
宮
本
輝

・
『弾
道
』
の
彼
方
へ

―

〈
一
筋
に
貫
く
も
の
〉
―

英

私
の
真
の
処
女
作
は

「弾
道
」
と
い
う
題
の
、
バ
ン
コ
ク
を
舞
台
に
し
た
小
説
で
し
た
。
そ
れ
を
、
私
は
二
十
七

歳
の
と
き
、
会
社
勤
め
を
し
な
が
ら
書
い
た
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
愉
楽
の
園
』
の

「あ
と
が
き
し

『宮
本
輝
全
集
　
第
１４
巻
』
（新
潮
社
、
平
５
ｏ
５
）
の

「年
譜
」
の
昭
和
四
十
九
年

（２７
歳
）
の
項
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
年
、
初
め
て
小
説
を
書
く

（「無
限
へ
の
羽
根
」
と
い
う
作
品
で
、
翌
年
、
「文
学
界
」
新
人
賞
に
応
募
。
そ
の
後

「弾
道
」
と
改

題
し
て
１
９
７
６
年
１
月
発
行
の

「わ
が
仲
間
」
第
７
号
に
発
表
。
後
年
の

「愉
楽
の
園
」
の
原
型
）。

『文
学
界
』
新
人
賞
に
応
募
し
た
と
い
う

『無
限
へ
の
羽
根
』
と
、
『わ
が
仲
間
』
に
、
宮
本
正
仁
と
い
う
本
名
で
発
表
し
た

『弾
道
』
が
、

全
く
同

一
の
作
品
で
あ
っ
た
か
否
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
「そ
の
後

『弾
道
』
と
改
題
し
て
…
…
」
と
い
う
言
い
回
し
か
ら
見
て
、
字
句

の
書
き
替
え
程
度
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
作
品
内
容
は
同

一
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
宮
本
の
言
う
通
り
、

『弾
道
』
が
宮
本
の
処
女
作
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
・

七
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七
二

作
品
の
題
名
が
、
ど
の
程
度
、
そ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、　
一
般
論
と
し
て
言
え
る
問
題
で
は
な
い

が
、
『弾
道
』
の
原
題

・
『無
限
へ
の
羽
根
』
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
に
即
し
過
ぎ
る
く
ら
い
に
、
テ
ー
マ
を
正
確
に
言
い
表
わ
し
た
題
名
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。

宮
本
は
、
『愉
楽
の
園
』
の

「あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
「百
枚
ば
か
り
の

『弾
道
』
を
書
き
ま
し
た
が
、
私
は
な
ぜ

一
度
も
行
っ
た
こ
と
の

な
い
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
を
舞
台
に
小
説
な
ど
を
書
い
た
の
か
、
そ
の
と
き
の
自
分
の
気
持
を
も
う
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。」
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
の
言
は
あ
る
種
の
自
己
船
晦
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「堂
島
川
と
土
佐
堀
川
が
合
流
す
る
安
治
川
河
口
で
過
ご
し
た
幼
年
期
、
北
陸
富
山
市

の
い
た
ち
川
の
ほ
と
り
で
暮
ら
し
た
少
年
期
。
ど
ち
ら
も
遠
い
郷
愁
と
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
風
景
で
あ
っ
た
。」
（「
川
」
二
部
作
を

終
え
て
し
と
い
っ
た
、
宮
本
の
原
風
景
と
も
言
え
る
〈川
〉
へ
の
郷
愁
。
そ
し
て
、
仏
教
思
想
に
深
く
根
差
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
作
中
人
物
・

久
保
純
平
に
託
し
た
願
い
、
決
意
。
こ
う
し
た
思
い
、
願
い
が
、
仏
教
国
、
仏
教
寺
院
の
並
ぶ
、
メ
ナ
ム
河
口
近
く
に
位
置
す
る
河
湾
都
市

・

バ
ン
コ
ク
を
舞
台
に
し
た
小
説
を
書
か
せ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
前
者
は

『弾
道
』
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
前
景
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
が
、
後
者
こ
そ
は
作
品
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
久
保
の
「羽
根
。
自
分
に
も
羽
根
が
欲
し
い
。」
と
い
う
切
な
る
願
い
こ
そ
が
、

『弾
道
』
の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。

「生
ま
れ
な
が
ら
に
辛
い
業
病

（先
天
性
の
心
臓
奇
形
）
を
た
ず
さ
え
て
い
た
」
久
保
純
平
、
久
保
を
こ
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
し
た

時
、
宮
本
に
は
、
次
の
よ
う
な
見
通
し
が
明
確
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
久
保
の
〈宿
命
〉
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
久
保
の
〈宿
命
〉

は
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
こ
の
二
つ
の
課
題
は
別
々
の
課
題
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
前
者
を
見
極
め
て
答
え
を
見

付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
後
者
の
方
途
を
見
出
す
出
発
点
に
立
て
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
対
す
る
解
答
こ
そ
が
、
『弾
道
』
の
テ
ー

マ
と
し
て
、
宮
本
が
稚
拙
な
ま
で
に
情
熱
を
込
め
て
描
こ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

宮
本
輝
を
文
学
表
現
に
駆
り
立
て
た
も
の
は
、
恐
ら
く
、
次
の
よ
う
な
認
識
、
文
学
観
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。



身
分
の
差
、
貧
富
の
違
い
、
容
貌
の
美
醜
、
頭
脳
の
良
否
、
体
力
の
強
弱
、
生
ま
れ
出
る
時
代
の
差
異
、
ま
た
は
生
ま
れ
出
る
国
土
の

相
違
、
そ
れ
ら
の
混
合
が
、
辿
る
べ
き
運
命
の
差
と
な
っ
て
千
差
万
別
の
物
語
に
拡
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
は
、
も
は
や
宿
命
と
呼
ぶ
し
か
な
い
。
そ
れ
を
宿
命
と
は
呼
び
た
く
な
い
人
も
い
る

