、
阿
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古
奈
波
島
の
台
地
で
普
照
と
業
行
の
最
後
の
対
面
を
描
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
業
行
に
間
も
な
く
訪
れ
る
死
が
暗
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

　

潮
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
暮
方
の
海
を
見
降
ろ
し
て
い
る
「
一

人
の
背
の
曲
っ
た
貧
弱
な
老
人
」
業
行
は
、
異
国
の
風
土
に
お
い

て
日
本
人
の
姿
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
る
う
ち
に
、
つ
い
に
「
唐

人
で
も
日
本
人
で
も
な
い
」
変
わ
り
者
に
な
っ
た
。
そ
の
容
姿
の

変
化
か
ら
、
業
行
の
内
面
に
お
け
る
矛
盾
と
葛
藤
、
煩
悩
や
忍
耐
、

失
望
と
期
待
な
ど
の
複
雑
な
情
感
が
想
像
で
き
る
。
こ
の
時
、
普

照
に
船
を
替
え
る
理
由
を
説
明
す
る
業
行
は
狂
気
じ
み
た
執
着
心

を
捨
て
ず
、
再
び
「
あ
れ
だ
け
は
日
本
へ
持
っ
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
母
国
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
さ
ら
に

自
己
陶
酔
の
よ
う
に
、
日
本
の
土
を
踏
も
う
と
し
て
い
る
経
典
の

こ
と
を
想
像
し
、
や
が
て
低
く
呟
く
よ
う
な
口
調
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
。

「
阿
弥
陀
仏
の
前
、
内
陣
に
は
二
十
五
菩
薩
を
象
っ
て
二
十
五

個
の
花
が
撒
か
れ
る
。
日
本
で
は
、
菊4

か
、
椿
の
花

4

4

4

が
。
そ
し

て
五
如
来
を
象
っ
て
五
葉
の
幡
が
吊
り
下
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て

―
」

　　

二
十
五
菩
薩
と
は
臨
終
の
際
に
、
死
者
を
西
方
極
楽
浄
土
へ
導

く
為
に
迎
え
に
来
る
菩
薩
の
一
団
で
あ
る
。
二
十
五
菩
薩
を
象
っ

て
二
十
五
個
の
花
に
つ
い
て
、
業
行
は
「
菊
」
と
「
椿
の
花
」
を

も
言
及
し
、
そ
し
て
、
呟
く
よ
う
に
「
伎
楽
」「
舎
利
」「
香
水
」

と
い
っ
た
言
葉
が
漏
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、「
陽
が
か
げ
る
と
潮

風
が
寒
か
っ
た
」。
こ
れ
ら
の
描
写
は
膨
大
な
量
の
経
巻
類
と
と

も
に
海
底
に
沈
む
業
行
の
死
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。

　

経
巻
が
潮
の
中
へ
転
が
り
落
ち
て
行
く
場
面
は
普
照
の
夢
幻
の

形
で
抒
情
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
船
は
波
濤
の
頂
き
と
谷
の
間
を

木
の
葉
の
よ
う
に
弄
ば
れ
、
巻
物
は
一
巻
一
巻
、
碧
色
の
藻
が
揺

れ
動
い
て
い
る
海
底
に
落
下
し
て
い
く
、
そ
の
描
写
は
あ
た
か
も

映
像
を
見
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
業
行
の
死
は
、
遭
難
の
第
一
船

の
生
存
者
に
彼
の
姿
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
犠
牲
」
が

確
実
な
も
の
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
悲
運
な
最
期
に

対
し
て
、
作
者
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　

鍳
真
を
伴
っ
て
一
人
で
帰
国
で
き
た
普
照
が
、
曾
て
自
分
と
一

緒
に
唐
へ
渡
っ
た
旧
友
を
懐
か
し
く
思
う
幾
つ
か
の
場
面
が
あ
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る
。
そ
れ
ら
の
場
面
で
で
最
初
に
思
い
出
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
の

業
行
で
あ
る
。
東
大
寺
の
写
経
所
で
鍳
真
が
将
来
し
た
経
疏
を
写

し
て
い
る
僧
侶
の
姿
を
覗
い
た
普
照
は
、
曾
て
同
じ
姿
勢
で
机
に

対
っ
た
業
行
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
た
。

　

普
照
の
坐
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
縁
越
し
に
小
さ
い
中
庭

が
見
え
、
そ
こ
に
椿
の
木

4

4

4

が
遅
咲
き
の
花
を
つ
け
て
い
る
の
が

見
え
た
。
室
内
が
暗
か
っ
た
の
で
、
そ
の
花
は
ひ
ど
く
赤
く
見

え
た
。
普
照
は
阿
古
奈
波
島
の
台
地
の
上
で
最
後
に
業
行
に

会
っ
た
時
、
業
行
が
憑
か
れ
た
よ
う
に
内
陣
に
二
十
五
菩
薩
を

象
っ
て
二
十
五
の
花
を
撒
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
口
走
り
、

確
か
、
そ
の
時
椿4

と
い
う
言
葉
が
彼
の
口
か
ら
漏
れ
た
こ
と
を

思
い
出
す
と
、
ふ
い
に
悲
し
み

4

4

4

と
も
怒
り
4

4

と
も
つ
か
な
い
感
情

が
烈
し
く
五
体
に
突
き
上
げ
て
来
る
の
を
感
じ
た
。
普
照
は
起

き
上
が
っ
て
、
静
か
に
写
経
所
を
出
た
。（
五
章
）

　

最
後
の
対
面
で
、
業
行
が
言
い
漏
ら
し
た
「
椿
」
と
い
う
言
葉

は
再
び
言
及
さ
れ
、
普
照
の
突
発
的
に
起
こ
っ
た
「
悲
し
み
と
も

怒
り
と
も
つ
か
な
い
感
情
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
中
庭
の
ひ

