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言
葉
の
「
闘
争
」
と
言
葉
か
ら
の
「
逃
走
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
― 

中
上
健
次
「
十
九
歳
の
地
図
」
を
め
ぐ
っ
て 

―
―

疋　

田　

雅　

昭
＊

（
日
本
語
学
・
日
本
文
学
分
野
）

要　
　

旨

　

中
上
健
次
「
十
九
歳
の
地
図
」
を
「
浪
人
」「
電
話
」「
大
学
生
」
な
ど
の
同
時
代
表
象
で
読
み
替
え
る
と
と
も
に
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
「
移
動
」
と
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
め
ぐ
る
物
語
と

し
て
捉
え
直
し
、
中
上
の
文
字
的
営
為
の
始
発
点
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
中
上
健
次
、
十
九
歳
の
地
図
、
地
図
、
移
動
、
電
話

＊ 

東
京
学
芸
大
学 

日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
講
座 

日
本
語
学
・
日
本
文
学
分
野
（184-8501　

小
金
井
市
貫
井
北
町
4-

1-

1
）

　

中
上
健
次
「
十
九
歳
の
地
図
」（『
文
芸
』
一
九
七
三
年
六
月
）
は
、
以
下
の
様
な
場
面
か

ら
始
ま
る
。

 

　

部
屋
の
中
は
窓
も
入
口
の
扉
も
し
め
き
ら
れ
て
い
る
の
に
奇
妙
に
寒
く
て
、
こ
の
ま

ま
に
し
て
い
る
と
ぼ
く
の
体
の
な
に
か
ら
な
に
ま
で
凍
え
て
し
ま
う
気
が
し
た
。
ぼ
く

は
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
机
の
上
に
置
い
て
あ
る
物
理
の
ノ
ー
ト
に
書
い
た
地
図
に
×
印

を
つ
け
た
。
い
ま
×
印
を
つ
け
た
家
に
は
庭
に
貧
血
ぎ
み
の
赤
い
サ
ル
ビ
ア
の
花
が
植

え
ら
れ
て
お
り
、
一
度
集
金
に
い
っ
た
と
き
、
そ
の
家
の
女
が
で
て
く
る
の
が
お
そ

か
っ
た
の
で
、
ぼ
く
は
花
を
真
上
か
ら
踏
み
つ
け
す
り
つ
ぶ
し
た
。（
373
頁
）　　
　

　

多
く
の
小
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
な
に
げ
な
い
冒
頭
に
も
実
に
多
く
の

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
ぼ
く
」（
吉
岡
）
の
部
屋
は
常
に
「
寒
さ
」
を
象
徴
す
る
空
間
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。「
サ
ル
ビ
ア
の
花
」
も
終
わ
り
か
け
る
「
十
月
」
は
そ
ろ
そ
ろ
寒
さ

を
感
じ
始
め
る
晩
秋
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
住
み
込
み
の
新
聞
配
達
員
を
し
な
が
ら
予
備
校

に
通
っ
て
い
る
。

　

こ
の
背
景
に
は
、
後
年
に
な
っ
て
新
聞
奨
学
生
問
題
と
し
て
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

事
態
が
明
確
に
刻
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
急
速
な
勢
い
で
社
会
化
・
政
治
化
さ
れ
た
主
体
か

ら
消
費
の
主
体
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
大
学
生
の
様
相
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
時
代
性
が
捨
象
さ
れ
期
待
の
新
人
作
家
の
過
渡
期
的
佳
作
あ
る
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気
分
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
は
相
互
補
完
的

に
「
ぼ
く
」
の
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
今
な
ら
ば
ネ
ッ
ト
空
間
に
い
る
自
身
と

現
実
生
活
の
自
分
と
の
対
峙
と
い
っ
た
図
式
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
一
九
七
三
年
時
の
「
ぼ

く
」
の
ノ
ー
ト
の
世
界
は
、
一
見
、
閉
鎖
的
か
つ
自
閉
的
な
そ
れ
に
し
か
み
え
な
い
。

　

だ
が
、
山
田
夏
樹
の
指

）
2

　
（

摘
の
様
に
、
現
在
の
ネ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
が
電
話
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
基
に
発
達
し
て
き
た
歴
史
を
鑑
み
れ
ば
、「
十
九
歳
の
地
図
」
と
い
う
物
語
に
お
け
る
、

現
実
空
間
と
仮
想
空
間
が
電
話
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本

論
に
お
い
て
も
重
要
な
問
題
と
な
る
。

　

本
論
で
は
、
作
家
論
的
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
ト
ー
リ
ー
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
時
代
性
と

テ
ク
ス
ト
の
構
造
に
引
き
裂
か
れ
た
先
行
論
の
状
況
に
対
し
て
、
場
の
構
造
、
人
物
設
定
の

構
造
、
計
算
さ
れ
た
表
象
の
数
々
を
能
う
限
り
詳
細
に
検
討
し
、
時
代
と
関
連
づ
け
て
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。

１　

危
う
い
バ
ラ
ン
ス

 

十
月
の
終
り
だ
と
い
う
の
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
だ
と
思
っ
た
。
季
節
も
部
屋
も
そ
し
て
こ

の
ぼ
く
も
、
あ
ぶ
な
っ
か
し
い
と
こ
ろ
に
い
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
そ
こ
ね
て
い
る
サ
ー

カ
ス
の
綱
渡
り
芸
人
の
よ
う
に
ふ
ら
ふ
ら
し
、
綱
が
ぶ
つ
つ
り
と
断
ち
切
れ
て
、
い
ま

に
も
眩
暈
を
感
じ
な
が
ら
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
お
ち
て
し
ま
い
そ
う
な

状
態
だ
っ
た
。 

（
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
）（
373
頁
）　

　

確
か
に
、
配
達
や
集
金
と
い
う
現
実
の
世
界
は
、
ノ
ー
ト
の
中
の
世
界
と
い
う
抽
象
的
な

世
界
と
の
「
バ
ラ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
な
り
立
っ
て
い
る
。
だ
が
、「
バ
ラ
ン
ス
」「
幻
惑
」

「
綱
わ
た
り
」
と
い
っ
た
語
は
、
物
語
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
位
置
を
よ
り
明
瞭
か
つ
広
義

に
語
っ
て
い
る
。
極
端
に
寒
い
日
と
小
春
日
和
が
混
じ
り
合
う
晩
秋
の
日
々
。
大
学
生
活
に

お
け
る
享
楽
の
日
々
に
も
学
生
運
動
に
打
ち
込
む
日
々
に
も
「
目
標
」
を
見
出
し
得
な
い
予

備
校
生
と
い
う
「
ぼ
く
」
に
対
し
、
新
聞
奨
学
生
と
い
う
過
酷
な
労
働
の
日
々
の
中
で
、
大

学
進
学
と
い
う
目
標
に
何
の
疑
問
も
抱
く
こ
と
の
な
い
隣
人
た
ち
。
性
的
な
欲
望
の
満
た
さ

れ
な
い
日
々
を
お
く
る
「
僕
」
と
女
を
「
た
ぶ
ら
か
す
」
日
々
を
お
く
る
謎
の
同
居
人
。
テ

ク
ス
ト
は
、
多
く
の
危
う
い
「
バ
ラ
ン
ス
」
で
満
ち
て
い
る
。　
　
　
　
　

い
は
習
作
で
あ
る
様
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ

）
1

　
（

た
テ
ク
ス
ト
を
、
小
文
字
の
歴
史
性
か
ら
読
み
返

し
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
本
論
の
重
要
な
目
論
見
の
一
つ
で
あ
る
。

　

テ
ク
ス
ト
で
は
、
一
人
称
の
「
ぼ
く
」
と
語
ら
れ
る
青
年
が
、
視
点
人
物
で
あ
り
、
唯
一

内
的
焦
点
化
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
明
確
な
語
り
の
現
在
を
示
す
指
標
が
な
い
た
め
事
後
的

な
語
り
と
い
う
よ
り
は
、「
ぼ
く
」
の
独
白
を
現
在
進
行
形
的
に
追
随
し
て
い
る
よ
う
な
描

か
れ
方
を
し
て
い
る
。
町
を
疾
走
す
る
「
ぼ
く
」
の
物
語
と
「
ぼ
く
」
自
身
を
も
含
む
町
を

俯
瞰
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
物
語
が
折
り
重
な
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
。

　

こ
の
ノ
ー
ト
は
、
予
備
校
で
の
学
び
と
い
う
本
来
の
目
的
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、

後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
地
図
が
「
物
理
」
の
ノ
ー
ト
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
小
説
構
造
上

偶
然
と
は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
俯
瞰
的
な
世
界
の
中
で
「
ぼ
く
」
は
「
神
」
に
も
な
り
う

る
存
在
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
で
町
を
奔
走
す
る
時
は
「
犬
」
と
し
て
世
界
を
駆
け
回
っ

て
い
る
。
こ
の
「
犬
」
は
「
サ
ル
ビ
ア
の
花
」
な
ど
の
植
物
や
小
動
物
に
危
害
を
加
え
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
、
人
間
に
直
接
危
害
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
、
出
来
な

い
と
い
っ
た
方
が
的
確
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
神
」
が
判
断
す
る
「
×
」
に
相
当
す
る
実

際
の
「
罰
」
は
駆
け
ず
り
回
る
「
犬
」
の
い
た
ず
ら
電
話
に
よ
っ
て
「
執
行
」
さ
れ
る
。

 

道
を
ま
っ
す
ぐ
い
っ
た
先
に
、
バ
ラ
ッ
ク
建
て
が
そ
の
ま
ま
老
い
朽
ち
た
よ
う
な
つ
ぎ

は
ぎ
し
た
板
が
白
く
み
え
る
家
で
、
老
婆
が
頭
に
か
さ
ぶ
た
を
つ
く
っ
た
や
せ
た
子
供

を
つ
れ
て
で
こ
ぼ
こ
の
土
間
に
で
て
き
た
時
も
、
ぼ
く
は
胸
が
む
か
つ
き
、
古
井
戸
の

そ
ば
に
な
れ
な
れ
し
く
近
よ
っ
た
褐
色
の
ふ
と
っ
た
犬
の
腹
を
思
い
き
り
蹴
っ
て
や
っ

た
。
し
か
し
ぼ
く
は
バ
ラ
ッ
ク
の
家
に
は
×
を
つ
け
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
唯
一
の
ぼ
く

の
施
し
だ
と
思
え
ば
よ
い
。
貧
乏
や
、
貧
乏
人
な
ど
み
る
の
も
い
や
だ
。 

（
373
頁
）　

　
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
配
達
や
集
金
の
現
場
に
お
け
る
現
実
的
な
感
情
で
発
作
的
に
行
わ
れ

る
「
罰
」
よ
り
、
抽
象
的
な
空
間
把
握
お
い
て
与
え
ら
れ
る
「
×
」
が
方
が
重
い
。「
×
」

は
、
別
の
刑
の
執
行
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
配
達
や
集
金
な
ど
の

多
く
の
「
現
実
世
界
」
は
、「
移
動
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
対
し
て
地
図
と
い

う
「
抽
象
世
界
」
の
作
成
は
、
閉
じ
籠
も
っ
た
部
屋
の
中
で
同
居
の
人
間
に
も
秘
密
に
さ
れ

た
孤
独
な
作
業
で
あ
る
。
地
図
と
い
う
抽
象
（
仮
想
）
世
界
を
目
の
前
に
し
た
際
の
感
情
が

「
×
」
の
根
拠
と
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
方
で
は
現
実
世
界
の
把
握
時
（
配
達
や
集
金
）
の
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る
め
た
ふ
と
ん
に
背
を
も
た
せ
か
け
て
坐
り
、
手
を
思
い
っ
き
り
上
に
あ
げ
て
欠
伸
を

し
た
。
腹
が
く
ち
く
な
り
眼
が
と
ろ
ん
と
な
る
ほ
ど
ぼ
く
を
充
分
に
満
足
さ
せ
る
も
の

は
な
に
ひ
と
つ
な
い
。
快
楽
の
時
間
だ
っ
て
そ
う
だ
。
い
つ
も
だ
れ
か
に
み
ら
れ
潮
笑

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
し
、
不
意
に
扉
が
ひ
ら
か
れ
て
人
が
は
い
り
こ
ん
で
き
そ

う
な
感
じ
に
な
る
。
こ
の
ぼ
く
に
自
分
だ
け
の
に
お
い
の
し
み
こ
ん
だ
草
の
葉
や
茎
や

藁
屑
の
巣
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
な
い
、
な
い
、
な
ん
に
も
な
い
。
金
も
な
い
し
、

立
派
な
精
神
も
な
い
、
あ
る
の
は
た
っ
た
ひ
と
つ
ぬ
め
ぬ
め
し
た
精
液
を
放
出
す
る
こ

の
性
器
だ
け
だ
。 

（
375
頁
）　

　

繰
り
返
し
紺
野
の
「
ま
ね
」
を
し
て
み
る
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
紺
野
は
単
な
る
拒
絶
の