に
違
い
な
い
が
、
意
志
と
か
努
力
と
か
の
及
ば
な
い
領
域
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
そ
う
呼
ぶ
し
か
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
多

く
の
文
学
作
品
は
、
こ
の
宿
命
と
い
う
も
の
に
対
す
る
（
敗
北
の
記
録
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
宿
命
と
い
う
名
の
物
語
し

宿
命
と
呼
ぶ
他
な
い
「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」。
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
人
は
そ
れ
に
受
動
的
に
弄
ば
れ
る

他
に
術
は
な
い
の
か
。
人
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
か
。
文
学
作
品
は
、
た
だ
そ
れ
に
対
す
る

「敗
北
の
記
録
」
で
あ
る
だ

け
で
よ
い
の
か
。
宮
本
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
を
真
摯
に
問
う
た
は
ず
だ
。
こ
の
真
摯
な
問
い
掛
け
は
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
の
発
作
に
苦
し
む
自
己
治

癒
の
方
途
の
模
索
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
重
い
問
い
に
対
す
る
答
え
を
捜
し
当
て
た
時
、
宮
本
の
作
家
と
し
て
の
自
己
定
位
が
な
さ

れ
た
の
だ
。

も
し
新
し
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
か
か
え
持
っ
て
い
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い
根
底
的
な

「差
」
に
よ
っ
て
生
じ
る

悲
し
み
や
苦
し
み
や
障
害
を
、
ど
の
よ
う
に
打
ち
破
り
、
い
か
に
し
て
自
分
ら
し
い
勝
利
の
物
語
に
転
換
せ
し
め
る
か
の
方
途
と
証
し
を

示
す
場
合
に
だ
け
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
が

「物
語
」
を
超
え
る
た
だ
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。

私
は
、
な
ぜ
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
差
が
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
命
題
に
、
深
く
か
か
わ
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
も
は
や

宗
教
の
領
域
で
あ
る
が
、
私
は
、
ど
こ
か
の
誰
か
さ
ん
が
あ
な
た
を
そ
の
よ
う
に
お
作
り
た
も
う
た
の
だ
、
な
ど
と
い
う
宗
教
を
信
じ
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
宿
命
と
い
う
名
の
物
語
し

宮
本
輝
文
学
の
生
命
線
、
処
女
作

『弾
道
』
か
ら
始
ま
る
宮
本
文
学
を

〈
一
筋
に
貫
く
も
の
〉。
「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
が
織

り
成
す

「物
語
」
を
超
え
る

「物
語
」
を
創
造
す
る
こ
と
を
お
の
れ
の
文
学
の
命
と
し
て
課
す
と
こ
ろ
に
、
宮
本
の
作
家
的
誕
生
が
あ
っ
た
の

七
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七
四

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
既
に
、
「
文
学
の
テ
ー
マ
は
、
人
間
に
と
っ
て
し
あ
わ
せ
と
は
何
か
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
亀
文
学
の
テ
ー
マ
と
は
、

と
問
わ
れ
て
Ｌ

と
言
う
宮
本
が
い
る
の
だ
。
「主
要
な
登
場
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
不
幸
を
乗
り
越
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
勝
利
を
つ
か

ん
だ
ら
、
〈通
俗
小
説
〉
と
呼
ば
れ
る
」
文
学
状
況
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。

『弾
道
』
の
原
題

・
『無
限
へ
の
羽
根
』
は
、
久
保
純
平
の

「羽
根
。
自
分
に
も
羽
根
が
欲
し
い
。」
と
い
う
切
な
る
願
い
を
指
し
示
す
題
名

で
あ
り
、
宮
本
が
、
久
保
を
主
人
公
と
し
て
、
作
品
の
主
座
に
大
き
く
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
『無
限
へ
の
羽
根
』
は
、

作
品
の
テ
ー
マ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
明
示
す
る
題
名
で
あ
る
。
『弾
道
』
に
改
題
し
て
も
、
作
品
内
容
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
題
名
の
指
し

示
す
も
の
は
か
な
り
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
『弾
道
』
は
、
テ
ア
ン
が
引
き
起
こ
し
た
暗
殺
事
件
を
指
し
示
し
た
題
名
で
あ
り
、
テ
ア
ン
を

作
品
の
主
座
近
く
に
呼
び
寄
せ
る
題
名
で
あ
ろ
う
。
「主
座
近
く
に
」
で
あ
っ
て
、
無
論
、
主
人
公
た
る
久
保
の
座
を
奪
う
人
物
と
し
て
テ
ア
ン

を
指
し
示
す
題
名
で
は
あ
る
ま
い
。
『弾
道
』
の
中
心
事
件
、
サ
ン
チ
ヤ
イ
・サ
ム
ロ
ー
ン
将
軍
暗
殺
事
件
に
は
、
こ
の
作
品
の
主
要
人
物
た
ち

が
な
ん
ら
か
の
形
で
絡
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
作
品
を
久
保
に
収
飲
さ
せ
ず
、
作
品
世
界
に
広
が
り
を
持
た
せ
る
た
め
の
改
題
で
あ
ろ
う
。

久
保
は
、
「う
ま
れ
な
が
ら
に
辛
い
業
病
」
・
「先
天
性
の
心
臓
奇
形
」
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
身
体
的
な
「生
ま
れ

な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
で
あ
る
。
こ
の
「差
」
の
た
め
に
、
久
保
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
、
「生
き
る
こ
と
ば
か
り
を
思
い
続
け
」、
天
マ
に
も

ひ
き
つ
っ
て
止
ま
る
か
も
し
れ
な
い
心
臓
に
向
か
っ
て
、
張
り
つ
め
た
糸
の
よ
う
な
神
経
を
送
り
続
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
何
度
も