ど
く
赤
い
椿
の
花
を
目
に
し
て
い
る
普
照
の
気
持
ち
を
少
し
究
明

す
る
た
め
に
、
井
上
靖
の
「
椿
」
⑩

と
い
う
詩
を
見
て
お
こ
う
。

　
（
前
略
）

　

真
紅
の
固
塊
が
、
次
々
に
枝
を
は
な
れ
、
充
分
な
重
量
感
を

以
て
、
地
球
の
表
面
に
落
下
し
て
い
る
。
午
前
中
に
三
個
、
午

後
、
五
個
、
あ
ら
ゆ
る
詩
的
抒
情
を
、
峻
烈
に
拒
否
し
て
、
真

紅
の
固
塊
は
、
地
球
の
引
力
と
、
己
が
重
量
に
依
っ
て
、
位
置

を
替
え
て
い
る
。

　

落
下
し
た
真
紅
の
花
は
、
ま
さ
に
息
絶
え
た
屍
体
。
そ
の
赤

い
固
塊
を
置
い
た
地
面
は
、
ま
さ
に
地
表
、
地
殻
の
表
面
。
そ

こ
に
点
々
と
、
真
紅
の
屍
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
、
戦

場
に
於
い
て
倒
れ
た
、
決
死
隊
員
の
屍
体
の
散
乱
を
思
わ
せ
ら

れ
る
。　

　

椿
は
平
成
の
花
で
は
な
く
、
昭
和
の
花

4

4

4

4

で
あ
る
。
昭
和
の
暗

4

4

4

4

さ4

と
、
昭
和
の
重
さ

4

4

4

4

4

を
、
こ
の
花
は
持
っ
て
い
る
。

　
「
椿
」
は
合
弁
花
と
い
っ
て
、
五
枚
の
花
弁
が
下
部
で
繋
が
っ

て
い
る
た
め
、
一
枚
の
花
弁
が
萎
れ
て
も
、
他
の
花
弁
が
萎
れ
て
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い
な
い
間
は
花
弁
は
落
ち
な
い
。
五
枚
の
う
ち
最
後
の
花
弁
が
萎

れ
る
時
に
、同
時
に
す
べ
て
の
花
弁
が
落
ち
る
。
そ
の
散
り
方
は
、

人
の
首
が
落
ち
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。そ
れ
故
に
庶
民
の
間
で
は
、

屋
敷
に
つ
ば
き
を
植
え
る
の
は
不
吉
な
こ
と
と
し
て
忌
ま
れ
が
ち

で
あ
る
。
椿
の
花
は
よ
く
寺
や
墓
に
見
ら
れ
る
の
で
、「
死
」
の

イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
改
元
に
あ
た
っ

て
、
井
上
靖
は
詩
の
中
で
激
動
の
昭
和
時
代
を
振
り
返
り
、
落
下

し
た
真
紅
の
「
椿
」
を
見
て
地
表
に
点
々
と
散
ら
ば
っ
て
い
る
決

死
隊
員
の
屍
体
を
想
起
す
る
。昭
和
と
い
う
時
代
に
生
き
る
中
で
、

井
上
靖
は
世
界
恐
慌
の
青
春
時
代
を
経
て
、
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ

て
絶
望
的
行
軍
を
強
い
ら
れ
、
周
囲
に
い
る
友
達
を
次
々
に
失
う

悲
し
く
痛
ま
し
い
経
験
を
し
た
。
か
つ
て
四
高
柔
道
部
の
仲
間
た

ち
は
、「
大
学
を
卒
え
て
、召
集
を
受
け
る
や
、そ
の
若
い
生
命
を
、

次
々
に
、
次
々
に
、
大
陸
や
南
方
の
新
戦
場
に
散
ら
せ
て
い
る
」。

「
四
高
時
代
か
ら
今
日
ま
で
に
、
い
つ
か
、
半
世
紀
と
い
う
茫
々

た
る
歳
月
は
流
れ
て
い
る
が
、
私
の
場
合
、
往
年
の
若
い
仲
間
た

ち
の
最
後
の
姿
だ
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
い
つ
で
も
眼
に
浮
か
べ
る

こ
と
が
で
き
る
」
⑪

。
戦
場
か
ら
生
還
し
た
井
上
靖
は
、
異
国
に

赴
い
た
若
い
青
春
の
友
へ
の
想
い
を
久
し
く
拭
え
な
か
っ
た
。
明

治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
の
四
代
に
わ
た
っ
て
生
き
た
井
上
靖
に

と
っ
て
、「
昭
和
」
は
暗
い
、
重
い
、
あ
た
か
も
椿
の
花
の
持
つ

重
量
感
の
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

井
上
靖
は
「
船
の
こ
と
港
の
こ
と
」⑫
と
い
う
随
筆
の
中
で
、『
天

平
の
甍
』
に
お
け
る
留
学
生
、
留
学
僧
た
ち
は
「
文
化
特
攻
隊
」

と
い
う
べ
き
だ
と
主
張
し
、
彼
ら
は
ま
さ
に
「
国
家
的
事
業
で
も

あ
り
、
国
家
的
冒
険
で
も
あ
っ
た
文
化
特
攻
隊
の
四
艘
の
船
」
に

生
命
を
賭
け
て
乗
り
込
ん
だ
隊
員
で
あ
る
と
綴
っ
た
。
千
年
以
前

の
遣
唐
使
の
時
代
に
は
日
本
の
造
船
や
航
海
技
術
が
ま
だ
十
分
に

発
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
留
学
僧
た
ち
は
再
び
故
郷
の
土
を
踏
め