存
在
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
拒
絶
し
き
れ
な
い
「
抑
圧
」
こ
そ
が
紺
野
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
「
抑
圧
」
の
根
拠
は
自
己
投
影
で
あ
る
。
客
観
視
さ
れ
た
自
ら
の
姿
を
「
性
器
」
と
捉

え
る
こ
の
場
面
に
は
、
他
者
を
己
の
「
影
の
投
影
」（
C
・
G
・
ユ
ン
グ
）
の
様
に
認
識
し

そ
こ
に
忌
避
の
対
象
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
思
考
法
と
と
も
に
、「
性
」
に
強
く

と
ら
わ
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
姿
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

 

不
意
に
涙
声
に
な
り
、
犬
の
遠
吠
え
の
よ
う
な
す
す
り
泣
き
の
声
が
た
か
く
ひ
び
く
。

障
子
の
壊
れ
る
音
が
し
、
獣
が
威
嚇
す
る
と
き
た
て
る
唸
り
声
の
よ
う
な
男
の
意
味
の

は
っ
き
り
し
な
い
太
く
低
い
声
が
き
こ
え
る
。
女
の
泣
き
声
は
奇
妙
に
エ
ロ
チ
ッ
ク

だ
っ
た
。
も
し
ぼ
く
が
子
供
の
と
き
こ
の
よ
う
な
争
い
が
あ
り
、
母
親
が
す
す
り
泣
き

を
は
じ
め
た
と
し
た
ら
、
き
っ
と
不
安
で
た
ま
ら
ず
な
に
も
か
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
破

壊
し
て
や
り
た
い
と
い
う
衝
動
に
と
ら
わ
れ
、
う
ず
い
た
だ
ろ
う
が
、
十
九
歳
の
大
人

の
体
を
も
つ
ぼ
く
は
、
そ
れ
を
煽
情
的
な
も
の
と
思
っ
て
、
き
ま
っ
て
自
慰
し
、
放
出

し
た
精
液
で
下
着
を
く
た
く
た
に
し
た
。 

（
375
頁
）　

　

喧
嘩
に
よ
っ
て
す
す
り
泣
く
女
（
母
親
）
や
そ
の
息
子
を
「
犬
」
に
喩
え
、
前
者
を
エ
ロ

チ
ッ
ク
な
対
象
、
後
者
を
憐
憫
す
べ
き
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
対
象
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る

「
ぼ
く
」
の
妄
想
は
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
支
配
者
あ
る
い
は
無
関
係
な
他

者
の
「
余
裕
」
の
様
な
感
情
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
支
配
者
と
し
て
の
全
能
観

は
実
生
活
の
抑
圧
感
の
反
転
で
あ
る
が
、「
支
配
」「
被
支
配
」
と
「
性
」
の
両
者
を
結
び
つ

 

「
そ
れ
で
い
つ
も
電
話
す
る
ん
だ
よ
、
あ
あ
救
け
て
く
だ
さ
い
、
こ
の
ま
ま
だ
と
ぼ
く

は
自
分
で
自
分
を
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
、
あ
あ
、
ぼ
く
を
引
き
あ
げ
て
く
だ
さ
い
、
こ

の
ま
ま
だ
と
ぼ
く
は
死
の
ほ
う
へ
ず
る
ず
る
お
ち
て
い
き
ま
す
、
彼
女
は
ぼ
く
の
ほ
ん

と
う
の
マ
リ
ア
さ
ま
だ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
リ
ア
が
う
ぶ
毛
が
金
色
に
ひ
か
る
金
む
く

な
ら
、
ぼ
く
の
マ
リ
ア
さ
ま
は
、
元
の
皮
膚
が
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
じ
く
じ
く
膿
が
で
る

で
き
も
の
や
か
さ
ぶ
た
だ
ら
け
の
マ
リ
ア
さ
ま
だ
。
こ
の
世
界
に
あ
の
人
が
い
て
、
ま

だ
苦
し
ん
で
い
る
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
ぼ
く
は
死
の
ほ
う
へ
、
に
に
ん
が
し
、
に
さ
ん

が
ろ
く
、
の
ほ
う
へ
す
べ
り
お
ち
る
の
を
く
い
と
め
て
い
る
ん
だ
」 

（
374
頁
）　

　

紺
野
が
語
る
「
マ
リ
ア
」
像
は
、
紺
野
を
「
死
」
の
ほ
う
へ
「
す
べ
り
お
ち
る
」
の
を

「
く
い
と
め
る
」
存
在
で
あ
る
。「
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
に
お
ち
て
し
ま
い
そ
う

な
状
態
」
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と
、「
死
」
に
「
す
べ
り
お
ち
る
」
の
が
「
く
い
と
め
」
ら
れ

て
い
る
と
い
う
紺
野
は
、
一
見
正
反
対
に
見
え
な
が
ら
も
、
あ
る
意
味
同
じ
様
な
状
態
の
二

人
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
両
者
と
も
危
う
い
「
バ
ラ
ン
ス
」
上
の
存
在
な
の
で

あ
る
。

　

同
居
人
で
あ
る
紺
野
が
語
る
「
マ
リ
ア
」
は
、
そ
の
実
在
も
含
め
終
始
謎
の
存
在
で
あ

る
。
周
囲
の
「
た
ぶ
ら
か
す
」「
だ
ま
す
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
、
の
ら
り
く
ら
り
と
肯
定

と
も
否
定
と
も
分
か
り
か
ね
る
態
度
を
と
る
。
し
か
し
、
周
囲
の
紺
野
に
対
す
る
関
心
は
こ

の
女
の
存
在
に
集
中
し
て
い
る
。

　

独
り
の
空
間
を
切
望
す
る
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
紺
野
の
存
在
は
、
そ
れ
だ
け
で
邪
魔
な
存

在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、「
未
成
年
」「
金
」「
地
位
」「
女
」
と
い
っ
た
満
た

さ
れ
な
い
欲
望
が
つ
き
ま
と
う
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
裕
福
な
家
庭
と
い
う
出
自
、
大
卒
や

会
社
勤
め
の
経
験
、
金
を
だ
ま
し
取
る
女
の
存
在
と
い
っ
た
、
三
十
過
ぎ
の
紺
野
と
い
う
同

居
人
の
存
在
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
信
頼
性
に
欠
け
る
「
噂
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
々

「
ぼ
く
」
を
抑
圧
す
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
以
下
の
様
な
「
ぼ
く
」
の
独
白
は
、
紺
野
に
よ
る
「
ぼ
く
」
へ
の
抑
圧
の
中

で
最
も
重
い
も
の
が
、「
性
」
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

 

絶
望
だ
、
ぜ
つ
ぼ
う
だ
、
希
望
な
ど
、
こ
の
生
活
の
中
に
は
ひ
と
か
け
ら
も
な
い
、
ぼ

く
は
紺
野
の
笑
い
を
ま
ね
し
て
グ
ス
っ
と
鼻
に
抜
け
る
声
を
た
て
た
。
ぼ
く
は
壁
に
ま
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斎
藤
は
典
型
的
な
新
聞
奨
学
生
（
受
験
生
）
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る

「
世
間
」
が
、
い
わ
ゆ
る
学
歴
社
会
的
な
価
値
観
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
定
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

刈
谷
剛
彦
の
指

）
3

　
（

摘
で
は
、
戦
後
直
後
の
日
本
に
お
い
て
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
的
な
階
層
再
生
産

と
い
う
問
題
が
、
文
化
面
と
は
異
な
る
形
で
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
学
歴
神

話
」
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
見
え
な
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　 

　

誰
も
が
「
公
平
」
な
方
法
で
選
抜
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
大
衆
化
し
た
メ
リ
ト
ク

ラ
シ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
選
抜
結
果
を
だ
れ
も
が
正
当
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
。
教
育
を
通
じ
た
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
大
衆
化
を
推
し
進
め
る
こ
と

で
、
社
会
が
行
な
う
選
抜
の
正
当
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
社
会 

―
― 

教
育
の
大
衆

化
が
、
メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
の
大
衆
化
を
も
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
い
か
な

る
事
情
に
よ
る
の
か
。

　

メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー
（
試
験
の
成
績
を
メ
リ
ッ
ト
＝
業
績
と
考
え
る
）
は
、
機
会
の
平
等
の

「
感
覚
」
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
実
際
は
、
成
績
と
出
自
は
無
関
係
で
は
な
い
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
機
会
が
平
等
で
あ
る
と
言
う
思
い
込
み
が
、
い
や
そ
う
思
う
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に

至
る
「
努
力
」
が
称
揚
さ
れ
、
成
功
は
「
努
力
」
の
結
果
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
状
況
を
信
じ
込
ま
せ
る
の
が
、
ま
さ
に
「
神
話
」
作
用
で

あ
る
と
い
う
指
摘
な
の
だ
が
、
こ
の
物
語
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
「
神
話
」
が
強
い
影
響

力
を
も
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　

文
科
省
の
「
学
校
基
本
調
査
」
の
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
大
学
進
学

）
6

　
（

率
で
は
、
専
門
学
校
が

出
来
た
一
九
七
六
年
以
降
に
一
端
下
降
す
る
も
の
の
、
バ
ブ
ル
期
以
降
暫
時
増
加
し
一
九
九

九
年
に
は
五
〇
％
に
と
ど
く
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
大
学
進
学
や
そ
れ
が
も
た
ら
す
将
来
の
メ
リ
ッ
ト
（
就
職
）
が

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
物
語
で
は
、
こ
の
メ
リ
ッ
ト
が
、
自
ら
の
「
努
力
」
に
よ
っ

て
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
「
貧
乏
」
か
ら
の
「
脱
出
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て

い
る
。

　

昨
今
よ
う
や
く
可
視
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
ブ
ラ
ッ
ク
バ
イ
ト
」
の
中
で
、
最
も
長

け
る
媒
介
と
し
て
の
「
会
話
」
や
「
電
話
」
の
存
在
は
、
こ
の
物
語
が
ノ
ー
ト
（
非
現
実
）

と
生
活
（
現
実
）
と
の
単
純
な
二
項
対
立
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
ア

イ
テ
ム
で
あ
る
。

 

と
な
り
の
部
屋
に
い
る
斎
藤
は
紺
野
の
こ
と
を
、
先
天
的
な
う
そ
つ
き
で
、
自
分
で

だ
っ
て
い
っ
た
い
な
に
を
や
っ
て
き
た
か
、
い
ま
な
に
を
や
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
た
。 

（
382
頁
）　

　

長
く
寮
に
い
る
隣
室
の
斎
藤
の
言
葉
は
、
凡
庸
で
は
あ
る
が
的
確
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
に

と
っ
て
の
周
囲
の
人
物
理
解
の
多
く
は
、
斎
藤
の
そ
れ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。「
ぼ
く
」

に
と
っ
て
斎
藤
の
話
は
「
落
語
の
よ
う
で
お
も
し
ろ
」
い
の
だ
。
だ
が
、
そ
ん
な
斎
藤
の
言

葉
も
、
こ
と
紺
野
に
関
す
る
限
り
、「
ぼ
く
」
に
届
く
こ
と
は
な
い
。

 

「
ま
だ
あ
い
つ
は
ま
し
さ
」
斎
藤
が
そ
う
言
っ
て
も
、
紺
野
と
同
じ
部
屋
に
い
る
ぼ
く

は
、
口
か
ら
で
ま
か
せ
の
い
い
か
げ
ん
な
こ
と
を
き
か
さ
れ
る
の
に
う
ん
ざ
り
し
、
時

折
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
殴
り
つ
け
て
や
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
い
た
い
紺
野

は
ぼ
く
を
な
め
て
い
た
。
た
だ
ひ
た
す
ら
大
学
に
入
る
た
め
に
勉
強
し
て
い
る
、
な
に

ひ
と
つ
分
別
の
つ
か
な
い
な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
い
子
供
だ
と
い
う
ふ
う
に
ぼ
く
を
み
て

い
る
の
が
気
に
い
ら
な
か
っ
た
。
ぼ
く
は
大
学
な
ど
と
っ
く
に
あ
き
ら
め
て
い
る
。

 
（
382
頁
）　

　

大
学
進
学
と
い
う
目
的
を
あ
き
ら
め
て
い
る
新
聞
奨
学
生
。「
ぼ
く
」
の
閉
塞
感
は
、
紺

野
へ
の
反
発
だ
け
で
は
な
く
、
容
易
に
斎
藤
に
も
飛
び
火
す
る
。

 

斎
藤
に
言
わ
せ
れ
ば
こ
の
男
は
、
人
生
の
敗
残
者
ら
し
い
が
、
さ
て
そ
の
人
生
と
い
う

や
つ
は
い
っ
た
い
な
ん
な
の
だ
？　

人
生
な
ん
て
東
大
を
出
て
高
級
官
僚
に
な
ろ
う
と

乞
食
に
な
っ
て
ガ
ー
ド
下
で
坐
ろ
う
と
さ
し
て
差
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ
世