「生
死

の
修
羅
場
を
く
ぐ
り
抜
け
て
号
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
苛
酷
な
生
を
負
わ
さ
れ
、
「無
口
」、
「投
げ
や
り
」、
「無

明
」
の
中
に
置
か
れ
な
が
ら
、
久
保
は
、
「快
活
」、
「真
剣
」、
「希
望
」
を
強
く
持
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
久
保

一
人
の
力
に
よ
っ
て
で

は
な
か
っ
た
。
久
保
の
心
臓
の
手
術
の
た
め
に
、
「莫
大
な
手
術
費
を
な
ん
と
か
工
面
し
た
」両
親
、
久
保
が
人
よ
り
三
年
遅
れ
て
高
校
に
入
っ

た
日
に
、
「た
だ
震
え
る
よ
う
に
泣
い
た
」
両
親
。
こ
う
し
た
両
親
に
よ
る
愛
の
育
み
。
そ
し
て
、
久
保
に
対
す
る
牧
村
明
の
「必
死
な
思
い
や

り
」。



牧
村
は
、
そ
ん
な
久
保
の
生
い
立
ち
を
聞
か
さ
れ
た
時
、
憤
り
と
も
つ
か
な
い
複
雑
な
感
情
を
燃
え
立
た
せ
た
。
彼
は
、
こ
の
世
に
ど

う
し
よ
う
も
な
い
不
幸
が
厳
然
と
あ
っ
て
、
し
か
も
確
実
に
人
間
の
命
を
奪
い
続
け
て
い
る
こ
と
に
愕
然
と
し
た
。
自
分
に
は
想
像
も
つ

か
な
い
苦
し
み
を
か
い
く
ぐ
っ
て
生
き
て
き
た
久
保
と
い
う
友
に
、
精

一
杯
の
親
し
み
と
い
た
わ
り
を
込
め
て
接
し
た
。
牧
村
は
、
久
保

が
受
け
て
き
た
理
不
尽
な
力
へ
の
償
い
を
、
自
分
が
誰
か
に
変
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
知
っ
て
い
る
青
春
の
い
た

ず
ら
を
、
三
歳
年
上
の
級
友
に
教
え
る
た
め
に
奮
い
立
っ
た
。

牧
村
の
こ
の
熱
き
思
い
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
作
品
の
現
在
時
、
久
保
と
牧
村
の
バ
ン
コ
ク
ヘ
の
旅
の
な
か
で
は
、
十
分
に
作
動
し
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
こ
の
熱
き
思
い
に
は
、
宮
本
が
文
学
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
あ
の
根
源
的
理
由
が
託
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「人

間
の
か
か
え
持
っ
て
い
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い
根
底
的
な

『差
』
に
よ
っ
て
生
じ
る
悲
し
み
や
苦
し
み
や
障
害
を
、
ど
の
よ
う
に
打
ち
破
り
、

い
か
に
し
て
自
分
ら
し
い
勝
利
の
物
語
に
転
換
せ
し
め
る
か
の
方
途
」
を
模
索
す
る
久
保
、
側
か
ら
そ
れ
を
支
え
る
牧
村
。
ど
ち
ら
も
作
者

・

宮
本
の
分
身
で
あ
る
。
「物
語
」
を
超
え
る

「物
語
」
を
創
造
す
る
こ
と
を
お
の
れ
の
文
学
的
使
命
と
し
た
宮
本
の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
久
保
、
牧
村
が
、
『弾
道
』
の
ひ
と
つ
の
核
を
形
成
し
て
い
る
の
だ
。

農
業
試
験
所
の
技
術
員
で
あ
る
テ
ア
ン
。

泥
と
牛
の
糞
と
た
く
さ
ん
の
兄
弟
と
、
四
十
に
し
て
歯
が
抜
け
き
っ
た
母
の
ぐ
ち
に
包
ま
れ
て
育
っ
た
。
十
二
の
時
、
遠
縁
の
回
き
き

で
、
バ
ン
コ
ク
に
あ
る
華
僑
の
店
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。
真
面
日
で
回
数
の
少
な
い
テ
ア
ン
は
、
虫
け
ら
の
よ
う
に
扱
わ
れ
な
が
ら
も
、

異
常
な
ほ
ど
熱
心
に
働
い
た
。

一
年
間
の
労
働
に
支
払
わ
れ
た
給
金
は
二
十
バ
ー
ツ
。
そ
れ
は
、
弟

へ
の

「十
色
の
色
エ
ン
ピ
ツ
を
買
う
と
跡
か
た
も
な
く
」
消
え
た
の
で

あ
る
。
コ

年
で
二
十
バ
ー
ツ
。
こ
ん
な
金
よ
り
牛
の
糞
の
ほ
う
が
い
い
。
泥
を
食
べ
て
も
母
の
も
と
に
帰
り
た
い
。
心
細
く
淋
し
い
鳴
咽
が
全

身
を
熱
く
さ
せ
た
。
」
書百
わ
ば
、
貧
困
と
い
う

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」。
「生
ま
れ
出
る
国
上
の
相
違
」
が
も
た
ら
す

「差
」、
つ
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ま
り
、
「激
し
い
貧
富
の
差
」
の
あ
る
タ
イ
と
い
う
国
に
出
生
し
た
が
た
め
の

「根
底
的
な

『差
Ｌ

を
理
不
尽
に
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「貧
農
の
子
」
テ
ア
ン
は
、
日
本
で
農
業
技
術
を
学
ぶ
こ
ど
を
願
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
テ
ア
ン
の
心
に
く
す
ぶ
り
続
け
た
二
十
バ
ー
ツ
紙
幣