な
い
覚
悟
と
決
心
を
し
て
、
い
わ
ゆ
る
決
死
隊
の
精
神
を
も
っ
て

先
進
国
唐
へ
出
発
し
、
国
家
創
成
期
の
日
本
に
貢
献
し
た
。
そ
の

過
程
に
お
い
て
、
無
数
の
若
者
は
歴
史
の
捨
石
と
な
り
、
栄
叡
が

発
し
た
言
葉
の
よ
う
に
、「
何
百
、
何
千
人
の
人
間
が
海
の
底
に

沈
ん
で
行
っ
た
の
だ
」。
当
初
は
勉
学
を
目
標
と
す
る
「
自
己
本

位
型
人
間
」
で
あ
っ
た
普
照
さ
え
も
、
徐
々
に
業
行
の
方
へ
近
づ

い
て
い
き
、
や
が
て
「
献
身
型
人
間
」
⑬

へ
と
大
き
な
変
化
を
見

せ
た
。
井
上
靖
の
作
品
に
お
け
る
幾
人
の
留
学
僧
は
、
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
た
運
命
を
辿
っ
た
こ
れ
ら
の
人
間
の
「
代
表
」
と
し
て
描
か



－12－

れ
た
の
で
あ
る
。

　

井
上
靖
は
「「
天
平
の
甍
」
の
登
場
人
物
」
⑭

と
い
う
随
筆
の
中

で
、
玄
朗
、
業
行
、
戒
融
の
よ
う
な
「
若
い
」
留
学
僧
は
、
実
は

み
ん
な
「
代
表
」
と
し
て
小
説
の
中
で
登
場
さ
せ
た
と
明
言
し
て

い
る
。
例
え
ば
業
行
と
戒
融
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

　

恐
ら
く
業
行
の
よ
う
な
不
幸
な
人
物
は
一
人
で
は
な
か
っ
た

と
思
う
。
沢
山
の
業
行
が
居
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
は

そ
う
し
た
人
物
を
代
表
4

4

し
て
、
業
行
に
『
天
平
の
甍
』
に
登
場

し
て
貰
っ
た
の
で
あ
る
。
戒
融
と
い
う
留
学
生
も
ま
た
同
様
で

あ
る
。大
陸
に
渡
る
と
同
時
に
大
陸
の
大
き
さ
に
取
り
憑
か
れ
、

他
の
生
き
方
を
し
よ
う
と
し
て
、
帰
国
の
心
を
失
っ
た
青
年
4

4

で

あ
る
。
一
種
の
大
陸
浪
人
的
人
物
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
青4

年4

も
亦
戒
融
一
人
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
い
ろ
い
ろ
な
運
命
を
持
っ
た
若
い
4

4

留
学
生
、
留
学

僧
の
犠
牲
4

4

の
上
に
、
天
平
の
輝
か
し
い
大
陸
か
ら
の
文
化
移
入

は
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
小
説
「
天
平
の
甍
」
の
主
題

で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
し
た
作
者
の
意
図
が
出
て
い
る
か
ど

う
か
。

　
『
天
平
の
甍
』
に
お
け
る
留
学
僧
た
ち
に
対
し
て
、作
者
は
「
犠

牲
」
や
「
青
年
」（
あ
る
い
は
「
若
者
」「
若
い
」）
と
い
う
言
葉

を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
映
画
「
天
平
の
甍
」

の
ス
タ
ッ
フ
座
談
会
で
、
井
上
靖
は
二
百
年
間
に
十
八
回
の
遣
唐

使
船
が
出
航
し
た
天
平
時
代
は
、「
日
本
の
一
番
面
白
い
時
期
だ

と
思
い
」、「
そ
の
時
期
の
青
年
た
ち
を
書
き
た
か
っ
た
わ
け
」
だ

と
述
べ
た
。
⑮

小
説
で
異
境
に
旅
立
っ
て
い
く
留
学
僧
は
、
み
ん

な
二
十
代
、
三
十
代
の
若
者
で
、
ま
さ
に
夢
や
情
熱
に
満
ち
た
青

春
時
代
の
最
中
に
あ
る
が
、
命
を
犠
牲
に
す
る
恐
れ
の
あ
る
国
家

的
使
命
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
家
族
は
港

湾
を
出
る
船
を
見
送
り
に
来
て
、「
女
の
多
い
の
が
目
立
っ
て
い

る
。
老
婆
も
、
若
い
女
も
、
子
供
も
居
る
」
と
作
者
が
書
い
た
よ

う
に
生
別
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
天
平
の
輝
か
し
い
文
化
、

或
い
は
国
の
一
時
期
の
繁
栄
は
、
こ
う
し
た
目
に
見
え
な
い
若
い

留
学
僧
の
「
貴
い
犠
牲
」
⑯

に
於
て
花
咲
い
て
い
た
と
井
上
靖
は

伝
え
た
い
一
方
で
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
お
の
お
の
の
運
命
は
や

は
り
非
情
で
残
酷
す
ぎ
る
と
も
考
え
て
い
る
。『
天
平
の
甍
』
の

前
篇
と
目
さ
れ
る
「
僧
行
賀
の
涙
」
で
は
、
唐
朝
に
仕
え
た
藤
原
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清
河
が
日
本
へ
帰
国
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
、「
自
分
と
一
緒
に

難
破
し
た
百
何
十
人
か
の
人
間
は
、
大
方
溺
死
す
る
か
、
土
人
に

殺
さ
れ
て
い
る
。
私
が
一
人
帰
っ
た
ら
、
私
の
妻
子
は
悦
ぶ
が
、

彼
等
の
妻
子
は
何
と
思
う
だ
ろ
う
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、

帰
国
の
船
が
立
つ
前
に
、
清
河
は
二
十
歳
の
娘
嬉
娘
を
連
れ
て
行

賀
を
訪
問
す
る
。
そ
の
際
に
、
嬉
娘
は
父
と
離
れ
て
住
む
の
は
嫌

だ
と
打
ち
明
け
つ
つ
も
、「
父
は
、
父
と
離
れ
て
住
む
気
持
を
知

ら
な
け
れ
ば
不
可
な
い
と
言
う
の
で
す
。」
⑰

と
語
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
描
写
か
ら
見
る
と
、『
天
平
の
甍
』
の
登
場
人
物
た
ち
も

同
期
の
留
学
僧
の
「
犠
牲
」
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
妻
を
娶
っ
て
帰
国
を
断
念
し
、「
自
分
の
現
在
の
身
の
上