間
と
い
う
や
つ
だ
ろ
う
。
あ
あ
、
や
っ
て
く
れ
、
お
お
い
に
や
っ
て
く
れ
、
こ
の
男
の

よ
う
に
世
間
の
敗
残
者
に
な
ら
な
い
よ
う
に
勉
強
し
て
東
大
へ
で
も
一
ッ
橋
に
で
も

入
っ
て
く
れ
、
テ
ン
ト
リ
虫
、
芋
虫
、
う
じ
虫
、
斎
藤
の
糞
野
郎
。 

（
395
頁
）　
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う
し
た
同
時
代
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

 

　
（
起
床
ブ
ザ
ー
の
音
に
対
し
て
―
引
用
者
註
）
紺
野
は
そ
の
た
び
に
、
小
声
で
文
句

を
言
っ
た
。「
あ
の
音
を
き
い
て
る
と
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
わ
が
身
が
う
ら
が

な
し
く
な
っ
て
く
る
ん
だ
な
」

 

　
「
そ
こ
ま
で
あ
い
つ
は
気
が
ま
わ
ら
な
い
よ
、
二
十
人
ほ
ど
の
人
間
が
い
る
の
に
、

お
茶
を
の
む
コ
ッ
プ
五
つ
し
か
な
い
ん
だ
か
ら
」

 

　
「
あ
い
て
に
し
な
い
ほ
う
が
い
い
さ
。
ま
だ
あ
の
く
そ
っ
た
れ
バ
バ
ア
の
ほ
う
が
は

な
し
を
し
て
も
わ
か
る
よ
。
で
も
、
お
れ
が
月
賦
で
セ
ー
タ
ー
と
ズ
ボ
ン
買
う
か
ら
と

た
の
ん
だ
ら
、
よ
し
た
ほ
う
が
い
い
、
現
金
で
買
っ
た
ほ
う
が
い
い
っ
て
言
い
や
が
っ

た
」 

（
391
頁
）　

　　

勤
務
態
度
や
思
想
学
生
の
排
除
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
も
、
労
働
者
た
ち
の
待
遇
改
善
に

は
全
く
気
を
回
す
こ
と
が
出
来
な
い
店
主
も
、「
ぼ
く
」
か
ら
見
れ
ば
、「
世
間
」
側
の
人
間

で
あ
る
。
だ
が
、
店
主
の
よ
う
な
人
間
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
権
化
と
み
た
て
て
闘
争
す
る
こ
と

も
、
ノ
ン
ポ
リ
と
し
て
後
の
消
費
の
主
体
と
な
る
新
し
い
学
生
の
世
代
の
は
し
り
に
な
る
こ

と
も
、
大
学
生
と
い
う
出
口
を
失
っ
て
い
る
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
は
あ
り
得
な
い
選
択
肢
で

あ
っ
た
。

 

そ
し
て
神
の
啓
示
の
よ
う
に
と
つ
ぜ
ん
、
二
十
歳
ま
で
な
に
ご
と
か
や
る
、
そ
う
し
て

死
ぬ
、
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
ぼ
く
に
と
っ
て
重
大
な
発
見
だ
っ
た
。
な
ん
と
か
そ
の
年

齢
ま
で
生
き
て
や
ろ
う
、
し
か
し
そ
の
後
は
知
ら
な
い
。 

（
401
頁
）　

　

こ
う
し
た
出
口
の
な
さ
を
「
ぼ
く
」
の
「
主
体
性
」
の
欠
如
に
起
因
さ
せ
る
読
み
は
可
能

で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
事
実
同
時
代
評
に
は
そ
う
し
た
読
み
方
も
存
在
す
る

）
7
　（

。
だ
が
、「
ぼ
く
」

の
あ
り
方
に
は
、
そ
う
し
た
個
人
的
な
事
情
を
超
え
た
時
代
性
を
読
み
込
む
べ
き
な
の
で
は

な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
を
時
代
の
典
型
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
自
体
が
、「
ぼ
く
」
や
「
紺
野
」
と
同
様
に
危
な

い
「
バ
ラ
ン
ス
」
の
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

い
歴
史
を
有
す
る
と
と
も
に
、
常

に
そ
れ
を
代
表
す
る
表
象
と
し
て

描
か
れ
て
き
た
も
の
が
「
新
聞
配

達
」
で
あ
る
。

　

新
聞
配
達
と
苦
学
生
と
い
う
表

象
が
結
び
つ
き
や
す
い
の
は
、
そ

の
歴
史
の
古
さ
に
も
あ
る
。
一
九

六
〇
年
代
後
半
か
ら
各
新
聞
社
が

制
度

）
4

　
（

化
し
て
い
っ
た
「
新
聞
奨
学

生
制
度
」
だ
が
、
そ
れ
が
社
会
問

題
化
す
る
に
は
、
平
成
二
（
一
九

九
〇
）
年
十
二
月
の
「
読
売
新
聞

奨
学
生
過
労
死
事
件
」
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
以
後
、
こ
の

問
題
は
繰
り
返
し
取
り
沙
汰
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
労
働
環
境
が
根

本
的
に
改
善
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
く
、
本
来
こ
う
し
た
出
来
事
を
事
件
化
し
て
報
道
す
べ
き
機
関
で
あ
る
「
新
聞
」
の
販

売
シ
ス
テ
ム
の
問
題
が
根
底
に
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
難
し
く
し
て
い
る
側
面

が
あ
る
。

　
「
新
聞
奨
学
生
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
は
、
現
状
で
の
諸
事
件
・
諸
問
題
を
随
時

ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い

）
5

　
（

る
が
、「
起
床
時
間
」「
拘
束
時
間
」、「
集
金
」
率
の
強
制
、
劣
悪
な

「
生
活
環
境
」
な
ど
、
物
語
で
描
か
れ
る
労
働
上
の
問
題
は
、
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

制
度
と
し
て
は
、
各
新
聞
社
の
子
会
社
や
販
売
店
組
合
が
主
催
す
る
奨
学
会
が
学
生
を
募

集
し
、
新
聞
販
売
店
に
労
働
力
と
し
て
斡
旋
す
る
形
を
と
る
。
現
在
の
奨
学
会
は
職
業
安
定

法
に
お
け
る
職
業
紹
介
事
業
者
、
も
し
く
は
委
託
募
集
に
お
け
る
募
集
受
託
者
に
あ
た
り
、

販
売
店
は
奨
学
会
へ
代
金
を
支
払
う
形
を
と
る
が
、
当
時
の
経
営
者
は
社
会
福
祉
的
事
業
者

で
あ
っ
た
様
な
印
象
も
あ
り
、
そ
れ
が
劣
悪
な
労
働
環
境
を
不
可
視
に
し
て
い
た
面
も
否
め

な
い
。「
け
ち
な
く
せ
に
義
理
人
情
に
あ
つ
く
ふ
と
っ
ば
ら
で
あ
る
と
ぼ
く
ら
に
み
ら
れ
た

が
っ
て
い
る
」
と
評
さ
れ
、
労
働
者
の
誰
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
店
主
の
像
に
は
、
こ

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

（%）

（年度）

図　大学・短期大学への進学率（過年度高卒者などを含む）

東 京 学 芸 大 学 紀 要　人文社会科学系Ⅰ　第69集（2018）

－ 208 －



 

女
が
受
話
器
を
と
っ
た
と
き
、
ぼ
く
は
女
の
声
の
応
答
を
ま
た
ず
、「
き
さ
ま
の
と
こ

は
三
重
×
だ
か
ら
な
、
覚
悟
し
ろ
」
と
押
殺
し
た
声
で
言
っ
た
。「
な
に
を
さ
れ
て
も

文
句
な
ど
い
え
な
い
の
だ
か
ら
な
、
犬
の
よ
う
に
た
た
き
殺
さ
れ
て
皮
を
剥
が
さ
れ
て

も
、
泣
き
言
は
い
う
な
」
ぼ
く
は
女
の
声
を
無
視
し
て
そ
れ
だ
け
言
う
と
受
話
器
を
放

り
す
て
る
よ
う
に
お
い
た
。 

（
377
頁
）　

　

無
言
電
話
か
ら
徐
々
に
感
情
を
高
め
て
脅
迫
に
至
っ
た
途
端
に
相
手
の
方
が
「
犬
」
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
先
に
指
摘
し
た
二
重
性
が
み
ら
れ
る
。「
犬
」
は
加
害
者
で
も
あ
り

被
害
者
で
も
あ
る
よ
う
な
、
主
客
を
容
易
に
逆
転
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

だ
が
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
後
、「
電
話
の
効
果
」
を
見
届
け
る
こ
と
を
途
中
で
断
念
し
て
し
ま

う
。

 

ひ
と
り
で
興
奮
し
て
喜
ん
だ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
は
な
ん
に
も
変
り
ゃ
あ
し
な
い
。
畳
屋

は
畳
を
つ
く
っ
て
い
る
し
、
肉
屋
は
皮
を
剥
い
だ
太
股
か
ら
す
こ
し
で
も
よ
け
い
に
肉

を
そ
ぎ
と
ろ
う
と
包
丁
を
も
っ
て
た
め
つ
す
が
め
つ
や
っ
て
い
る
。
な
に
も
変
り
ゃ
あ

し
な
い
。
ぼ
く
は
不
快
だ
っ
た
。
こ
の
唯
一
者
の
ぼ
く
が
ど
う
あ
が
い
た
っ
て
、
な
に

を
や
っ
た
っ
て
、
新
聞
配
達
の
少
年
と
い
う
社
会
的
身
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ

の
ぼ
く
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
た
ま
ら
な
か
っ
た
。 

（
377
頁
）　

　
「
ぼ
く
」
の
衝
動
的
な
「
罰
」
の
執
行
は
、
す
ぐ
さ
ま
、
自
己
の
無
能
さ
の
再
確
認
に
反

転
す
る
。
自
身
の
無
能
感
の
多
く
は
「
予
備
校
生
」
と
い
う
身
分
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
が
、「
四
年
間
遊
び
呆
け
る
」
こ
と
と
「
ゼ
ン
ガ
ク
レ
ン
」
に
象
徴
さ
れ
る
学
生
運
動
の

二
択
の
い
ず
れ
を
も
よ
し
と
せ
ず
、
さ
ら
に
は
そ
の
後
の
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
と
い
う
未
来

に
も
希
望
を
感
じ
て
い
な
い
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、「
予
備
校
生
」
と
い
う
無
能
感
は
期
間

限
定
の
そ
れ
で
は
な
く
、
出
口
の
な
い
そ
れ
で
あ
る
。

　

学
生
運
動
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
一
九
六
八
年
、
全
学
連
か
ら
見
た
下
部
組
織
の
あ
り
方
に

つ
い
て
中
島
勇
三
は
、
以
下
の
様
に
語
る

）
8
　（

。　
　
　

 

　

し
か
し
「
予
備
軍
の
主
体
は
二
年
生
で
、
三
年
に
な
る
と
受
験
勉
強
に
い
そ
が
し

く
、
運
動
か
勉
強
か
と
な
る
と
、
や
っ
ぱ
り
勉
強
を
と
る
者
が
多
い
、
そ
こ
に
限
界
が

２　

テ
ク
ス
ト
の
時
代
性

 
朝
、
こ
の
街
を
、
非
情
で
邪
悪
な
も
の
が
か
け
ま
わ
る
。
こ
の
街
に
す
む
善
人
は
そ
ん

な
こ
と
も
知
ら
ず
、
骨
も
肉
も
と
ろ
け
る
ほ
ど
甘
い
眠
り
を
む
さ
ぼ
っ
て
い
る
。（
中

略
）
犬
の
精
神
、
そ
れ
は
ま
と
も
に
相
手
に
し
て
も
よ
い
充
分
な
資
格
を
も
っ
て
い
る

気
が
し
た
。
こ
の
街
を
、
犬
の
精
神
が
か
け
め
ぐ
る
。 

（
380
頁
）　

　

朝
、
町
を
駆
け
巡
る
自
身
を
「
犬
」
も
し
く
は
「
犬
の
精
神
」
と
捕
ら
え
る
「
ぼ
く
」
に

は
あ
る
種
の
二
重
性
が
見
ら
れ
る
。「
犬
」
を
卑
下
す
べ
き
対
象
あ
る
い
は
暴
力
の
絶
対
的

被
害
者
と
位
置
づ
け
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で
は
人
知
れ
ず
世
間
に
反
抗
し
続
け
る
も
の
の

象
徴
と
し
て
も
い
る
か
ら
だ
。

　
「
犬
」
と
は
、「
邪
悪
な
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
人
」
が
ま
だ
寝
静
ま
っ
て
い
る
朝

の
町
を
駆
け
回
る
象
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
後
に
同
じ
様
に
ガ
ラ
ス
に
映
る
自
己
を
「
獣
」
と

と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
暴
力
性
や
凶
暴
な
気
分
を
掻
き
立
て
る
一
面
が
あ
る
一
方