へ
の
復
讐
と
同
義
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
貧
困
と
い
う

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
が
も
た
ら
し
た
屈
辱
は
、
テ
ア
ン
を
上
に
這
い

ず
り
回
る
多
く
の
貧
農
た
ち
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

学
業
を
終
え
た
ら
ト
ア
ン
ケ
ツ
ト
に
帰
り
、
洪
水
と
高
い
小
作
料
に
苦
し
む
農
民
た
ち
に
、
近
代
的
な
農
業
技
術
を
伝
え
た
い
と
決
意

し
て
い
た
。
そ
れ
が
テ
ア
ン
の
復
讐
で
あ
り
、
光
明
で
あ
り
、
高
ら
か
な
凱
旋
だ
っ
た
。

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
が
も
た
ら
す
苦
境
を
、
「自
分
ら
し
い
勝
利
の
物
語
に
転
換
せ
し
め
る
方
途
」
と
し
て
、
テ
ア
ン
は
、

貧
し
い
農
民
た
ち
に
同
胞
意
識
を
抱
き
、
彼
ら
を
貧
困
か
ら
救
出
す
る
こ
と
を
自
己
に
課
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
農
業
技
術
の
進
歩
は
、

絶
対
的
な
貧
困
の
前
に
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
現
実
の
農
村
に
は
、
「小
作
人
、
地
主
、
高
利
貸
し
と
い
う
支

配
体
系
」
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
打
破
す
る
こ
と
こ
そ
急
務
の
問
題
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
テ
ア
ン
の
力
を
超
え

た
問
題
で
あ
っ
た
。
「自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
問
題
と
し
て
諦
め
て
い
た
。
自
分
の
学
ん
だ
学
問
の
無
力
さ
が
テ
ア
ン
を
憂
欝
に
さ
せ
て

い
た
。」
テ
ア
ン
は
ま
だ
、
「物
語
」
を
超
え
る
方
途
を
見
出
だ
せ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

テ
ア
ン
の
純
な
る
心
を
利
用
す
る
ポ
ー
ン
。
ポ
ー
ン
は
、
自
己
の
壊
滅
、
自
己
の
財
産
を
失
う
こ
と
の
み
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

タ
イ
の
軍
事
力
が
自
分
た
ち
に
向
け
ら
れ
る
時
の
脅
威
。
不
穏
な
動
き
が
こ
の
身
中
の
虫
た
ち
に
あ
っ
た
。
サ
ン
チ
ヤ
イ

・
サ
ム
ロ
ー

ン
将
軍
の
政
治
的
素
養
が
、
い
つ
か
ク
ー
デ
タ
ー
の
原
動
力
と
な
る
時
が
来
る
。
（中
略
）
サ
ン
チ
ヤ
イ
・サ
ム
ロ
ー
ン
将
軍
の
野
望
が
盛

炎
に
い
た
る
ま
で
に
消
し
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
今
、
ポ
ー
ン
の
な
す
べ
き
こ
と
だ
。

貧
困
に
あ
え
ぐ
農
民
を
救
出
し
た
い
と
い
う
テ
ア
ン
の
願
い
に
つ
け
こ
み
、
そ
の
願
い
を
利
用
し
て
、
サ
ン
チ
ヤ
イ
に
銃
口
を
向
け
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
テ
ア
ン
、
ポ
ー
ン
は
こ
の
よ
う
に
、
『弾
道
』
の
も
う

一
方
の
核
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。



久
保
・
牧
村
、
テ
ア
ン
・
ポ
ー
ン
と
い
う
二
つ
の
核
を
結
び
つ
け
る
人
物
と
し
て
、
宮
本
は
、
千
葉
国
雄
と
藤
倉
貴
子
を
配
し
た
の
で
あ
る
。

千
葉
は
久
保
・牧
村
の
高
校
の
先
輩
で
あ
り
、
テ
ア
ン
の
親
友
。
貴
子
は
元
、
千
葉
と
同
僚
社
員
で
あ
り
、
現
在
は
ポ
ー
ン
の
愛
人
。
千
葉
は
、

久
保

・
牧
村
の
観
光
案
内
役
と
し
て
ヽ
テ
ア
ン
を
紹
介
し
、
そ
の
テ
ア
ン
は
密
か
な
恋
情
を
貴
子
に
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
二
つ
の
核
は
融
合
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
久
保
は
、
恋
に
落
ち
た
牧
村
と
貴
子
か
ら
逃
れ
る
か
の
よ
う
に
、
チ
ェ
ン
マ
イ
に
旅
立
つ
の
で
あ
る
。
久
保
は
、
プ
ロ
ペ
ラ
機
の
中

で
、
心
臓
の
乱
れ
を
感
じ
、　
一
枚
の
絵
を
思
い
浮
べ
る
の
で
あ
る
。

地
の
底
か
ら
、
羽
根
の
生
え
た
男
が
飛
び
た
と
う
と
し
て
い
る
情
景
が
、
精
緻
な
画
調
で
描
写
さ
れ
て
い
た
。
男
は
下
半
身
が
蛇
だ
っ

た
。
だ
が
苦
悩
に
歪
ん
だ
顔
の
ど
こ
か
に
、
力
強
い
決
意
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
。

久
保
は
こ
の
絵
の
意
味
す
る
も
の
、
羽
根
と
は
何
か
と
思
索
し
て
い
く
わ
け
だ
が
、
宮
本
は
、
そ
の
久
保
の
心

・
内
描
写
に
よ
っ
て
、
こ
の
作

品
に
託
し
た
認
識
を
開
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

久
保
は
、
死
が
生
命
の
終
局
で
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
、
死
が

一
切
の
終
局
な
ら
、
誕
生
も
ま
た
、　
一
切
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
不
具
で
生
ま
れ
で
る
者
、
黒
く
生
ま
れ
で
る
者
。
貧
困
と
不
運
の
中
に
生
ま
れ
で
る
者
。
美
貌
と
富
の
中
に
生
ま
れ
で
る
者
。
生