を
恥
じ
て
」
い
る
玄
朗
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
無
事
帰
国
で
き
た
と
し
て
も
心
苦
し
く
、
仲
間
達
に
申
し
訳

な
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
普
照
は
落
下

し
た
真
っ
赤
の
椿
の
花
を
目
に
し
な
が
ら
、
業
行
は
死
ん
だ
と
い

う
痛
ま
し
い
現
実
を
切
実
に
感
じ
取
っ
た
。
そ
し
て
、
業
行
が
私

欲
の
な
い
人
生
と
無
残
な
死
に
方
を
強
い
ら
れ
た
事
実
に
憤
慨
を

覚
え
て
、「
悲
し
み
と
も
怒
り
と
も
つ
か
な
い
感
情
が
烈
し
く
五

体
に
突
き
上
げ
て
来
る
の
を
感
じ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
更
に
個
性
が
際
立
っ
た
托
鉢
僧
戒
融

か
ら
あ
る
抵
抗
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
不
遜
で
孤
高
に

生
き
る
戒
融
は
運
命
に
従
わ
ず
、
権
威
な
ど
に
勇
敢
に
立
ち
向

か
っ
て
い
く
気
概
の
あ
る
男
で
あ
る
。
彼
は
周
り
の
人
に
流
さ
れ

ず
、
い
つ
も
一
人
で
自
己
の
信
念
と
目
標
を
目
指
し
て
突
き
進
ん

で
い
る
。
業
行
と
同
じ
よ
う
に
、
戒
融
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
紙
幅

を
割
い
て
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
最
も
奔
放
で
あ
り
な
が
ら
思
慮

深
く
、
洞
察
力
に
富
ん
だ
日
本
僧
と
言
え
る
。
鍳
真
招
請
と
帰
国

の
行
列
に
入
ら
ず
、
外
側
に
立
つ
こ
の
僧
は
、
普
照
ら
の
一
行
へ

何
回
も
奥
深
い
質
問
を
投
げ
て
い
た
。
船
酔
い
の
海
上
で
は
「
何

を
考
え
て
い
る
？
」、烈
し
い
暴
風
雨
に
襲
わ
れ
た
夜
に
は「
い
ま
、

何
を
考
え
て
い
る
？
」、
唐
の
洛
陽
で
は
「
唐
へ
来
て
、
何
を
一

番
強
く
感
じ
た
か
」「
一
体
、
お
前
ら
は
何
の
た
め
に
唐
へ
来
た

ん
だ
。
何
を
や
る
つ
も
り
な
ん
だ
」
と
唐
突
な
問
題
を
次
々
に
聞

き
だ
し
た
。
渡
日
計
画
が
挫
折
し
、
禅
林
寺
の
滞
在
期
間
中
の
普

照
と
再
会
し
た
際
に
は
、
ま
た
「
何
の
た
め
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
を

う
ろ
つ
い
て
い
る
の
だ
」
と
訊
い
た
の
で
あ
る
。
自
分
を
一
行
か

ら
除
外
し
、「
お
前
ら
」「
何
」
と
い
う
表
現
を
頻
繁
に
使
用
す
る

こ
と
か
ら
、
戒
融
は
始
終
局
外
者
の
よ
う
に
遣
唐
使
派
遣
の
こ
と
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を
凝
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
答
え
に
慎
む
普
照
と
違
い
、

戒
融
は
物
事
を
恐
れ
ず
、「
死
ぬ
の
は
ご
め
ん
だ
」「
犬
死
は
嫌
だ
」

「
死
ぬ
の
は
ま
っ
ぴ
ら
だ
」
と
言
い
、
ま
た
「
経
典
の
語
義
の
一

つ
一
つ
に
引
懸
か
っ
て
い
る
日
本
の
坊
主
た
ち
が
、
俺
に
は
莫
迦

に
見
え
て
き
た
」
な
ど
と
本
心
を
堂
々
と
打
ち
明
け
た
。
戒
融
は

遣
唐
船
に
随
行
し
て
い
る
が
、
日
本
僧
の
重
要
使
命
、
言
い
換
え

る
と
、
国
家
的
任
務
の
遂
行
に
つ
い
て
は
最
初
か
ら
関
心
を
示
し

て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
率
直
な
台
詞
と
行
動
を
通
し
て
、
組
織
へ

の
一
種
の
反
発
、
一
種
の
抵
抗
が
窺
わ
れ
よ
う
。

三
、「
甍
」
が
映
し
出
す
異
境
の
人
生
　

　

題
名
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
甍
」
が
初
め
て
読
者
の
目
に
飛
び
込
ん

で
く
る
の
は
、
奈
良
の
都
を
目
指
し
て
い
る
普
照
が
馬
の
背
に
揺

ら
れ
な
が
ら
森
蔭
の
「
寺
々
の
甍
」
が
目
に
入
っ
た
時
で
あ
る
。

建
築
の
上
棟
に
使
わ
れ
て
い
る
「
甍
」
は
、
末
尾
の
遣
渤
海
使
小

野
国
田
守
が
持
っ
て
帰
っ
て
来
た
一
個
の
瓦
製
の
異
形
の
物
件
に

呼
応
し
て
い
る
。
大
乱
の
唐
国
を
出
て
、
渤
海
を
渡
っ
て
日
本
へ

届
け
ら
れ
た
こ
の
「
甍
」
に
つ
い
て
、
作
者
は
普
照
の
目
を
通
し

て
追
憶
の
よ
う
な
形
で
描
写
し
て
い
る
。

　

甍
は
寺
の
大
棟
の
両
端
に
載
せ
る
鴟
尾
で
あ
っ
た
。
古
い
も

の
で
方
々
が
か
け
て
い
る
上
に
太
い
一
本
の
亀
裂
が
は
い
っ
て

い
た
。普
照
に
は
こ
の
鴟
尾
の
形
に
は
微
か
に
記
憶
が
あ
っ
た
。

唐
の
ど
こ
か
で
見
た
も
の
に
違
い
な
か
っ
た
。
普
照
は
そ
れ
を

思
い
出
そ
う
と
し
た
が
ど
う
し
て
も
思
い
出
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
彼
が
入
唐
早
々
二
年
余
の
歳
月
を
送
っ
た
洛
陽
の
大