で
、
自
己
卑
下
に
繋
が
る
と
こ
ろ
か
ら
は
同
族
嫌
悪
に
近
い
感
情
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ

と
も
伺
え
る
。

 

け
だ
る
い
ま
ま
精
液
の
ぬ
め
り
の
残
っ
て
い
る
性
器
を
し
ま
い
こ
み
、
ジ
ッ
パ
ア
を
ひ

き
あ
げ
て
立
ち
あ
が
り
、
ぼ
く
は
地
図
帖
の
サ
ル
ビ
ア
の
花
の
あ
る
家
に
×
印
を
も
う

ひ
と
つ
つ
け
た
。
こ
の
地
区
一
帯
は
ぼ
く
の
支
配
下
に
あ
る
。
こ
れ
で
も
う
こ
の
家
は

実
際
の
刑
罰
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
爆
破
さ
れ
よ
う
が
、
一
家
全
員
惨
殺
さ
れ
よ

う
が
、
そ
の
責
任
は
執
行
人
の
ぼ
く
に
あ
る
の
で
は
な
く
こ
の
家
の
住
人
に
あ
る
の

だ
。 

（
376
頁
）　

　

ノ
ー
ト
の
地
図
を
目
の
前
に
す
る
「
ぼ
く
」
は
、
町
全
体
を
俯
瞰
的
な
視
点
で
み
つ
め
る

「
支
配
」
者
で
あ
る
。
そ
の
支
配
の
力
は
「
×
」
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
が
、

外
の
世
界
に
出
た
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
罰
の
執
行
は
「
電
話
」
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
な

さ
れ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
「
支
配
者
」
で
あ
る
は
ず
の
「
ぼ
く
」
に
「
罰
」
の
責
任
は
な
い
、

と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
書
か
れ
て
い
る
場
所
す
な
わ
ち
「
物
理
」
の
ノ
ー
ト
と

関
係
が
あ
る
こ
と
が
、
後
に
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。 
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「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
右
翼
」
と
い
う
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
発
見
は
、「
世
間
」
に

安
住
し
て
い
る
も
の
た
ち
の
「
寝
首
を
か
く
」
と
い
う
意
味
で
非
常
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に

思
え
た
。

　

周
知
の
様
に
、
一
九
七
〇
年
に
入
り
、
沖
縄
返
還
の
実
現
に
よ
っ
て
日
本
人
の
反
米
感
情

が
薄
れ
、
学
生
運
動
は
急
激
に
衰
退
し
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
横
行
す
る
内
ゲ
バ
や

暴
力
闘
争
の
激
化
な
ど
に
よ
っ
て
シ
ン
パ
シ
ー
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
。
新
聞
配
達
員
の
ボ
ー
ナ
ス
支
給
運
動
の
組
織
が
解
体
に
追
い
込
ま
れ
た
り
、
店
主
が

左
翼
的
思
想
を
常
に
監
視
し
た
り
、
浪
人
生
た
ち
が
「
ゼ
ン
ガ
ク
レ
ン
」
の
人
間
を
軽
視
し

た
り
す
る
様
子
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
時
代
性
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

初
出
時
の
一
九
七
六
年
と
寮
の
壁
の
「
シ
シ
リ
ア
ン
」（
上
映
は
一
九
六
九
年
、
日
本
は

翌
年
）
の
ポ
ス
タ
ー
か
ら
、
物
語
内
容
の
時
間
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
と
規
定
で
き
る
が
、

そ
れ
は
こ
う
し
た
学
生
運
動
の
主
体
が
「
左
翼
の
国
士
」
か
ら
「
消
費
の
主
体
」
へ
と
大
き

く
変
貌
を
と
げ
る
過
渡
期
で
あ
っ
た

）
9
　（

。

３　
「
紺
野
」
と
い
う
存
在

　
「
新
聞
」
と
は
「
世
間
」
に
「
情
報
」
を
配
信
す
る
媒
体
で
あ
る
。
だ
が
、
目
的
を
失
っ

て
い
る
「
ぼ
く
」
は
教
科
書
や
参
考
書
が
与
え
て
く
れ
る
「
情
報
」
を
必
要
と
は
せ
ず
、
社

会
的
な
「
情
報
」
に
も
無
関
心
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
「
情
報
」
を
配
っ
て
は
い
る
が
自
ら

は
記エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル

述
言
語
的
な
「
情
報
」
を
必
要
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
彼
が
得
る
情
報
は
、

会パ
ロ
ー
ル話

的
な
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

 

だ
か
ら
部
屋
の
中
に
散
ら
か
つ
た
新
聞
紙
は
紺
野
の
読
ん
だ
も
の
だ
。
紺
野
は
新
聞
を

読
み
な
が
ら
涙
を
な
が
し
た
り
し
た
。
子
供
が
野
原
に
す
て
ら
れ
腹
を
す
か
し
て
泣
い

て
い
る
の
を
発
見
さ
れ
た
と
い
う
記
事
な
ど
あ
る
と
も
う
い
け
な
い
。
紺
野
は
お
お
、

お
お
と
関
西
な
ま
り
の
声
を
出
し
て
涙
ぐ
む
。 

（
381
頁
）　

　

紺
野
は
、
新
聞
を
読
み
、
そ
の
記
事
で
涙
ぐ
む
。
紺
野
と
い
う
存
在
は
、
一
見
あ
ら
ゆ
る

面
で
「
ぼ
く
」
の
反
対
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
紺
野
が
新
聞
か
ら
得
て
い
る

の
は
事
件
の
概
要
と
い
う
「
情
報
」
で
は
な
い
。
新
聞
と
い
う
活
字
か
ら
得
た
「
情
報
」
を

あ
る
」（
反
戦
高
協
リ
ー
ダ
ー
）
が
、
彼
ら
の
最
終
目
標
は
大
学
に
は
い
っ
て
学
生
運

動
を
や
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
は
絶
対
大
学
に
は
い
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
い
き
る
も

の
さ
え
い
る
。

　

浪
人
生
や
高
校
生
に
ま
で
普
及
し
た
学
生
運
動
は
、
旧
制
中
学
以
来
の
伝
統
的
進
学
校
や

国
立
大
学
教
育
学
部
附
属
高
校
を
中
心
に
ピ
ー
ク
時
に
は
三
五
都
道
府
県
一
七
六
校
に
ま
で

及
び
、
一
九
六
九
年
に
は
全
国
浪
人
共
闘
会
議
（
浪
協
闘
）
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
団
体
に
最
も
期
待
さ
れ
た
の
が
、
将
来
の
有
望
な
「
細
胞
」（
学
生
運
動
の
担
い
手
）
の

育
成
で
あ
る
。
こ
う
し
た
団
体
の
運
動
に
も
、「
予
備
軍
」
と
目
さ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
制

服
自
由
化
や
教
育
課
程
や
そ
の
方
法
の
改
善
要
求
な
ど
「
左
翼
」
的
な
要
素
を
も
つ
も
の
が

多
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
運
動
形
態
に
対
抗
す
る
形
で
、
民
族
派
系
の
全
国
学
協
、
日
本
学

生
同
盟
、
日
本
学
生
会
議
や
、
創
価
学
会
系
の
新
学
生
同
盟
な
ど
の
、
左
翼
系
で
な
い
（
実

態
と
し
て
必
ず
し
も
「
右
翼
」
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
）「
右
翼
」
系

学
生
団
体
も
出
現
し
た
。

　

民
族
派
系
の
運
動
は
、
三
島
由
紀
夫
の
自
殺
（
一
九
七
〇
年
）
や
、
既
成
の
左
翼
を
批
判

す
る
新
左
翼
運
動
と
呼
応
し
い
わ
ゆ
る
左
翼
言
説
の
カ
ウ
ン
タ
ー
と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
た

面
が
あ
り
、
そ
の
影
響
力
は
批
判
対
象
の
喪
失
と
と
も
に
低
下
し
た
が
、
そ
の
後
の
左
翼
運

動
存
続
の
た
め
に
は
暴
力
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
右
翼
運
動

は
、
少
な
く
と
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
「
暴
力
」
か
ら
乖
離
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
点

は
重
要
で
あ
る
。

 

受
話
器
の
む
こ
う
で
男
の
声
が
あ
の
う
、
と
口
ご
も
り
、
話
を
つ
づ
け
た
そ
う
な
よ
う

す
だ
っ
た
。
ぼ
く
は
無
視
し
て
電
話
を
切
っ
た
。
あ
い
つ
は
今
夜
眠
る
こ
と
も
で
き
ず

に
あ
れ
こ
れ
考
え
悩
む
に
ち
が
い
な
い
。
ぼ
く
は
上
機
嫌
に
な
っ
た
。
ぼ
く
は
声
を
出

し
て
笑
っ
た
。
そ
う
な
ん
だ
よ
、
あ
ん
ま
り
有
頂
天
に
な
っ
て
生
き
て
も
ら
っ
て
は
困

る
の
だ
よ
、
世
間
に
は
お
ま
え
た
ち
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、

い
つ
で
も
お
ま
え
た
ち
の
寝
首
を
か
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
な
。
大
通
り
を
駅
の

ほ
う
に
む
か
っ
て
歩
き
な
が
ら
ぼ
く
は
ま
る
で
恋
人
の
名
前
を
い
う
よ
う
に
、
お
れ
は

右
翼
だ
、
と
い
っ
て
み
た
。
け
っ
し
て
わ
る
い
感
じ
で
は
な
い
。 

（
387
頁
）　
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の
う
の
う
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
生
き
て
る
や
つ
ら
を
お
れ
は
ゆ
る
し
は
し
な
い
。
ボ
ッ

ク
ス
の
硝
子
に
む
か
っ
て
口
唇
だ
け
で
声
を
出
さ
ず
に
言
っ
て
み
、
ぼ
く
は
に
や
っ
と

愛
嫡
た
っ
ぷ
り
に
え
み
を
つ
く
り
、
そ
し
て
も
う
一
度
ジ
ャ
ン
パ
ア
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら

十
円
玉
を
つ
か
み
だ
し
、
穴
の
中
に
入
れ
、
ツ
ー
と
い
う
音
を
た
し
か
め
て
ダ
イ
ア
ル

を
ま
わ
し
た
。
二
回
呼
出
し
音
が
な
り
、
若
い
男
の
声
が
ひ
び
い
た
。
そ
の
男
の
あ
か

る
い
声
に
つ
ら
れ
て
ぼ
く
は
自
分
の
言
う
べ
き
セ
リ
フ
を
忘
れ
て
ど
ぎ
ま
ぎ
し
、「
あ

の
う
」
と
ふ
が
い
な
い
声
を
出
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
い
け
な
い
。 

（
386
頁
）　

　
「
ぼ
く
」
は
、
電
話
の
最
中
に
声
の
主
が
男
に
代
わ
る
と
い
う
状
況
が
苦
手
で
あ
る
。
背

後
に
男
を
感
じ
る
女
が
得
意
で
は
な
い
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
。「
ぼ
く
」
が
こ
う
い
う
状

態
に
な
る
と
冷
静
さ
を
欠
い
て
し
ま
う
こ
と
は
、
そ
の
背
後
に
「
性
」
へ
の
欠
乏
感
や
劣
等

感
が
あ
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
な
の

は
、
そ
う
し
た
結
果
導
き
出
さ
れ
る
「
敗
北
」
が
、
電
話
の
場
合
、
自
分
の
言
葉
（
台
詞
）

に
相
手
を
引
き
ず
り
込
め
な
か
っ
た
と
い
う
現
れ
方
を
す
る
こ
と
だ
。

　

さ
ら
に
重
要
な
点
は
、
実
は
こ
の
「
敗
北
」
の
認
識
は
、
紺
野
と
の
会
話
に
お
い
て
も
、

し
ば
し
ば
現
れ
る
。
紺
野
の
見
せ
る
写
真
や
マ
リ
ア
の
話
に
対
し
て
何
も
論
駁
出
来
な
か
っ

た
「
ぼ
く
」
は
、
近
く
に
あ
っ
た
日
本
史
の
教
科
書
の
記
述
に
逃
げ
込
も
う
と
す
る
。

 

誰
が
権
力
を
に
ぎ
り
、
な
に
が
つ
く
ら
れ
よ
う
と
こ
の
お
れ
の
知
っ
た
こ
と
か
。
日
本

史
、
な
ん
の
た
め
に
こ
ん
な
も
の
を
理
解
し
た
り
記
憶
し
た
り
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
教
科
書
の
記
述
と
は
ほ
ど
と
お
い
と
こ
ろ
で
お

れ
の
先
祖
は
生
き
て
き
た
だ
ろ
う
し
、
い
ま
現
在
、
お
れ
は
そ
れ
ら
の
記
述
の
お
よ
ば

な
い
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
。
日
本
史
を
読
む
こ
の
お
れ
は
逆
説
だ
、
い
や
こ
の
お
れ