は
、
あ
ま
り
に
も
唐
突
に
、
途
中
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
人
は
生
ま
れ
つ
い
た
時
か
ら
差
が
つ
い
て
い
る
の
だ
。
偶
然
―
―
こ
れ
ほ
ど
ま

や
か
し
の
語
彙
は
な
い
。
精
子
と
卵
子
が
混
ざ
り
あ
い
、
久
保
純
平
を
形
づ
く
っ
た
そ
の
も
っ
と
も
っ
と
前
、
俺
に
は
何
か
が
あ
っ
た
の

だ
。

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
（宿
命
）
に
よ
っ
て
生
じ
る

「悲
し
み
や
苦
し
み
や
障
害
」
を
打
ち
破
り
、
「勝
利
の
物
語
に
転
換
せ

じ
め
る
」
に
は
、
そ
の

「差
」
が
何
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
か
を
根
源
的
に
問
い
、
答
え
を
見
付
け
だ
す
し
か
な
い
の
だ
。
〈偶
然
〉
と

見
倣
す
の
は
、
根
源
的
な
問
い
か
ら
の
逃
避
で
あ
り
、
結
局
、
虚
無
の
な
か
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
だ
。
長
い
引
用
に
な
る
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が
、
久
保
が
出
し
た
答
え

（宮
本
の
認
識
）
を
見
て
み
よ
う
。

自
分
の
命
は
な
ぜ
消
え
て
し
ま
わ
な
い
の
だ
ろ
う
。
自
分
の
本
体
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
自
我
の
深
部
、
命
の
本
体
が
、
俺
を
今

日
ま
で
生
か
し
続
け
た
。
久
保
純
平
と
い
う

一
個
の
生
命
に
深
く
わ
け
入
り
、
久
保
純
平
の
根
源
の
根
源
の
さ
ら
な
る
奥
に
厳
然
と
存
す

る
固
い
殻
に
包
ま
れ
た

一
点
の
核
。
そ
の
命
そ
の
も
の
を
掘
り
あ
て
た
時
、　
一
切
の
苦
悩
の
元
凶
を
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
（中
略
）

そ
の
命
の
窮
極
こ
そ
、
自
分
を
不
具
と
生
ま
れ
さ
せ
る
原
因
を
誘
発
さ
せ
た
淵
底
に
ち
が
い
な
い
。

命
そ
の
も
の
。
半
人
半
蛇
の
背
に
つ
い
た
巨
大
な
羽
根
と
は
、
そ
の
命
そ
の
も
の
の
力
を
表
現
し
た
比
喩
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
生
と

死
を
越
え
て
、
悠
久
の
不
滅
を
反
復
す
る
命
そ
の
も
の
。
あ
の
絵
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
か
ら
自
ら
の
手
で
飛
び
た
つ
力
の
あ
る
こ
と
を

教
え
て
い
る
の
だ
。
力
と
は
命
だ
。
地
の
底
か
ら
半
蛇
の
男
を
も
跳
躍
さ
せ
る
強
靱
な
命
。
そ
れ
は
ま
た
、　
一
切
の
人
間
が
背
に
秘
め
て

知
る
こ
と
の
な
い
羽
根
の
こ
と
な
の
だ
。

『錦
繍
』
の
核
心
部
の
原
型
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「原
型
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
〈命
そ
の
も
の
〉
の
概
念
が
曖
味
で
あ
り
、

〈業
〉
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〈命
そ
の
も
の
〉
を
掘
り
当
て
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
、
コ

切
の
苦
悩
の
元
凶
を
知
り

得
る
」
こ
と
に
な
る
の
か
。
〈命
そ
の
も
の
〉
を
知
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
、
生
き
る
力
と
な
り
得
る
の
か
。
宮
本
の
表
現
力
が
未
熟
で
あ
る
た

め
か
、
〈命
そ
の
も
の
〉
の
概
念
が
宮
本
の
な
か
で
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
か
。
と
は
言
え
、
不
滅
な
る
〈命
そ
の
も
の
〉
の
存
在
の
把
握
、

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
を

〈命
そ
の
も
の
〉
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
す
る
認
識
は
、
限
り
な
く
、
『錦
繍
』
の
核
心
部
に
近
似
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

〈命
そ
の
も
の
〉
と
は
何
か
、
〈命
そ
の
も
の
〉
と

〈業
〉
と
の
関
わ
り
を
、
『錦
繍
』
に
見
て
み
よ
う
。

も
う
ひ
と
つ
の
自
分
、
た
だ
己
れ
の
成
し
た
悪
と
善
だ
け
を
内
蔵
し
て
、
果
て
し
な
い
苦
悩
に
責
め
さ
い
な
ま
れ
て
、
死
ん
で
い
な
が



ら
も
存
在
し
て
い
た
も
の
、
そ
れ
は
霊
魂
な
ど
と
い
っ
た
曖
昧
な
化
物
な
ど
で
は
な
く
、
私
と
い
う
人
間
に
、
怒
り
や
哀
し
み
や
歓
び
や

苦
し
み
を
感
じ
さ
せ
つ
つ
、
複
雑
か
つ
微
妙
な
肉
体
活
動
と
精
神
活
動
を
営
ま
せ
て
い
た

「命
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

私
は
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
す
。

私
は
跡
形
も
な
く
こ
の
世
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
私
の
命
そ
の
も
の
は
、
自
分
の
背
負
い
込
ん
だ
悪
と
善
に
包
ま
れ

な
が
ら
、
決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
な
く
つ
づ
い
て
行
く
の
だ
。