福
先
寺
で
み
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
後
長
く
止
住
し
た
長

安
の
崇
福
寺
で
、
あ
る
い
は
ま
た
鄮
山
の
阿
育
王
寺
で
み
た
も

の
か
、
は
っ
き
り
し
た
記
憶
は
な
か
っ
た
。
併
し
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
か
つ
て
何
回
も
何
回
も
眼
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
に
似
通
っ
て
い
る
形
態
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
に

違
い
な
か
っ
た
。（
五
章
）

　

普
照
の
名
宛
で
一
個
の
送
主
不
明
の
物
件
は
、
唐
招
提
寺
の
大

棟
の
両
端
に
取
り
付
け
る
飾
り
物
「
鴟
尾
」、即
ち
「
甍
」
で
あ
る
。

そ
こ
に
井
上
靖
は
「
自
分
か
っ
て
な
解
釈
で
は
い
っ
て
い
る
」。
⑱
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中
国
側
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
甍
」
は
鍳
真
を
象
徴
し
て
い

る
と
考
え
る
説
が
多
か
っ
た
。
だ
が
、
唐
招
提
寺
が
完
工
さ
れ
て

か
ら
四
年
目
の
天
平
宝
字
七
年
、
鍳
真
の
弟
子
忍
基
が
講
堂
の
棟

梁
が
挫
け
る
夢
を
見
、
の
ち
鍳
真
が
寂
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
本

文
か
ら
判
断
す
る
と
、「
棟
梁
」
こ
そ
鍳
真
を
象
徴
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
そ
の
上
で
、
こ
の
「
甍
」
は
「
古
い
」「
方
々
が
か

け
て
い
る
」「
一
本
の
亀
裂
」
と
い
う
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と

に
目
を
向
け
た
い
。そ
れ
を
見
て
い
る
普
照
は
洛
陽
の
大
福
先
寺
、

長
安
の
崇
福
寺
、
鄮
山
の
阿
育
王
寺
を
思
い
出
し
、
こ
れ
ま
で
の

人
生
を
振
り
返
る
よ
う
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
普
照

が
追
憶
し
て
い
る
の
は
、
遣
唐
留
学
僧
と
し
て
の
異
国
に
お
け
る

人
生
や
経
歴
で
あ
る
。
そ
の
体
験
は
、
か
つ
て
普
照
、
栄
叡
な
ど

と
同
じ
よ
う
に
、
激
情
に
駆
ら
れ
て
死
ぬ
こ
と
を
覚
悟
し
な
が
ら

荒
海
を
渡
っ
て
、
異
境
の
地
に
青
春
の
熱
血
と
炎
ゆ
る
情
熱
を
注

い
だ
留
学
僧
た
ち
の
人
生
と
も
そ
の
ま
ま
重
な
る
。「
古
い
」
は

唐
土
で
の
生
活
の
長
さ
を
意
味
し
、「
方
々
が
か
け
て
い
る
」
は

不
平
穏
で
、
円
満
で
は
な
い
人
生
を
象
徴
す
る
。
途
中
の
風
雨
で

海
に
巻
き
込
ま
れ
た
も
の
が
い
た
り
、
病
気
で
異
郷
に
骨
を
埋
め

る
も
の
が
い
た
り
、
苦
労
の
末
無
駄
な
一
生
を
送
っ
た
人
間
も
い

る
。「
一
本
の
亀
裂
」
は
帰
れ
な
か
っ
た
留
学
生
の
心
の
中
に
、

大
海
の
よ
う
に
日
本
と
唐
を
隔
て
い
る
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る

こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
屋
根
に
葺
い

た
一
枚
一
枚
の
甍
が
代
表
す
る
一
つ
一
つ
の
異
国
で
の
人
生
に

は
、多
く
の
艱
難
辛
苦
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な「
甍
」、

そ
の
よ
う
な
無
数
の
若
者
の
献
身
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
く
歴
史

を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
作
者
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

井
上
靖
文
学
に
は
、「
異
域
」
を
舞
台
に
展
開
し
て
い
く
物
語

が
多
い
。
主
人
公
は
ど
ん
な
心
境
で
異
郷
の
地
と
立
ち
向
か
い
、

ま
た
異
域
の
旅
を
経
て
、
つ
ま
り
空
間
の
移
動
と
時
間
の
推
移
を

通
し
て
何
が
変
わ
っ
た
の
か
、
何
が
変
わ
っ
て
い
な
い
の
か
、
私

た
ち
が
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
作
者
自
身
の
異

域
体
験
が
土
台
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
最
初
の

中
国
体
験
は
小
説
を
書
き
始
め
て
か
ら
、
作
者
の
心
に
色
々
と
醸

酵
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。「
無
事
に
帰
っ
て
き
て
い
る
人
は
い

ろ
な
意
味
で
た
い
へ
ん
な
も
の
を
野
戦
生
活
か
ら
も
ら
っ
て
い
ま

す
」、「
大
陸
の
自
然
か
ら
も
、
そ
こ
の
体
験
か
ら
も
、
一
生
を
支

配
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
も
ら
い
ま
し
た
」
⑲

と
井
上
靖
は
告
白

し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
軍
隊
体
験
を
井
上
靖
は
滅
多
に
語
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ら
な
っ
た
。「
俺
は
ね
、
こ
の
体
験
を
幾
度
か
活
字
に
し
よ
う
と

思
っ
た
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
止
め
た
。
こ
の
死
体
に
も
、
気
が
ふ
れ

た
人
達
に
も
家
族
が
い
る
と
思
う
と
、
書
け
な
く
な
っ
た
」
⑳

と

語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
井
上
靖
は
戦
争
に
つ
い
て
、
小
説
の
中