そ
の
も
の
が
逆
説
だ
、
い
や
ち
が
う
、
こ
の
お
れ
は
ま
っ
と
う
だ
、
ま
っ
と
う
で
な
く

さ
か
だ
ち
し
て
い
る
の
は
過
去
が
つ
づ
い
て
い
ま
に
い
た
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い

る
こ
の
教
科
書
を
つ
く
っ
た
人
間
だ
。 

（
385
頁
）　

　

受
験
勉
強
の
た
め
の
「
日
本
史
」
と
い
う
物
語
へ
の
想
像
力
が
、
逆
説
的
に
「
ぼ
く
」
を

追
い
詰
め
る
。
決
し
て
社
会
的
、
政
治
的
な
表
舞
台
に
立
つ
こ
と
の
な
い
自
身
を
過
去
に
投

「
物
語
」
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
が
、
紺
野
の
場
合
は
、「
涙
」
と
い
う
形
で

現
れ
る
。

 

「
な
に
を
み
て
き
た
と
い
う
ん
だ
よ
、
な
に
を
み
た
と
い
う
ん
だ
よ
」

 

「
お
れ
は
さ
、
貧
乏
人
を
ほ
ん
と
う
に
嫌
い
な
ん
だ
、
あ
い
つ
ら
は
あ
ん
な
声
し
か
出

さ
な
い
ん
だ
、
あ
ん
な
声
出
し
て
夫
姉
喧
嘩
し
て
、
あ
ん
な
声
出
し
て
性
交
し
て
、
あ

ん
な
声
出
し
て
子
供
を
う
む
ん
だ
。
い
や
だ
ね
え
、
ち
ょ
っ
と
き
い
て
や
っ
て
く
れ

よ
。
は
ず
か
し
げ
も
な
し
に
近
所
中
に
き
こ
え
る
声
出
し
て
よ
、
あ
い
つ
ら
に
情
な
ん

ぞ
い
ら
な
い
さ
、
マ
シ
ン
ガ
ン
で
も
ぶ
っ
ぱ
な
し
て
や
れ
ば
い
い
ん
だ
」
ぼ
く
は
声
に

出
し
て
笑
っ
た
。 

（
384
頁
）　

　

紺
野
は
と
な
り
の
喧
嘩
に
強
く
同
情
（
読
解
）
す
る
こ
と
で
、
自
分
よ
り
不
幸
で
あ
る
人

間
が
い
る
と
い
う
嘆
き
に
「
解
釈
」
し
、
自
分
を
最
も
不
幸
な
存
在
に
す
る
こ
と
を
「
理

想
」
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
紺
野
に
対
し
て
、
貧
乏
人
に
は
決
し
て
同
情
的
な
態
度
を
示
そ
う
と
は
し
な
い

「
ぼ
く
」
は
、
一
見
正
反
対
に
見
え
な
が
ら
も
、「
情
報
」
の
「
解
釈
（
読
解
）」
の
仕
方

（
同
情
の
発
露
）
が
異
な
る
だ
け
で
、
貧
乏
人
に
独
自
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
点
で
は
共
通

し
て
い
る
。

　

紺
野
の
見
せ
る
写
真
、
マ
リ
ア
の
存
在
、
こ
れ
ま
で
の
来
歴
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
紺
野
と

い
う
存
在
は
理
解
不
能
な
そ
れ
で
あ
る
。
だ
が
、「
ぼ
く
」
は
何
故
、
そ
れ
ら
を
斉
藤
た
ち

の
よ
う
に
「
虚
言
癖
」
で
あ
る
と
言
い
放
つ
こ
と
が
出
来
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

 

ぼ
く
は
い
ま
ど
う
に
も
な
ら
な
い
絶
望
的
な
場
所
に
い
る
気
が
し
た
。
ほ
ん
と
う
に
な

に
を
み
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
な
ん
の
た
め
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
て
ご
み

く
ず
の
つ
ま
っ
た
部
屋
に
う
じ
虫
の
よ
う
に
い
る
の
だ
ろ
う
。 

（
385
頁
）　

　

恐
ら
く
同
部
屋
で
あ
る
「
ぼ
く
」
が
、
主
た
る
紺
野
の
会
話
の
相
手
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

が
女
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
物
語
に
何
か
し
ら
の
合
理
的
な

「
解
釈
」
を
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
「
ぼ
く
」
を
追
い
詰
め
て
い
る
。「
紺
野
」
も
「
ぼ
く
」

も
本
質
的
に
は
会パ

ロ
ー
ル話

的
人
間
な
の
で
あ
る
。
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方
的
に
電
話
を
切
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

 

「
た
ぶ
ら
か
し
て
な
ん
か
い
な
い
ぞ
、
ぼ
く
た
ぶ
ら
か
す
な
ん
て
い
う
こ
と
は
絶
対
や

れ
な
い
し
、
や
っ
た
こ
と
な
い
ん
だ
か
ら
。
い
い
か
、
ど
ん
な
女
だ
っ
て
ど
ん
な
人
間

だ
っ
て
だ
ま
す
こ
と
は
で
き
て
も
た
ぶ
ら
か
す
こ
と
な
ん
て
で
き
や
し
な
い
ん
だ
よ
。

お
れ
は
金
持
だ
と
言
う
だ
ろ
う
、
い
や
女
に
む
か
っ
て
ぼ
く
は
君
を
愛
し
て
い
る
と
言

う
だ
ろ
う
。
相
手
に
心
底
思
い
を
こ
め
て
言
わ
な
け
れ
ば
、
相
手
に
通
じ
る
も
ん
か
」

紺
野
は
ぼ
く
の
言
葉
に
刺
激
さ
れ
て
言
い
つ
の
っ
た
。
紺
野
が
不
怠
に
感
じ
た
腹
だ
ち

の
よ
う
な
も
の
が
お
か
し
か
っ
た
。 

（
392
頁
）　

　

こ
う
考
え
る
と
、
紺
野
が
感
じ
た
「
腹
立
ち
」
を
「
ぼ
く
」
が
「
お
か
し
か
っ
た
」
と
感

じ
る
理
由
も
、
そ
の
後
に
紺
野
を
論
駁
仕
切
れ
な
い
斎
藤
の
「
い
ら
だ
ち
」
も
容
易
に
理
解

出
来
る
。
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
い
る
と
分
か
っ
て
い
る
女
を
た
ぶ
ら
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

紺
野
の
言
を
会パ

ロ
ー
ル話

で
論
駁
す
る
の
は
、
困
難
な
の
だ
。

　

そ
の
日
の
午
後
、「
ぼ
く
」
は
地
図
つ
く
り
に
熱
中
す
る
。

 

ぼ
く
は
そ
ん
な
あ
わ
れ
に
つ
つ
ま
し
く
一
人
で
生
き
て
い
る
人
間
に
は
ま
っ
た
く
興
味

が
な
い
。
ぼ
く
は
高
山
梨
一
郎
と
か
十
津
川
仁
右
衛
門
と
か
平
田
純
一
と
か
、
お
っ
こ

ち
な
い
で
う
ま
い
ぐ
あ
い
に
こ
の
社
会
の
機
構
に
の
っ
か
っ
て
生
き
て
い
る
人
間
の
こ

と
を
知
り
た
い
の
だ
っ
た
。 

（
393
頁
）　

　
「
あ
わ
れ
」
と
か
「
つ
つ
ま
し
」
い
生
き
方
に
は
興
味
な
い
。
そ
れ
は
、
社
会
の
機
構

（
世
間
）
か
ら
既
に
落
ち
た
も
の
た
ち
だ
か
ら
だ
。
こ
の
「
お
っ
こ
ち
な
い
」
と
い
う
比
喩

は
、「
ぼ
く
」
や
「
紺
野
」
あ
る
い
は
、
こ
の
物
語
全
体
の
モ
チ
ー
フ
と
共
鳴
し
て
い
る
。

 
光
が
と
な
り
の
ア
パ
ー
ト
の
窓
硝
子
に
反
射
し
て
い
た
。
ぼ
く
は
物
理
の
ノ
ー
ト
を
と

じ
た
。
そ
う
だ
、
も
の
の
法
則
だ
。
力
を
加
え
る
と
石
は
逆
方
向
に
動
こ
う
と
す
る
。

ぼ
く
は
物
理
の
あ
や
ふ
や
に
お
ぼ
え
た
法
則
を
思
い
だ
し
、
こ
の
ぼ
く
自
身
が
そ
の
参

考
書
に
絵
入
り
で
の
っ
て
い
た
石
の
よ
う
に
い
ま
こ
こ
に
い
て
考
え
て
い
る
と
思
っ

た
。
ぼ
く
に
希
望
な
ど
な
い
、
絶
対
に
な
い
。 

（
394
頁
）　

射
し
、
先
祖
か
ら
の
血
脈
的
な
運
命
と
し
て
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
卑
小
感

を
際
立
た
せ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
紺
野
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
卑
小
感
は
、
世
間
へ
の
憎

悪
へ
容
易
に
反
転
す
る
。

 

ぼ
く
は
日
本
史
の
教
科
書
を
投
げ
す
て
る
よ
う
に
本
立
に
し
ま
い
、
か
わ
り
に
地
図
帖

を
と
り
だ
し
て
ひ
ろ
げ
た
。
十
津
川
仁
右
衛
門
と
い
う
名
前
が
眼
に
つ
い
た
。
そ
の
家

は
無
印
だ
っ
た
。
と
な
り
の
川
口
と
い
う
家
の
二
倍
ほ
ど
の
大
き
さ
で
家
を
し
め
す
長

方
形
が
描
か
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
家
の
人
間
に
ぼ
く
は
恨
み
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ぼ

く
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
三
重
×
を
つ
け
た
。 

（
389
頁
）　

　

歴
史
と
い
う
垂
直
的
か
つ
「
実
証
（
現
実
）
的
」
な
想
像
力
が
顛
倒
し
、
地
図
と
い
う
水

平
的
か
つ
「
妄
想
的
」
想
像
力
へ
と
至
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
の
「
物
理
」
と
い
う
受
験
の
科
目

名
は
、
少
な
く
と
も
紺
野
の
会
話
を
遮
断
す
る
「
機
能
」
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

だ
が
、
こ
の
想
像
力
の
転
換
は
、「
受
験
生
」
と
い
う
受
動
的
な
無
能
観
か
ら
「
神
」
と

い
う
能
動
的
な
絶
対
観
へ
の
変
換
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
神
」
の
「
×
」
は
、「
犬
」
と

な
っ
た
「
ぼ
く
」
の
「
罰
」
と
し
て
執
行
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
暴
力
的
な
言
葉
の
支
配
と

い
っ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
勝
て
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
劣
等
感
に
反
転
し
て
し
ま

う
こ
と
以
上
に
問
題
な
の
は
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
勝
て
る
闘
い
で
は
な
い
こ
と
だ
。

　
「
言
う
べ
き
セ
リ
フ
」
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
十
津
川
仁
右
衛
門
に
は
敗
北
し
て
し
ま
っ
た

が
、
続
く
高
山
梨
一
郎
へ
の
電
話
で
は
、「
右
翼
」
と
い
う
言
葉
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

自
ら
一
方
的
に
電
話
を
切
る
こ
と
が
出
来
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ぼ
く
は
高
山
梨
一
郎
に
む
か
っ
て
ど
な
る
よ
う
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
ぼ
く
を
想
像
し
、

不
意
に
歌
の
よ
う
な
文
句
が
で
て
き
た
。
お
れ
は
犬
だ
、
隙
あ
ら
ば
お
ま
え
た
ち
の
弱

い
脇
腹
を
く
い
や
ぶ
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
け
も
の
だ
。 

（
388
頁
）　

　

こ
こ
で
も
自
ら
を
「
脇
腹
」
を
食
い
破
る
「
犬
」
と
み
な
す
「
ぼ
く
」
の
高
山
に
対
す
る

勝
利
の
感
情
は
、
相
手
の
平
穏
な
日
々
の
中
に
得
も
言
わ
れ
ぬ
不
安
の
感
情
を
か
き
立
て
る

こ
と
が
出
来
た
と
い
う
思
い
込
み
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
勝
利
の
た
め
に
は
、

い
た
ず
ら
だ
と
見
抜
か
れ
論
理
的
な
反
論
に
よ
っ
て
相
手
に
言
い
く
る
め
ら
れ
る
前
に
、
一
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動
を
示
し
て
い
る
よ
う
だ
。

 

午
後
の
光
を
顔
に
直
接
感
じ
な
が
ら
、
ぼ
く
は
汗
で
し
っ
け
た
十
円
玉
を
入
れ
、
ダ
イ

ア
ル
を
ま
わ
し
た
。（
中
略
）「
待
て
な
い
ん
だ
、
お
れ
は
忙
し
い
ん
だ
か
ら
な
、
こ
こ

か
ら
ち
ょ
う
ど
お
ま
え
の
顔
が
み
え
る
か
ら
な
、
い
そ
い
で
教
え
て
や
ろ
う
、
め
ち
ゃ

く
ち
ゃ
に
な
る
ん
だ
よ
、
あ
の
玄
海
号
が
十
二
時
き
っ
か
り
に
ふ
っ
と
ぶ
ん
だ
よ
」

「
爆
破
す
る
と
言
う
の
で
す
か
？
」「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
知
ら
な
い
」「
爆
弾
を
し
か