己
れ
の
成
し
た
す
べ
て
の
行
為
と
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
行
動
に
あ
ら
わ
さ
ぬ
ま
で
も
、
心
に
抱
い
た
だ
け
に
し
か
過
ぎ
な
い
恨

み
や
怒
り
や
慈
し
み
や
愚
か
さ
な
ど
の
結
晶
が
、
命
そ
の
も
の
に
く
っ
き
り
と
刻
み
込
ま
れ
、
決
し
て
消
え
る
こ
と
の
な
い
烙
印
と
化
し

て
、
死
の
世
界
に
移
行
し
た
私
を
打
郷
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
思
い
は
、
由
加
子
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
一
瞬
心
を
よ
ぎ
っ
た
業
と
い
う
言
葉
と
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
行
く
気
が
し
た
の
で
す
。

「自
分
の
本
体
」、
「命
の
本
体
」
を

〈命
そ
の
も
の
〉
と
す
る
認
識
、
〈命
そ
の
も
の
〉
が
不
滅
で
あ
る
と
す
る
認
識
は
、
『弾
道
』
と
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
、
『弾
道
』
で
は
、
〈命
そ
の
も
の
〉
に

「く
っ
き
り
と
刻
み
込
ま
れ
、
決
し
て
消
え
る
こ
と
の
な
い
烙
印
と
化
し
て
」
い
る

も
の
の
概
念
、　
〓
一一日
で
言
え
ば

〈業
〉
の
概
念
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
『錦
繍
』
の

〈業
〉
の
概
念
は
、
「行
為
は
あ
と
に
見
え
な

い
力
を
残
す
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
見
え
な
い
力
が
狭
い
意
味
の
業
で
す
。」
（平
川
彰

『現
代
人
の
た
め
の
仏
教
Ｌ

と
い
っ
た

仏
教
思
想
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
『弾
道
』
に
は
、
〈命
そ
の
も
の
〉
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る

〈業
〉
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
い
な

い
分
、
『弾
道
』
の

〈命
そ
の
も
の
〉
は
陽
性
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈命
そ
の
も
の
〉
と
生
き
る
力
が
短
絡
し
て
い
る
の
だ
。
〈命

そ
の
も
の
〉
を
見
た

『錦
繍
』
の
有
馬
靖
明
の
体
験
は
、
勝
沼
亜
紀
の
言
う
通
り
、
「人
生
を
生
き
て
行
く
た
め
の
、
最
も
力
強
い
糧
と
な
る
も

七
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の
を
見
た
」
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
当
の
靖
明
自
身
は
、
こ
の
体
験
に
よ
っ
て
、
「生
き
て
行
く
と
い
う
こ
と
が
恐
ろ
し
く
な
っ
た
」
だ

け
な
の
で
あ
る
。
〈命
そ
の
も
の
〉
を
把
握
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
生
き
る
力
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
己
れ
の
〈宿
命
〉
を

〈命
そ

の
も
の
〉
に
刻
み
込
ま
れ
た

〈業
〉
が
も
た
ら
し
た
内
的
必
然
と
捉
え
、
し
か
も
、
〈業
〉
を
乗
り
越
え
る
方
途
を
見
出
だ
し
た
時
こ
そ
、
〈命

そ
の
も
の
〉
は
生
き
る
力
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。

私
は
、
不
幸

（先
天
性
の
脳
性
マ
ヒ
）
を
背
負
っ
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
の
は
清
高
自
身
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
清
高
の
業

と
言
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
確
か
に
そ
れ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
誰
の
せ
い
で
も
な

く
、
そ
ん
な
子
供
の
母
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
私
と
い
う
人
間
の
業
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
、
あ
る
日
突
然
天
啓
に
見
舞
わ
れ
た

よ
う
に
私
は
思
い
ま
し
た
。
（中
略
）
そ
う
思
い
つ
い
た
私
は
、
し
か
し
そ
の
自
分
の
業
を
ど
う
や
っ
て
乗
り
越
え
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。

私
は
成
す
が
ま
ま
に
、
未
来
に
向
か
っ
て
た
だ
歩
い
て
行
く
し
か
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
え
、
私
は
清
高
を
不
具
な
ら
不
具
の
ま
ま

に
、
出
来
う
る
限
り
正
常
な
人
に
近
づ
け
る
よ
う
、
何
が
何
で
も

「今
」
を
懸
命
に
真
摯
に
生
き
る
し
か
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
清

高
の
よ
う
な
子
供
を
持
っ
た
母
と
し
て
、
私
は
断
じ
て
虚
無
や
あ
き
ら
め
の
世
界
に
落
ち
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。

亜
紀
は
、
「自
由
の
な
い
必
然
の
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
自
由
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
あ
り
方
で
す
。
私
ど
も
が
過
去
に
決
定
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
、
実
行
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
現
在
の
私
ど
も
に
は
必
然
の
力
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
縛
る
も
の
で
す
。
し
か
し
そ
の
中
に
お

い
て
、
未
来
に
自
由
が
開
け
て
い
る
、
そ
う
い
う
関
係
に
あ
る
と
思
う
の
で
す
。」
（『現
代
人
の
た
め
の
仏
教
）

と
い
う
思
想
を
言
い
換
え
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
亜
紀
が
こ
の
考
え
方
に
立
つ
契
機
は
、
あ
く
ま
で
も
、
靖
明
が
、
〈命
そ
の
も
の
〉
と
化
し
た
お
の
れ
を
打
郷
す
る
〈業
〉

を
開
示
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
亜
紀
と
靖
明
が
二
人
三
脚
で
や
り
遂
げ
た
こ
と
を
、
『弾
道
』
の
久
保
は
、
い
と
も
簡
単
に
、
〈命
そ
の
も