で
決
し
て
触
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
こ
ん
な
こ
と
を
し

て
死
ぬ
の
は
い
や
だ
と
思
っ
た
」
㉑

と
言
っ
た
作
者
は
一
兵
士
と

し
て
戦
争
に
左
右
さ
れ
る
人
間
の
死
へ
嫌
悪
を
明
ら
か
に
表
し
て

い
た
。
そ
の
気
持
ち
は
「
犬
死
は
厭
だ
」
と
海
上
に
漂
っ
て
い
た

戒
融
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
唐
へ
来
て
初
め
て
見
た
の
は
飢

え
て
い
る
人
間
だ
と
言
っ
た
戒
融
の
中
国
へ
の
第
一
印
象
も
、
最

初
に
感
じ
た
戦
争
中
の
中
国
の
印
象
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
、大
陸
に
渡
る
と
同
時
に
そ
の
広
大
さ
に
取
り
憑
か
れ
る「
大

陸
浪
人
的
人
物
」
戒
融
と
い
う
人
間
の
構
想
は
、
平
成
二
十
一
年

に
公
開
さ
れ
た
「
井
上
靖
中
国
行
軍
日
記
」
の
「
十
一
月
十
九
日
」

に
、
元
氏
の
城
壁
で
雪
景
色
に
覆
わ
れ
る
興
亡
山
河
の
大
き
さ
を

感
じ
、「
支
那
浪
人
と
い
う
の
は
こ
の
変
な
大
き
さ
な
も
の
に
一

生
と
り
つ
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。」
㉒

（
支
那
浪
人
は
大
陸
浪
人

と
も
称
さ
れ
て
い
る
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
鑑
真
の
言
葉
か
ら
普
照
は
死
を
度
外
視

す
る
一
種
の
酩
酊
を
感
じ
た
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
詩
歌
に
「
あ

の
北
支
永
定
河
の
川
波
に
乱
れ
散
る
こ
の
世
な
ら
ぬ
白
い
陽
の
輝

き
に
、
ふ
と
生
命
惜
し
か
ら
ぬ
戦
い
の
陶
酔
を
味
わ
っ
た
」
㉓

と

い
う
体
験
に
通
じ
る
だ
ろ
う
。
更
に
、井
上
文
学
に
お
け
る「
雪
」、

「
幻
覚
」「
落
日
」「
暁
闇
」
な
ど
に
は
戦
争
体
験
の
跡
が
随
所
に

垣
間
見
え
る
。
業
行
の
よ
う
な
人
物
は
更
に
西
域
で
匈
奴
と
戦
っ

た
班
超
（『
異
域
の
人
』）、
ま
た
多
く
の
労
苦
と
辛
酸
を
舐
め
て

か
ら
よ
う
や
く
帰
っ
て
き
た
行
賀
（『
僧
行
賀
の
涙
』）
の
イ
メ
ー

ジ
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
胡
人
！
」、「
学
殖
膚
浅
！
」
と

い
う
蔑
称
を
浴
び
て
し
ま
っ
た
二
人
の
身
の
上
か
ら
浮
か
べ
る
悲

し
み
と
痛
み
が
行
間
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
。

お
わ
り
に

　

井
上
靖
は
、
金
堂
の
両
端
に
聳
え
る
鴟
尾
を
頭
の
中
に
浮
か
べ

な
が
ら
、
想
像
の
翼
を
広
げ
、
そ
の
由
来
を
遡
っ
て
『
天
平
の
甍
』

の
執
筆
を
進
め
た
。
登
場
人
物
を
見
る
と
、
主
役
は
す
べ
て
男

で
、
女
性
が
一
人
も
登
場
し
て
い
な
い
。
国
家
的
使
命
を
背
負
っ
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て
遣
唐
使
船
に
乗
り
込
ん
だ
日
本
奈
良
平
安
期
の
青
年
留
学
僧
た

ち
は
、「
文
化
特
攻
隊
」
の
隊
員
の
よ
う
に
生
命
を
賭
し
て
、
溢

れ
る
ば
か
り
の
情
熱
を
満
載
し
て
渺
漫
た
る
大
海
を
渡
っ
て
異
域

に
漂
着
し
た
。
そ
こ
で
異
な
っ
た
運
命
を
辿
っ
た
人
間
の
代
表
と

し
て
、
作
者
は
業
行
、
戒
融
、
玄
朗
の
よ
う
な
若
者
を
『
天
平
の

甍
』
に
取
り
扱
っ
た
の
で
あ
る
。
国
の
一
時
期
の
繁
栄
は
、
こ
う

し
た
無
名
の
人
間
の
貴
い
犠
牲
に
於
て
花
咲
い
て
い
く
と
井
上
靖

は
伝
え
た
い
一
方
で
、
そ
こ
に
与
え
ら
れ
た
運
命
は
や
は
り
非
情

で
残
酷
す
ぎ
る
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
夥
し
い
写

経
本
と
共
に
波
間
に
沈
ん
で
い
く
業
行
は
最
も
痛
ま
し
い「
犠
牲
」

を
払
っ
た
。
変
梃
で
気
難
し
い
老
僧
業
行
は
、
個
人
的
欲
求
を
押

し
殺
し
、
三
十
年
間
の
情
熱
を
全
部
写
経
に
注
げ
た
。
書
き
写
し

た
経
巻
は
国
の
文
化
発
展
に
捧
げ
る
ブ
リ
ッ
ク
の
よ
う
で
、
身
を

埋
め
る
よ
う
な
高
い
壁
を
築
き
上
げ
た
。
そ
の
出
発
点
に
は〈
国
〉

に
尽
く
す
と
い
う
強
い
使
命
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
初
心
を
守
り
続
く
過
程
に
お
い
て
、
業
行
の
容
姿
は
老
衰
の

兆
候
が
顕
著
に
現
れ
、
狂
人
の
ご
と
き
相
貌
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま

い
、
最
後
は
半
生
の
努
力
が
無
駄
に
な
っ
た
と
い
う
厳
し
い
運
命

を
強
い
ら
れ
た
。
作
者
は
こ
の
よ
う
な
狂
気
的
な
執
着
と
忍
苦
の

人
物
を
通
し
て
、
日
本
の
奈
良
時
代
、
つ
ま
り
国
家
の
創
成
期
の

姿
を
そ
れ
と
な
く
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら

の
人
物
を
借
り
て
歴
史
を
裏
で
支
え
た
人
間
へ
の
感
嘆
を
し
な
が

ら
、
昭
和
時
代
の
波
間
に
生
き
る
人
間
の
非
情
な
運
命
を
振
り

返
っ
て
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
注

①
本
論
に
お
け
る
『
天
平
の
甍
』
の
作
品
本
文
の
引
用
は
『
井
上

靖
全
集
』
第
十
二
巻
（
東
京
：
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
）
に
よ

る
。
初
出
は
「
中
央
公
論
」
三
月
号
～
八
月
号
を
参
照
。
引
用

中
の
傍
線
、
太
字
な
ど
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

②
福
田
宏
年
、「
天
平
の
甍
」（『
井
上
靖
評
伝
覚
』、
東
京
：
集
英

社
、
一
九
七
九
年
九
月
、
第
一
九
五
頁
。

③
『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
、
第

一
四
三
頁
）
に
お
け
る
「
歴
史
の
な
か
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
と
題

す
る
一
節
で
、「『
天
平
の
甍
』
の
と
き
は
、
本
格
的
な
歴
史
小

説
を
書
い
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
し
た
」
と
井
上

靖
は
発
言
し
て
い
る
。
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④
一
九
六
二
年
十
二
月
に
書
い
た
「
鍳
真
和
上
の
こ
と
」（『
井
上

靖
全
集
』
第
二
十
五
巻
、
第
六
五
四
頁
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に

お
い
て
、
井
上
靖
は
、「
東
征
伝
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
行

動
を
そ
の
ま
ま
書
き
、
そ
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
鍳
真
の
言
葉

を
、
そ
の
ま
ま
紹
介
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
っ
た
。」
と
書
い

て
い
る
。
ま
た
、
山
田
博
光
は
「
極
端
に
い
え
ば
、
鍳
真
に
関

す
る
部
分
は
、『
東
征
伝
』
の
翻
訳
と
い
っ
て
も
よ
い
。」
と
述

べ
た
。（「
井
上
靖
『
天
平
の
甍
』」、『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』、

一
九
七
○
年
、
第
九
八
頁
。）

⑤
発
表
後
、
井
上
靖
は
雑
誌
掲
載
の
も
の
に
何
度
も
加
筆
訂

正
を
加
え
た
（
詳
細
は
今
坂
晃
の
「『
天
平
の
甍
』
に
お

け
る
本
文
改
訂
の
様
相
」、
桜
美
林
大
学
中
国
文
学
論
叢

（
十
四
）、
一
九
八
九
年
三
月
、
第
二
一
七
～
二
四
四
頁
を
参

照
。）
歴
史
的
事
実
と
合
わ
な
い
記
述
を
訂
正
し
た
ほ
か
、
作

中
人
物
、
特
に
留
学
僧
達
の
描
写
に
対
す
る
訂
正
も
多
く
、
注

意
を
拂
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
初
出
と
単
行
本
（
中
央
公
論

社
、
一
九
五
八
年
十
二
月
）
を
例
に
見
る
と
、
唐
の
大
福
先
寺

の
生
活
が
始
ま
っ
た
普
照
、
栄
叡
と
玄
朗
の
三
人
に
つ
い
て
、

初
出
で
は
「
自
由
な
時
間
は
盡
く
都
の
名
所
佛
蹟
の
見
物
に
當

て
て
ゐ
た
」（
第
一
回
連
載
、
第
三
四
六
頁
）
と
簡
単
に
書
い

て
あ
っ
た
が
、
単
行
本
で
は
こ
の
一
句
の
後
に
、「
眼
に
触
れ

る
す
べ
て
の
物
が
驚
愕
と
讃
歌
の
材
料
で
あ
っ
た
。
三
人
の
若

い
僧
に
は
日
本
と
い
う
國
も
、
奈
良
の
都
も
ひ
ど
く
小
さ
く
貧

し
く
思
は
れ
た
」（
第
二
九
頁
）
と
付
け
加
え
、
唐
の
広
さ
と

新
鮮
さ
に
関
心
を
示
し
て
い
る
留
学
僧
達
の
心
境
描
写
に
工
夫

を
凝
ら
し
た
。
そ
し
て
、
初
出
で
は
大
津
浦
か
ら
乗
り
込
ん
来

た
戒
融
は
「
普
照
と
同
年
配
で
あ
っ
た
」（
第
一
回
連
載
、
第

三
四
一
頁
）
と
書
い
た
が
、
後
は
「
大
柄
な
體
の
ど
こ
か
に
傲

慢
な
も
の
を
つ
け
て
い
た
」（
第
一
六
頁
）
と
人
物
イ
メ
ー
ジ

を
表
す
肝
心
な
一
句
を
付
け
加
え
た
。
そ
れ
か
ら
、業
行
を「
怖

い
」（
第
一
回
連
載
、
第
三
五
一
頁
）
と
言
う
玄
朗
の
言
葉
を
、

「
変
わ
っ
て
い
る
」（
第
四
三
頁
）
と
訂
正
し
た
。
更
に
、
普
照

の
眼
に
業
行
の
体
は「
ひ
ど
く
小
さ
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
」

（
第
三
回
連
載
、
第
三
七
三
頁
）
を
「
業
行
の
貧
弱
な
體
が
前

屈
み
に
折
れ
曲
っ
て
不
具
者
の
よ
う
に
見
え
た
」（
第
一
一
二

頁
）
と
訂
正
す
る
等
の
細
部
に
拘
り
、
留
学
僧
の
イ
メ
ー
ジ
作

り
に
大
い
に
力
を
入
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑥
山
田
博
光
、
井
上
靖
『
天
平
の
甍
』、『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』、
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一
九
七
○
年
、
第
一
○
一
頁
～
一
○
二
頁
。