け
た
と
言
う
の
で
す
か
？
」「
さ
あ
、
ど
う
か
な
？
」「
い
ま
車
庫
に
入
っ
て
ま
す
よ
、

冗
談
で
し
ょ
う
？
」「
ば
か
や
ろ
う
！　

冗
談
か
ど
う
か
み
て
い
ろ
、
ふ
っ
と
ば
し
て

や
る
か
ら
な
、
血
だ
ら
け
に
し
て
や
る
か
ら
な
、
な
に
も
か
も
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て

や
る
か
ら
な
」
ぼ
く
は
受
話
器
を
放
り
な
げ
る
よ
う
に
し
て
お
い
た
。
玄
海
号
は
今
日

の
午
後
八
時
に
東
京
駅
を
発
車
す
る
。
午
前
四
時
頃
に
Ｏ
駅
に
つ
き
、
五
時
頃
に
Ｋ
市

に
つ
き
、
六
時
す
ぎ
に
Ｓ
に
つ
く
。
ぼ
く
は
顔
に
直
接
あ
た
っ
て
い
る
光
の
ほ
う
に
む

か
っ
て
あ
か
ん
べ
え
を
ひ
と
つ
や
り
、
声
に
出
し
て
笑
っ
た
。
ば
か
や
ろ
う
、
と
ん

ま
、
う
す
ら
ば
か
、
は
く
ち
。 

（
394
頁
）　

　

こ
の
列
車
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
「
げ
ん
か
い
」
は
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
の

当
初
は
大
阪
か
ら
博
多
の
区
間
を
臨
時
急
行
と
し
て
運
転
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
翌
年
の
二

七
年
に
定
期
運
行
と
な
り
「
げ
ん
か
い
」
と
命
名
。
初
出
時
の
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年

の
時
点
で
は
、
東
京
に
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
一
一

月
の
ダ
イ
ヤ
改
正
で
再
び
京
都
か
ら
大
阪
間
と
な
り
「
玄
海
」
と
漢
字
表
記
と
な
る

）
₁₀
　（

。「
Ｏ
」

が
「
小
郡
（
現
在
の
新
山
口
）」
だ
と
す
る
と
「
Ｓ
」
が
「
下
関
」
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、「
玄
海
」
と
漢
字
表
記
さ
れ
る
路
線
は
、
物
語
内
時
間
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

　

そ
の
意
味
で
こ
の
設
定
は
作
家
論
的
な
問
題
に
収
斂
し
て
ゆ
く
こ
と
は
な
い
が
、
少
な
く

と
も
、「
ぼ
く
」
の
年
齢
か
ら
考
え
て
こ
の
鉄
道
が
出
身
地
と
繋
が
り
が
あ
る
（
何
度
も
利

用
し
て
い
る
路
線
で
あ
る
）
こ
と
は
否
め
な
い
。
普
通
な
ら
ば
終
点
の
「
博
多
」
を
考
え
る

べ
き
と
こ
ろ
を
山
口
周
辺
の
駅
と
そ
の
時
間
を
記
憶
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
想
定
を
補

完
す
る
。

　

実
は
、
当
時
「
学
生
運
動
」
と
「
爆
破
」
と
い
う
連
想
は
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な

か
っ
た

）
₁₁
　（

。
一
九
七
四
年
に
お
き
た
「
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
」
の
連
続
爆
破
事
件
の
主
要

　

物
理
の
参
考
書
に
載
っ
て
い
た
「
作
用
」「
反
作
用
」
の
法
則
を
自
ら
の
姿
に
当
て
は
め

て
い
る
こ
の
場
面
は
、
地
図
の
世
界
と
現
実
の
世
界
の
関
係
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
地
図

と
い
う
静
止
し
た
記
号
の
世
界
は
、
奔
走
す
る
労
働
や
紺
野
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
現
実
の
「
反
作
用
」
で
あ
る
。

　 

予
備
校
に
い
っ
て
勉
強
し
て
大
学
に
は
い
っ
て
そ
れ
で
ど
う
す
る
と
い
う
の
だ
。（
中

略
）
ぼ
く
は
椅
子
か
ら
立
ち
あ
が
り
、
俳
優
の
よ
う
に
背
を
ま
る
め
、
上
目
づ
か
い
に

窓
の
外
を
み
て
、「
お
れ
は
右
翼
だ
」
と
言
っ
て
み
た
。
し
か
し
ど
こ
か
嘘
の
よ
う
な

気
が
し
た
。「
お
れ
は
お
ま
え
を
生
か
し
ち
ゃ
お
か
な
い
、
お
ま
え
な
ん
ぞ
死
ん
で
し

ま
え
、
お
ま
え
は
き
た
な
ら
し
い
」
ぼ
く
は
声
に
出
し
て
言
っ
て
み
た
。 

（
394
頁
）　

　

繰
り
返
さ
れ
る
電
話
ボ
ッ
ク
ス
に
映
る
自
己
の
姿
は
、「
犬
」
に
な
っ
た
り
「
右
翼
」
に

な
っ
た
り
し
な
が
ら
、「
ぼ
く
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
る
。
電
話
で
の

暴
言
は
、
地
図
の
世
界
に
お
け
る
「
×
」
の
「
作
用
」
で
あ
り
、
ガ
ラ
ス
に
映
る
自
己
像

は
、
い
た
ず
ら
電
話
と
い
う
行
為
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
「
反
作
用
」
な
の
で
あ
る
。

４　

言
葉
の
闘
争
／
逃
走

　

こ
の
物
語
内
時
間
は
、
お
よ
そ
三
な
い
し
は
四
日
間
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
現
実
世
界

と
抽
象
世
界
の
間
の
往
復
、
果
て
し
な
い
「
作
用
」「
反
作
用
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
の

円
環
は
、
こ
れ
ま
で
も
続
い
て
来
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。

 

ジ
ャ
ン
パ
ア
を
は
お
り
、
ぼ
く
は
物
理
の
ノ
ー
ト
を
本
立
の
中
に
し
ま
い
こ
み
、
ポ

ケ
ッ
ト
に
小
銭
が
あ
る
か
ど
う
か
確
認
し
て
部
屋
を
出
た
。
廊
下
の
つ
き
あ
た
り
の
水

洗
便
所
は
ま
だ
な
お
し
て
な
い
ら
し
く
水
が
滝
の
よ
う
な
音
を
た
て
て
流
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
い
ま
い
ま
し
か
っ
た
。 

（
394
頁
）　

　

繰
り
返
さ
れ
る
修
理
さ
れ
な
い
「
水
洗
便
所
」
の
描
写
に
お
い
て
出
発
す
る
「
お
れ
」
の

感
情
は
「
い
ま
い
ま
し
い
」
と
表
出
さ
れ
る
。
部
屋
の
外
に
あ
る
共
同
便
所
は
、
抽
象
空
間

と
現
実
空
間
の
境
界
で
あ
り
、
止
ま
ら
な
い
水
の
音
は
両
者
に
わ
た
る
果
て
し
な
い
円
環
運
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ジ
ェ
リ
ア
》
と
書
い
た
入
口
の
ド
ア
に
、
ち
ょ
う
ど
女
が
朝
お
き
だ
し
て
ド
ア
を
あ
け

る
と
犬
に
餌
を
与
え
る
よ
う
に
頭
の
上
か
ら
新
聞
が
パ
タ
ン
と
音
さ
せ
る
ぐ
あ
い
に
計

算
し
て
、
ひ
っ
か
け
た
。
あ
の
女
は
そ
れ
に
が
ま
ん
で
き
な
い
。
こ
こ
は
こ
れ
で
×
印

が
三
つ
。
通
り
を
走
っ
て
路
地
に
入
る
と
他
の
新
聞
社
の
配
達
に
出
あ
っ
た
。
す
れ
ち

が
い
ざ
ま
に
男
は
「
お
っ
す
」
と
声
を
か
け
た
。
ぼ
く
は
反
射
的
に
「
め
っ
す
」
と
答

え
た
。 

（
399
頁
）　

　

配
達
中
は
い
か
に
効
率
よ
く
動
け
る
か
が
全
て
で
あ
る
。
ひ
た
す
ら
「
疾
走
」
す
る
時
間

で
あ
り
、
リ
ズ
ム
よ
く
動
く
た
め
だ
け
に
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
時
間
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
時
間
は
、
こ
れ
ま
で
の
様
々
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
苦
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
る
時
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
の
「
闘
争
」
は
、
そ
う
し
た
リ
ズ
ム
を
壊
そ
う

と
す
る
も
の
だ
け
に
む
け
ら
れ
る
。

 

ぼ
く
は
雨
合
羽
の
帽
子
を
は
ず
し
て
右
側
の
雨
水
の
た
ま
っ
て
い
る
ポ
ケ
ッ
ト
に
つ
っ

こ
み
、
い
ま
は
じ
ま
っ
た
朝
の
凍
え
た
空
気
と
自
分
の
体
の
ぬ
く
も
り
が
完
全
に
つ
り

あ
う
黄
金
比
の
と
こ
ろ
に
も
っ
て
い
こ
う
と
、
鼻
で
息
を
と
と
の
え
な
が
ら
走
っ
た
。

鼻
腔
が
空
気
を
す
う
た
び
に
つ
め
た
く
、
ぼ
く
は
自
分
が
健
康
な
犬
の
よ
う
に
思
え

た
。
高
山
梨
一
郎
の
家
の
郵
便
受
け
の
さ
さ
く
れ
は
ま
だ
な
お
っ
て
い
な
か
っ
た
。

 

（
401
頁
）　

　
「
黄
金
比
」
と
い
う
比
喩
は
、
能
う
限
り
身
体
を
客
観
視
し
よ
う
と
す
る
「
ぼ
く
」
の
理

想
を
よ
く
示
し
て
い
る
。「
犬
」
に
と
っ
て
自
ら
の
身
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
配
達
の
効
率

を
あ
げ
る
こ
と
が
「
健
康
」
に
つ
な
が
る
。
だ
が
、
そ
の
「
健
康
」
は
走
り
続
け
る
こ
と
で

し
か
維
持
出
来
な
い
。「
犬
」
で
あ
る
自
覚
は
容
易
に
自
己
否
定
に
反
転
す
る
か
ら
だ
。

 
あ
ら
た
に
三
重
の
×
印
の
家
を
三
つ
、
二
重
×
を
四
つ
ぼ
く
は
つ
く
っ
た
。
刑
の
執
行

を
お
え
た
家
に
は
斜
線
を
ひ
い
て
区
別
し
た
。
物
理
の
法
則
に
の
っ
と
っ
て
ぼ
く
の
地

図
は
書
き
く
わ
え
ら
れ
、
書
き
な
お
さ
れ
消
さ
れ
た
。
ぼ
く
は
広
大
な
と
て
つ
も
な
く

獰
猛
で
し
か
も
や
さ
し
い
精
神
そ
の
も
の
と
し
て
物
理
の
ノ
ー
ト
に
む
か
い
あ
っ
た
。

ぼ
く
は
完
全
な
精
神
、
ぼ
く
は
つ
く
り
あ
げ
て
破
壊
す
る
者
、
ぼ
く
は
神
だ
っ
た
。
世

メ
ン
バ
ー
が
逮
捕
さ
れ
た
の
は
、
七
五
年
五
月
で
あ
り
、
七
六
年
三
月
の
北
海
道
庁
爆
破
事

件
の
主
犯
と
目
さ
れ
る
大
森
勝
久
は
岐
阜
大
の
出
身
の
活
動
家
で
あ
っ
た
。

　

む
ろ
ん
こ
れ
ら
「
左
翼
」
的
運
動
は
「
ぼ
く
」
の
ポ
リ
シ
ー
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
が
、「
右
翼
」
と
名
乗
っ
た
と
こ
ろ
で
学
生
活
動
家
か
ら
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る

こ
と
は
同
様
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
高
山
梨
一
郎
の
出
身
地
で
あ
る
「
岐
阜
」
に
対
し
て

「
右
翼
」
の
学
生
で
あ
る
と
名
乗
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
意
味
で
と
ら
え
て
も
「
恐
怖
」
を

与
え
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

紺
野
の
言
葉
の
「
反
作
用
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
罰
」
は
、
玄
海
号
の
「
爆
破
予
告
」

と
い
う
言
葉
を
東
京
駅
の
駅
員
に
一
方
的
に
つ
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
一
時
的
に
は
勝
っ
た
よ
う
に
見
え
る
一
方
的
な
や
り
と
り
は
、
す
ぐ
に
自
己
の
存
在

の
再
確
認
へ
と
「
反
作
用
」
す
る
。

 