の
〉
の
把
握
だ
け
に
よ
っ
て
、
短
絡
的
に
や
り
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「生
き
る
と
い
う
こ
と
を
見
事
に
や
り
遂
げ
て
み
せ
る
。
虚
無
で
己
れ
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
片
寄
っ
た
思
想
に
侵
蝕
さ
れ
る
こ
と



な
く
、
感
情
で
爆
発
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
と
し
て
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
生
き
抜
い
て
み
せ
る
。
俺
も
ま
た
自
分
の
羽
根
で
飛
ん
で
み
せ

る
」

と
も
か
く
、
久
保
純
平
は
「物
語
」
を
超
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
久
保
の
今
を
生
き
、
未
来
に
向
か
う
決
意
は
、
牧
村
の
死
に
よ
っ
て
、

偽
り
の
生
に
逆
戻
り
し
、
発
作
的
に
死
を
思
う
貴
子
を
救
い
、
貴
子
に
生
き
る
力
を
与
え
、
未
来
に
向
か
っ
て
は
ば
た
く
勇
気
を
起
こ
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
久
保
を
主
人
公
と
し
た
、
久
保
の
回
心
の
物
語
は
こ
の
よ
う
に
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
代
的
な
農
業
技
術
を
農
民
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
れ
の

〈宿
命
〉
に
打
ち
勝
と
う
と
し
た
テ
ア
ン
は
、
農
民
の

〈宿
命
〉
と
も

言
え
る
「洪
水
と
高
い
小
作
料
」
の
前
に
敗
北
し
た
の
で
あ
る
。
「自
分
の
学
ん
だ
学
問
の
無
力
さ
が
テ
ア
ン
を
憂
欝
に
さ
せ
て
い
た
。」
〈宿
命
〉

を

「自
分
ら
し
い
勝
利
の
物
語
に
転
換
せ
じ
め
る
」
た
め
に
、
テ
ア
ン
は
も
う

一
度
立
ち
上
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。

ど
ん
な
手
段
に
せ
よ
、
彼
等
が
貧
困
と
い
う
宿
敵
を
叩
き
の
め
す
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
俺
は
立
つ
べ
き
だ
。

た
だ
引
き
金
を
引
く
。
確
実
に
標
的
を
射
と
め
る
。
自
分
の
は
な
っ
た
銃
声
で
革
命
の
の
ろ
し
が
あ
が
る
。
安
逸
と
夜
ご
と
の
晩
餐
と

で
肥
満
し
た
富
者
た
ち
が
地
に
這
い
ず
り
、
幾
多
の
軋
礫
で
筋
肉
を
鍛
え
た
貧
者
が
勝
利
に
踊
る
。
民
衆
の
頭
上
に
稲
や
果
実
が
降
り
そ

そ
ぐ
。
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
言
い
聞
か
せ
た
言
葉
を
、
テ
ア
ン
は
、
も
う

一
度
胸
の
中
で
反
劉
し
た
。

貧
者
た
ち
へ
の
熱
き
同
胞
意
識
。
テ
ア
ン
の
こ
の
思
い
に
は
、
宮
本
輝
の
民
衆
へ
の
共
感
、
信
頼
感
、
民
衆
の
生
き
る
力
へ
の
賛
歌
が
託
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「慣
習
や
風
土
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
人
の
生
活
は

一
本
の
線
に
貫
か
れ
る
。
日
覚
め
、
食
を
得
、
絶
え
ま
な
く
も
の
を
思

い
、
ひ
た
む
き
に
生
き
て
眠
る
と
い
う
共
通
の
線
に
。
そ
こ
に
は

一
片
の
虚
無
も
な
い
。　
一
片
の
空
論
も
な
い
。
た
だ
生
き
る
こ
と
だ
け
へ
の

素
朴
な
情
熱
が
あ
る
。
死
に
走
り
ゆ
く
不
遜
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
の
だ
。」
こ
の
民
衆
像
は
宮
本
の
自
画
像
で
も
あ
る
の
だ
。
宮
本
自
身
、
「観

念
も
、
と
き
と
し
て
こ
こ
ち
よ
い
が
、
人
間
の
し
あ
わ
せ
を
、
根
底
的
に
左
右
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
、
こ
の
地
球
を
見
れ
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八
二

ば
明
白
で
あ
る
。
近
く
の
病
院
の
待
合
室
に
、
ほ
ん
の
三
十
分
ほ
ど
座
っ
て
み
れ
ば
明
白
と
な
る
。
私
は
観
念
な
ど
、
決
し
て
信
じ
た
り
は
じ

な
い
。」
（『文
学
の
テ
ー
マ
と
は
、
と
問
わ
れ
て
し
と
言
い
、
宮
本
の
分
身
で
あ
る
久
保
に
、
「生
き
る
と
い
う
こ
と
を
見
事
に
や
り
遂
げ
て
み

せ
る
。
虚
無
で
己
れ
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
片
寄
っ
た
思
想
に
侵
蝕
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
感
情
で
爆
発
す
る
こ
と
な
く
、
人
間
と
し
て
歯
を

食
い
し
ば
っ
て
生
き
て
み
せ
る
。」
と
決
意
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
衆
の
生
き
る
力
へ
の
賛
歌
、
ひ
た
む
き
に
、
そ
し
て
真
摯
に
生
き
る
こ

と
へ
の
願
い
、
こ
れ
も
宮
本
文
学
を

〈
一
筋
に
貫
く
も
の
〉
で
あ
る
。

さ
て
、
テ
ア
ン
は
、
貧
者
た
ち
が

〈宿
命
〉
を
打
ち
破
り
、
「物
語
」
を
超
え
る
、
そ
の
こ
と
を
、
お
の
れ
が

「物
語
」
を
超
え
る
方
途
と
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
貧
者
の
勝
利
は
お
の
れ
の
勝
利
な
の
で
あ
る
。
テ
ア
ン
は
、
「物
語
」
を
超
え
る
こ
と
を
信
じ
て
銃
の
引
き
金
を
引
く