⑦
趙
秀
娟
は
「
歴
史
の
「
真
実
」
か
ら
芸
術
の
「
自
然
」
へ
―
井

上
靖
の
歴
史
小
説
『
天
平
の
甍
』
の
人
物
表
現
に
つ
い
て
―
」

（『
井
上
靖
研
究
』
第
四
号
、
二
○
○
五
年
、
第
三
十
頁
）
の
中

で
、「
歴
史
に
忘
れ
ら
れ
た
無
名
な
人
間
た
ち
の
努
力
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
」
と
業
行
の
「
努
力
」
も
論
じ
た
。

⑧
青
木
和
夫
ほ
か　

校
注
、『
続
日
本
紀　

三
』（
新
日
本
古
典
文

学
大
系
14
）、
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
第
四
三
○

～
四
三
二
頁
。

⑨
安
藤
更
生
、『
鍳
真
』、
東
京
：
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、

第
二
三
頁
。
そ
の
前
の
大
著
『
鍳
真
大
和
上
傅
之
研
究
』（
平

凡
社
、
一
九
六
○
年
）
で
も
安
藤
更
生
は
、
日
本
は
戒
師
を
唐

土
に
求
め
る
こ
と
に
は
「
何
か
政
治
的
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る

事
を
揣
度
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
」（
第
六
四
頁
）
と
指
摘
し

な
が
ら
、戒
師
の
招
聘
と
行
基
の
宗
教
活
動
を
詳
し
く
論
じ
た
。

⑩
井
上
靖
、「
椿
」、
平
成
元
年
七
月
一
日
発
行
の
『
す
ば
る
』
七

月
号
（
第
十
一
巻
第
七
号
）
に
発
表
。（『
井
上
靖
全
集
』
第
一

巻
、
東
京
：
新
潮
社
、
一
九
九
五
年
、
第
二
一
七
頁
。）　　

⑪
井
上
靖
、「
戎
衣
」、
平
成
元
年
五
月
一
日
発
行
の
『
す
ば
る
』

五
月
号
（
第
十
一
巻
第
五
号
）
に
発
表
。（『
井
上
靖
全
集
』
第

一
巻
、
東
京
：
新
潮
社
、
一
九
九
五
年
、
第
二
一
五
頁
。）　

⑫
井
上
靖
、「
船
の
こ
と
港
の
こ
と
」、
昭
和
五
十
一
年
十
月
に

日
本
海
事
広
報
協
会
発
行
の
『
ラ
メ
ー
ル
』
創
刊
号
随
筆
欄

に
発
表
。（『
井
上
靖
全
集
』
第
二
五
巻
、
東
京
：
新
潮
社
、

一
九
九
七
年
、
第
七
一
七
頁
。）

⑬
小
田
島
本
有
、「
自
己
本
位
型
人
間
か
ら
献
身
型
人
間
へ
―
「
天

平
の
甍
」
に
お
け
る
普
照
の
変
貌
を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
井
上
靖

研
究
』
第
一
六
号
、
二
○
一
七
年
。

⑭
井
上
靖
、「『
天
平
の
甍
』
の
登
場
人
物
」、『
ア
カ
ハ
タ
』

一
九
六
一
年
五
月
十
七
日
号
（『
井
上
靖
全
集
』
別
巻
、東
京
：

新
潮
社
、
二
○
○
○
年
、
第
一
八
六
頁
。

⑮
井
上
靖
、
南
俊
子
、
熊
井
啓
等
ス
タ
ッ
フ
座
談
会
、「
特
集
天

平
の
甍
1　

中
国
ロ
ケ
に
よ
る
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
青
春
ロ
マ

ン
」、
キ
ネ
マ
旬
報
、
一
九
八
○
年
二
月
上
旬
号
、
第
五
九
頁
。

⑯
井
上
靖
、「「
天
平
の
甍
」
の
読
み
方
」、
一
九
七
四
年
（『
井
上

靖
全
集
』別
巻
、東
京
：
新
潮
社
、二
○
○
○
年
、第
一
九
二
頁
。）

⑰
井
上
靖
、「
僧
行
賀
の
涙
」、『
中
央
公
論
』
一
九
五
四
年
三
月

号
（『
井
上
靖
全
集
』
第
四
巻
、東
京
：
新
潮
社
、一
九
九
五
年
、
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第
一
九
一
、一
九
五
頁
。

⑱
井
上
靖
ほ
か
、『
歴
史
・
文
学
・
人
生
―
井
上
靖
対
談
集
』、
東

京
：
牧
羊
社
、
一
九
八
二
年
、
第
一
四
四
頁
。

⑲
井
上
靖
、『
わ
が
文
学
の
軌
跡
』、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
、

第
六
三
～
六
四
頁
。

⑳
井
上
卓
也
、『
グ
ッ
ド
バ
イ
、
マ
イ
・
ゴ
ッ
ド
フ
ァ
ー
ザ
ー
』、

東
京
：
文
藝
春
秋
、
一
九
九
一
年
、
第
一
○
○
頁
。

㉑
同
注
⑲
、
第
六
二
頁
。

㉒
井
上
靖
、『
新
発
見　

井
上
靖
中
国
行
軍
日
記
』（
昭
和
十
二
年

八
月
二
十
五
日
―
昭
和
十
三
年
三
月
七
日
）（
新
潮
社
、
二
○

○
九
年
）、
第
二
一
三
頁
。

㉓
井
上
靖
、「
瞳
」、
一
九
四
七
年
神
戸
市
ク
ラ
ル
テ
文
学
会
発
行

の
『
ク
ラ
ル
テ
』
第
四
号
に
発
表
。（『
井
上
靖
全
集
』
第
一
巻
、

東
京
：
新
潮
社
、
一
九
九
五
年
、
第
二
七
頁
。）
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