ぼ
く
は
外
に
出
た
。
そ
し
て
光
に
全
身
を
と
ら
え
ら
れ
た
ま
ま
立
っ
て
い
た
。
買
物
籠

を
さ
げ
た
女
が
二
人
ぼ
く
の
脇
を
は
な
し
こ
み
な
が
ら
と
お
り
す
ぎ
た
。
ぼ
く
の
体
の

中
の
な
に
か
が
破
け
て
血
液
の
よ
う
に
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
が
外
に
流
れ
だ
す
気
が

し
、
午
後
の
光
を
う
け
た
せ
い
か
ほ
て
っ
た
額
に
手
を
あ
て
汗
を
ぬ
ぐ
う
よ
う
に
こ

す
っ
た
。
ば
か
や
ろ
う
、
と
ん
ま
、
う
す
ら
ば
か
、
は
く
ち
。
そ
の
言
葉
の
リ
ズ
ム

が
、
不
快
だ
っ
た
。 

（
395
頁
）　

　

同
じ
「
ば
か
や
ろ
う
、
と
ん
ま
、
う
す
ら
ば
か
、
は
く
ち
。」
と
い
う
言
葉
が
、
電
話

ボ
ッ
ク
ス
で
は
笑
い
と
と
も
に
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
歩
外
に
出
た
途
端
に
「
不
快
」

な
も
の
に
反
転
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
帰
宅
し
た
部
屋
で
「
夢
も
希
望
も
な
し
に
こ
い

つ
は
よ
く
生
き
て
い
け
る
な
」
と
笑
わ
れ
る
「
紺
野
」
は
、
実
は
「
ぼ
く
」
の
姿
で
も
あ

る
。「
影
」
で
も
あ
る
紺
野
は
「
ぼ
く
」
自
身
な
の
で
あ
る
。

 

次
は
ス
ナ
ッ
ク
《
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
》、
こ
こ
は
女
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
。
ず
う
ず
う

弁
の
女
は
、
ま
る
で
新
聞
配
達
の
者
は
自
分
の
下
僕
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、「
だ
み

じ
ゃ
な
い
の
、
い
つ
も
教
え
て
い
る
で
し
ょ
、
入
口
じ
ゃ
な
く
、
裏
ま
で
ま
わ
っ
て
入

れ
て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
こ
の
あ
い
だ
も
ぼ
く
の
顔
を
み
る
と
言
っ
た
。「
だ
み
で
す
か
」

ぼ
く
は
そ
の
女
の
な
ま
り
を
ま
ね
し
て
言
っ
て
や
っ
た
。
ぼ
く
は
ス
ナ
ッ
ク
《
ナ
イ
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の
価
値
観
に
基
づ
く
情
報
を
書
き
込
む
様
子
に
は
、「
局
所
的
空
間
」
を
把
握
す
る
経
験
を

含
む
。
こ
う
し
た
意
味
で
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
地
図
は
、
両
義
的
で
あ
る
。

　

物
理
の
法
則
と
は
、
作
用
・
反
作
用
の
比
喩
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、

「
犬
」
と
し
て
の
奔
走
に
よ
っ
て
生
じ
た
罰
が
「
作
用
」
と
し
て
、「
神
」
の
「
地
図
」
に

「
×
」
と
し
て
書
き
加
え
ら
れ
、
そ
れ
が
次
の
奔
走
に
「
作
用
」
と
し
て
、
小
さ
な
暴
力
あ

る
い
は
い
た
ず
ら
電
話
と
い
う
「
罰
」
と
し
て
実
行
さ
れ
る
。
そ
の
「
反
作
用
」
は
、
己
の

卑
小
な
自
己
認
識
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
が
紺
野
と
の
会
話
や
日
々
の
奔
走
あ
る
い
は
「
世

間
」
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ
「
地
図
」
に
「
×
」
を
加
え
て
ゆ
く
。

 

ぼ
く
自
身
で
す
ら
ぼ
く
の
手
の
中
に
あ
っ
た
。
ぼ
く
は
と
き
ど
き
英
文
解
釈
を
こ
こ
ろ

み
た
り
単
純
な
代
数
の
計
算
を
や
っ
て
い
る
ぼ
く
自
身
が
滑
稽
に
思
え
る
と
き
が
あ

り
、
う
じ
虫
野
郎
と
自
分
の
こ
と
を
悪
罵
す
る
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
な

ん
に
な
る
と
い
う
の
だ
、
に
に
ん
が
し
は
斎
藤
や
紺
野
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
よ
い
、
こ

の
世
界
の
敗
残
者
で
あ
ろ
う
と
勝
利
者
で
あ
ろ
う
と
そ
い
つ
ら
は
ひ
と
つ
穴
の
む
じ
な

だ
、
ど
ち
ら
も
大
甘
の
甘
、
善
人
づ
ら
に
こ
け
が
は
え
る
て
あ
い
だ
。
予
備
校
へ
通
っ

て
ど
う
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。

　

斎
藤
や
紺
野
で
す
ら
あ
る
意
味
自
分
の
「
影
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
循
環
は
、「
物

理
の
法
則
」
の
よ
う
に
、
認
識
す
る
「
ぼ
く
」
自
身
を
も
巻
き
込
ん
で
そ
の
現
象
の
一
部
に

し
て
し
ま
う
。「
ぼ
く
」
の
「
地
図
」
と
は
、
主
観
客
観
の
排
中
律
を
曖
昧
な
状
態
に
宙
づ

り
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
抽
象
世
界
」
と
「
現
実
世
界
」、
寮
あ
る
い
は
部
屋
の
「
内

部
」
と
「
外
部
」、「
支
配
」
と
「
被
支
配
」
な
ど
テ
ク
ス
ト
内
の
二
項
対
立
の
ほ
と
ん
ど
全

て
を
無
効
な
も
の
に
し
て
い
る
。
記
号
が
差
異
の
体
系
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
差
異
の
消
失
す

る
世
界
に
お
い
て
「
言
語
」
に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
は
頓
挫
す
る
し
か
な
い

が
、
も
ち
ろ
ん
テ
ク
ス
ト
内
の
全
て
の
人
間
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
る
。

 
犬
が
よ
た
よ
た
尻
尾
を
ふ
り
な
が
ら
ぼ
く
に
近
よ
っ
て
き
た
。
ぼ
く
は
腰
を
か
が
め
口

笛
を
ふ
い
て
よ
ん
だ
。
あ
あ
救
け
て
く
だ
さ
い
、
あ
あ
、
こ
の
ぼ
く
が
す
べ
り
お
ち
る

の
を
く
い
と
め
て
く
だ
さ
い
、
ぼ
く
は
紺
野
の
言
葉
を
お
も
い
だ
し
、
犬
が
い
く
ら
呼

ん
で
も
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
手
前
で
尻
尾
を
ふ
っ
た
ま
ま
近
よ
ら
な
い
の
で
口
笛
を
ふ
く

界
は
ぼ
く
の
手
の
中
に
あ
っ
た
。 

（
402
頁
）　

　

地
図
の
世
界
に
い
る
「
ぼ
く
」
を
単
な
る
妄
想
の
中
に
い
る
と
断
罪
す
る
の
は
た
や
す

い
。
だ
が
、
実
は
そ
れ
は
本
来
の
世
界
の
コ
ピ
ー
が
地
図
で
あ
る
と
い
う
思
い
込
み
に
基
づ

い
た
判
断
だ
。

　

若
林
幹
夫
に
よ
れ
ば
、
地
図
と
は
現
実
か
ら
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
地

図
こ
そ
が
、
抽
象
概
念
を
現
実
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う

）
₁₂
　（

。
そ
も
そ
も
、
地
図
を
見
る
こ
と
に

代
表
さ
れ
る
様
な
経
験
（
国
境
線
や
巨
大
な
空
間
が
何
処
ま
で
も
フ
ラ
ッ
ト
な
状
態
で
あ
る

こ
と
等
）
を
我
々
は
現
実
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

、
経
験
出
来
な
い
。

 

　

こ
の
こ
と
が
意
味
を
す
る
の
は
、
地
図
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
社
会
に

お
け
る
「
真
実
」
や
「
事
実
」
を
、
そ
の
社
会
に
お
け
る
他
の
言
説
や
情
報
と
の
相
互

関
係
の
な
か
で
生
み
出
す
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
地
図
は
、
あ
る

社
会
に
お
け
る

0

0

0

0

事
実
を
表
象
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
事
実
を
社
会
は
模

倣
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
同
時
に
「
事
実
」
そ
の
も
の
が
時
代
と
地
域
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
概
念
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
反
映
に
見
え
る
地
図
は
、
限
定
さ
れ
た
概
念
を
「
事
実
」
の
様
に
我
々
に
表

象
し
て
来
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
地
図
を
生
み
出
す
想
像
力
は
大
き
く
二
段
階
存
在
し
、
若
林
は
そ
れ

を
「
局
所
的
空
間
」
と
「
全
域
的
空
間
」
と
呼
ぶ
。
前
者
は
土
地
に
埋
没
し
て
い
る
自
分
自

身
の
知
覚
体
験
か
ら
来
る
理
解
、
後
者
は
自
分
自
身
を
も
含
め
た
そ
れ
を
抽
象
化
し
た
理
解

と
言
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。

　

浅
田
彰
の
「
カ
ル
ト
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

）
₁₃
　（

」
や
渡
邊
大
輔
の
「
没
入
対
象
）
₁₄
　（

」
な
ど
、「
地
図
」

に
つ
い
て
の
言
及
は
多
様
に
な
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
上
に
と
っ
て
の
地
図
と

い
う
作
家
論
的
問
題
に
繋
が
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
内
に
限
定
し
た
上
で
若
林

論
に
依
拠
し
て
考
え
る
と
、「
ぼ
く
」
の
地
図
は
、
自
己
を
相
対
化
し
な
が
ら
も
自
己
の
価

値
観
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
両
義
的
な
空
間
で
あ
る
。

　

町
を
奔
走
し
な
が
ら
も
自
身
の
像
を
相
対
化
す
る
「
ぼ
く
」
に
は
、「
全
域
的
空
間
」
を

把
握
す
る
経
験
が
含
ま
れ
て
い
る
し
、
俯
瞰
的
な
地
図
を
作
成
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
自
身
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曲
の
歌
詞
の
定
番
と
な
る
位
に
使
い
古
さ
れ
た
情
景
で
は
あ
る
が
、
こ
の
物
語
で
は
、
電
話

の
後
に
映
る
自
己
の
姿
が
自
己
卑
下
に
繋
が
る
き
っ
か
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

 

ぼ
く
は
ジ
ャ
ン
パ
ア
の
左
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
た
煙
草
を
と
り
だ
し
、
火
を
つ
け
、

吸
っ
た
。
ぼ
く
の
顔
が
ゆ
ら
め
く
炎
に
う
か
び
あ
が
り
、
炎
が
消
え
る
と
い
つ
も
の
青

ざ
め
た
い
や
ら
し
い
顔
に
戻
っ
て
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
硝
子
に
映
っ
た
。
そ
の
硝
子
に
額

を
く
っ
つ
け
て
、
ぼ
く
は
外
を
み
た
。
そ
う
だ
、
あ
し
た
は
日
曜
日
だ
。
な
ん
と
な
く

外
は
あ
っ
た
か
く
っ
て
、
う
れ
し
そ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
は
ち
が
う
、
こ

の
ぼ
く
は
ち
が
う
。 

（
412
頁
）　

　

こ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
当
初
か
ら
強
調
さ
れ
て
い
た
「
寒
さ
」
が
、「
ぼ
く
」
に
だ
け

集
中
的
に
流
れ
込
ん
で
い
る
。「
ぼ
く
」
は
再
び
電
話
を
手
に
取
る
。

 

「
な
ん
と
か
思
い
と
ど
ま
っ
て
い
た
だ
く
方
法
は
な
い
の
で
す
か
、
な
ぜ
あ
な
た
が
そ

ん
な
こ
と
考
え
て
い
る
の
か
、
わ
た
し
た
ち
は
全
然
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
よ
、
い
っ
た

い
目
的
は
な
ん
な
の
か
？　

た
と
え
ば
ね
え
、
目
的
が
金
だ
と
い
う
の
で
し
た
ら
、
わ

た
し
た
ち
だ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
ま
す
が
」 

（
413
頁
）　

　

東
京
駅
へ
の
三
度
目
の
電
話
で
は
、
反
抗
の
動
機
に
つ
い
て
き
か
れ
そ
の
論
理
を
う
ま
く

説
明
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

 

「
ど
う
し
て
玄
海
号
な
ん
で
す
か
」

 

「
な
ん
で
も
い
い
ん
だ
よ
、
だ
け
ど
玄
海
に
な
っ
た
ん
だ
、
し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い

か
、
任
意
の
一
点
だ
よ
、
い
い
か
、
お
れ
が
ノ
ー
ト
に
で
た
ら
め
に
点
々
を
つ
く
る
だ

ろ
、
一
線
と
他
の
線
が
交
錯
す
る
部
分
、
そ
れ
を
一
つ
で
も
二
つ
で
も
白
い
ノ
ー
ト
に

つ
く
っ
た
こ
と
と
い
っ
し
ょ
だ
よ
、
そ
の
点
を
け
し
ご
む
で
け
す
ん
だ
、
そ
れ
が
わ
か

ら
な
き
ゃ
け
し
ご
む
の
か
す
で
も
な
め
て
ろ
」 

（
413
頁
）　

　
「
任
意
の
一
点
」「
一
線
と
他
の
線
が
交
錯
す
る
」
と
い
っ
た
受
験
物
理
や
数
学
の
言
葉
で

は
全
く
相
手
を
「
支
配
」
出
来
な
い
。
物
理
の
ノ
ー
ト
は
物
理
の
法
則
の
世
界
だ
が
、
現
実

の
を
あ
き
ら
め
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
発
作
的
だ
っ
た
。 

（
403
頁
）　

　
「
犬
」「
紺
野
」「
マ
リ
ア
」「
ぼ
く
」
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
相
同
で
あ
り
相
反
で
も
あ
る
世

界
。
そ
れ
で
も
、「
ぼ
く
」
は
自
己
を
探
し
て
「
言
葉
」
の
「
闘
争
」
を
続
け
る
。

 

「
だ
か
ら
、
お
れ
は
、
お
ま
え
み
た
い
な
や
つ
が
こ
の
世
に
い
る
こ
と
が
気
持
わ
る

く
っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
、
腹
だ
た
し
く
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
、
嘘
を
つ
き
や
が
っ
て
」

ぼ
く
が
言
葉
を
吐
き
ち
ら
す
よ
う
に
言
う
と
、
不
意
に
受
話
器
の
む
こ
う
側
で
風
が
ふ

き
は
じ
め
た
よ
う
な
音
が
ひ
び
き
、
糸
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
触
る
と
ぽ
ろ
ぽ
ろ
こ
ぼ
れ

て
し
ま
い
そ
う
な
こ
ま
か
い
硝
子
細
工
で
で
き
た
よ
う
な
声
が
し
、「
死
ね
な
い
の
よ

お
」
と
言
っ
た
。（
中
略
）
ぼ
く
は
そ
の
声
を
き
き
、
な
に
か
が
計
算
ち
が
い
で
失
敗

し
た
と
思
っ
た
。「
ゆ
る
し
て
く
れ
え
な
い
の
よ
お
、
死
ね
な
い
の
よ
お
」
女
が
な
お

も
細
い
う
め
く
よ
う
な
泣
き
声
で
言
い
、
ぼ
く
は
そ
の
言
葉
に
で
は
な
く
て
声
に
腹
を

立
て
、「
嘘
を
つ
け
」
と
吠
え
つ
く
よ
う
に
ど
な
っ
た
。「
嘘
を
つ
け
」
た
し
か
に
確
実

に
ぼ
く
は
嘘
だ
と
思
っ
た
。
そ
う
思
わ
な
い
と
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て

し
ま
っ
た
よ
う
で
が
ま
ん
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
っ
た
。「
あ
あ
、
ゆ
る
し
て

よ
お
」
ぼ
く
は
乱
暴
に
電
話
を
切
っ
た
。 

（
411
頁
）　

　
「
お
お
ば
や
し
」
が
突
然
マ
リ
ア
に
変
わ
っ
た
瞬
間
、「
ぼ
く
」
の
勝
利
は
無
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
「
反
作
用
」
で
「
高
山
」
や
「
白
井
」
に
電
話
を
し
、
一
方
的
に
話
す
こ
と
で

な
ん
と
か
主
導
権
を
握
ろ
う
と
す
る
が
、
精
神
の
安
定
は
得
ら
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
物
語
に
再
三
登
場
す
る
四
面
ガ
ラ
ス
張
り
の
電
話
ボ
ッ
ク
ス
は
昭
和
四
四

（
一
九
六
九
）
年
か
ら
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
の
九
三
万

台
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
に
市
外
通
話
可
能
な
大
型
青

電
話
の
設
置
が
開
始
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
に
は
さ
ら
に
小
型
化
し
百
円
硬
貨
が
使

用
で
き
る
黄
色
電
話
の
設
置
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
初
出
時
（
七
六
年
）
に
は
こ
の
物

語
を
可
能
に
す
る
条
件
が
整
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
電
話
番
号
と
い
う
個
人
情
報
が

当
時
非
常
に
ゆ
る
く
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
電
話
が
家
庭
と
社
会
を
接
続
す
る
メ
デ
ィ
ア

と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
物
語
に
は
欠
か
せ
な
い
時
代
性
で
あ
る

）
₁₅
　（

。

　

電
話
ボ
ッ
ク
ス
に
自
分
の
姿
が
映
る
と
い
う
情
景
は
、
現
在
か
ら
見
れ
ば
、
昭
和
の
歌
謡
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ら
、
個
と
は
永
遠
の
壁
と
し
か
な
り
得
な
い
の
か
。
中
上
の
物
語
は
こ
う
し
た
地
点
か
ら
始

ま
っ
た
。

註

　

テ
ク
ス
ト
は
、『
中
上
健
次
全
集
』
一
巻
（
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
八
月
・
創
美
社
）
よ
り
引
用
。

引
用
の
末
尾
の
ペ
ー
ジ
数
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。

（
1
）
同
時
代
表
で
は
文
体
等
の
魅
力
に
触
れ
な
が
ら
お
お
む
ね
好
評
価
で
あ
る
が
、『
季
刊
芸
術
』（
一

九
七
四
年
一
〇
月
）
の
無
署
名
評
の
よ
う
に
、
設
定
や
描
写
の
稚
拙
さ
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
も
あ

る
。
だ
が
、
い
ず
れ
も
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
で
、
作
家
の
成
長
物
語
と
し
て
回
収

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
2
）　

山
田
夏
樹
「「
世
間
」
と
電
子
メ
デ
ィ
ア—

過
渡
期
と
し
て
の
中
上
健
次
「
十
九
歳
の
地
図
」」

（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
九
四
号
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
七
月
）
で
は
、
電
子
メ
デ
ィ
ア

と
い
う
記
号
と
自
由
に
う
ま
く
戯
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
「
ぼ
く
」
が
自
己
を
失
う
物
語
で
あ
る
と

読
解
し
て
い
る
。

（
3
）
刈
谷
剛
彦
『
大
衆
教
育
社
会
の
ゆ
く
え
』
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
六
月　

中
公
新
書

（
4
）
読
売
育
英
奨
学
生
制
度
の
一
期
生
は
一
九
六
五
年
、
日
本
経
済
新
聞
育
英
奨
学
会
は
一
九
六
八
年

の
発
足
、
同
年
に
は
毎
日
奨
学
生
制
度
も
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。

（
5
）「
新
聞
奨
学
生
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
ブ
ロ
グ
」http://syogakusei110.blog32.fc2.com

/

（H
P

の
デ
ー
タ
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
二
三
日
確
認
、
以
下
も
同
様
。）

（
6
）
デ
ー
タ
は
、http://w

w
w

.garbagenew
s.net/archives/2014387.htm

l

を
参
照
。

（
7
）
註
（
1
）
で
の
無
署
名
評
で
は
「
ぼ
く
」
の
行
動
を
「
あ
り
ふ
れ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。

（
8
）
猪
野
健
治
『
ゼ
ン
ガ
ク
レ
ン
』
一
九
六
八
（
昭
和
四
三
）
年
六
月　

双
葉
社

（
9
）
八
〇
年
代
に
確
立
し
た
消
費
主
体
と
し
て
の
学
生
文
化
の
中
心
に
サ
ー
ク
ル
活
動
に
代
表
さ
れ
る

男
女
交
際
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
八
〇
年
代
記
号
文
化
の
中
で
ブ
ラ
ン
ド
信
仰
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
過
剰

な
消
費
行
動
と
っ
た
問
題
の
背
景
に
も
「
性
」
の
あ
り
方
の
変
容
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
テ
ク
ス
ト

で
は
論
証
し
切
れ
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
過
渡
期
の
問
題
を
考
え
る
上
で
お
そ
ら
く
重
要
で
あ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）
東
京
博
多
間
の
運
行
は
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
。

の
言
葉
は
全
く
違
う
論
理
で
動
い
て
い
る
。
こ
れ
を
超
越
す
る
に
は
、
自
ら
が
会
話
を
断
ち

切
る
し
か
な
い
の
だ
が
、「
ぼ
く
」
は
相
手
の
言
葉
の
世
界
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
。

 

　

体
が
寒
気
の
た
め
に
か
す
か
に
ふ
る
え
て
い
た
。
外
は
風
が
で
て
き
た
ら
し
く
、
車

道
の
む
こ
う
側
の
ア
イ
デ
ィ
ア
商
品
を
売
る
店
の
看
板
が
ゆ
れ
て
い
た
。
ぼ
く
は
体
の

中
が
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
じ
だ
っ
た
。 

（
414
頁
）　

　

言
葉
に
敗
北
し
た
身
体
は
「
寒
気
」
の
中
の
「
か
ら
っ
ぽ
」
と
い
う
空
洞
と
し
て
認
識
さ

れ
る
。
そ
こ
に
、
マ
リ
ア
の
言
葉
が
響
き
渡
る
。

 

　

こ
れ
が
人
生
っ
て
や
つ
だ
、
と
ぼ
く
は
思
っ
た
。
氷
の
つ
ぶ
の
よ
う
な
涙
が
こ
ろ
が

る
よ
う
に
出
て
き
、
ぼ
く
は
そ
れ
を
指
で
ぬ
ぐ
っ
た
。
ぼ
く
は
そ
ん
な
自
分
の
仕
種
が

紺
野
の
ま
ね
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
、
む
り
に
グ
ス
ッ
と
鼻
で
笑
っ
た
。

 

（
414
頁
）　

　

紺
野
と
同
一
化
す
る
「
ぼ
く
」。
影
と
の
一
体
化
。
マ
リ
ア
の
言
葉
は
両
者
を
媒
介
す
る

声
と
し
て
響
く
。
そ
こ
に
残
っ
た
の
は
、
空
洞
の
身
体
の
み
で
あ
る
。

 

不
意
に
、
ぼ
く
の
体
の
中
心
部
に
あ
っ
た
固
く
結
晶
し
た
な
に
か
が
と
け
て
し
ま
っ
た

よ
う
に
、
眼
の
奥
か
ら
さ
ら
さ
ら
し
た
あ
た
た
か
い
涙
が
な
が
れ
だ
し
た
。
ぼ
く
は
と

め
ど
な
く
流
れ
だ
す
ぬ
く
も
っ
た
涙
に
恍
惚
と
な
り
な
が
ら
、
立
っ
て
い
た
。
な
ん
ど

も
な
ん
ど
も
死
ん
だ
あ
け
ど
生
き
て
る
の
よ
お
、
声
が
が
ら
ん
と
し
た
体
の
中
で
ひ
び

き
あ
っ
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
眼
か
ら
あ
ふ
れ
て
い
る
涙
が
、
体
の
中
い
っ
ぱ
い
に
た

ま
れ
ば
よ
い
と
思
い
な
が
ら
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
そ
ば
の
歩
道
で
、
ぼ
く
は
白
痴
の
新

聞
配
達
に
な
っ
て
た
だ
つ
っ
立
っ
て
、
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

言
葉
を
失
っ
た
空
洞
の
身
体
は
、
た
だ
泣
き
崩
れ
る
。
言
葉
を
捨
て
他
者
と
一
体
化
す
る

恍
惚
の
代
償
は
、
輪
郭
を
失
っ
た
個
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
の
涙
は
、
救
い
な
の
か
。「
言

葉
」
の
「
闘
争
」
を
続
け
る
こ
と
で
し
か
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
て
な
い
の
だ
と
し
た
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（
11
）
渡
邊
英
理
「
劇
場
か
ら
路
地
へ　

中
上
健
次
『
十
九
歳
の
地
図
』『
熊
野
集
』」（『
ユ
リ
イ
カ
』
二

〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
一
〇
月
）
で
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
同
時
代
的
な
濃
厚
な
テ
ロ
ル
の
匂
い

に
、
あ
る
種
の
政
治
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
湧
い
た
空
気
を
読
み
取
っ
て
い
る

（
12
）
若
林
幹
夫
『
地
図
の
想
像
力
』
一
九
九
五
（
平
成
七
）
年
六
月　

講
談
社
メ
チ
エ

（
13
）
浅
田
彰
「
中
上
健
次
を
再
導
入
す
る
」『
批
評
空
間
』
第
12
号　

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
一
月

（
14
）
渡
邊
大
輔
「
地
図
の
よ
う
に
仮
面
の
よ
う
に　
「
路
地
」
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
／
エ
ソ
ロ
ジ
ー
」『
ユ
リ

イ
カ
』
二
〇
〇
八
（
平
成
二
〇
）
年
一
〇
月

（
15
）
金
丸
清
彦
『
公
衆
電
話
も
の
が
た
り
』
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
三
月
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