の
で
あ
る
が
、
無
論
、
そ
れ
は
ポ
ー
ン
の
罠
に
は
ま
っ
た
犬
死
に
で
し
か
な
い
。
「タ
イ
の
未
来
や
戦
禍
に
よ
る
民
衆
の
犠
牲
な
ど
取
る
に
足
ら

な
い
も
の
だ
っ
た
。
た
だ
自
己
の
壊
滅
だ
け
を
恐
れ
て
い
た
」
ポ
ー
ン
の
野
心
に
利
用
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ャ
イ
ｏ
サ
ム
ロ
ー
ン
将

軍
を
暗
殺
す
る
こ
と
は
、
テ
ア
ン
が
願
う
貧
者
の
勝
利
の
芽
を
摘
む
こ
と
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
引
き
金
を
引
い
た
瞬
間
、
テ
ア
ン

が
テ
ア
ン
の
中
で

「物
語
」
を
超
え
た
こ
と
は
確
実
な
の
だ
。

『無
限
へ
の
羽
根
』
と
い
う
題
名
が
指
示
す
る
主
人
公
・
久
保
純
平
、
『弾
道
』
と
い
う
題
名
が
指
示
す
る
主
人
公
ニ
ア
ア
ン
は
、
こ
の
よ
う

に
し
て
、
「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
（宿
命
）
に
打
ち
勝
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
久
保
の
回
心
が
作
品
の
主
座
に
位
置
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
作
品
の
こ
の
主
た
る
物
語
は
、
し
か
し
、
作
中
人
物
の
全
て
が
な
ん
ら
か
の
形
で
そ
れ
に
関
わ
る
作
中
の
主
た
る
事
件

（テ
ア
ン

が
引
き
起
こ
す
暗
殺
事
件
）、
言
口わ
ば
、
テ
ア
ン
の
物
語
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
久
保
は
、
テ
ア
ン
が
引
き
金
を
引

く
バ
ン
コ
ク
か
ら
遠
く
離
れ
た
チ
ェ
ン
マ
イ
で
、
「物
語
」
を
超
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
久
保
の
親
友
・牧
村
明
と
藤
倉
貴
子
と
の
恋
愛
と

も
無
関
係
に
。
作
中
で
進
行
す
る
ポ
ー
ン
の
策
謀
、
牧
村
と
貴
子
の
恋
愛
と
無
縁
の
世
界
で
、
久
保
の
心
中
思
惟
の
形
で
久
保
の
物
語
が
成
立

す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
作
品
の
中
で
浮
き
上
が
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
久
保
の
物
語
が
作
中
の
現
実
と
深
く
関



わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
真
空
空
間
の
中
で
、
久
保
は

「物
語
」
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

久
保
の
長
長
し
い
心
中
思
惟
に
よ
っ
て
、
久
保
の

「勝
利
の
物
語
」
を
描
く
と
い
う
手
法
を
採
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
、
宮
本
が
作
家
と
し
て

未
熟
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宮
本
の
分
身
で
あ
る
久
保
の
心
中
思
惟
に
よ
っ
て
し
か
、
作
品
の
主
た
る
テ
ー
マ
を
表
出
し
得
な
か
っ
た
の

だ
。
作
品
の
全
体
か
ら
テ
ー
マ
が
浮
上
し
て
く
る
よ
う
に
は
描
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
本
の
分
身

・
久
保
の
心
中
思
惟
に
主
た
る
テ
ー
マ

を
託
す
と
い
う
方
法
は
、
語
り
手
の
冗
舌
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
作
中
の
現
実
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
冗
舌
と
。
例
え
ば
、

久
保
と
牧
村
が
滞
在
し
て
い
る
ホ
テ
ル
か
ら
見
え
る
風
景
描
写
か
ら
横
滑
り
し
て
、
語
り
手
は
、
作
中
人
物
の
抱
え
る
問
題
と
は
ま
っ
た
く
無

関
係
に
（牧
村
は
、
「あ
ん
な
に
も
つ
ぶ
ら
で
甘
い
果
実
を
、
眩
む
よ
う
な
思
い
で
手
に
し
た
の
に
、
も
ぎ
と
っ
た
実
は
他
人
の
腕
で
皮
を
剥
か

れ
る
。
そ
れ
は
思
う
だ
に
辛
い
こ
と
だ
っ
た
。」
と
い
う
ふ
う
に
、
貴
子
が
ボ
ー
ン
の
愛
人
で
あ
る
こ
と
に
身
悶
え
し
て
い
る
の
に
）、
先
に
引

用
し
た
、
「生
き
る
こ
と
だ
け
へ
の
素
朴
な
情
熱
」
を
持
つ
民
衆
へ
の
賛
歌
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
の
だ
。

作
中
人
物
を
素
通
り
し
て
、
作
者
の
認
識
を
語
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
の
分
だ
け
、
作
中
人
物
に
奥
行
き
が
出
ず
、
人
物
が
う
す
っ
ぺ
ら
に

な
っ
て
い
る
の
だ
。
例
え
ば
、
チ
ェ
ン
マ
イ
に
向
か
う
飛
行
機
の
下
に
、
「碁
盤
の
目
の
よ
う
な
水
田
風
景
」
が
広
が
っ
て
い
る
の
に
、
久
保
に

そ
れ
を
見
さ
せ
な
い
で
、
語
り
手
が
そ
の
風
景
に
触
発
さ
れ
て
、
「土
に
生
き
る
人
々
が
、
古
代
か
ら
弛
ま
ず
ぬ
か
る
ん
で
き
た
証
し
」
と
い
う

そ
の
風
景
の
意
味
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
水
田
風
景
の
意
味
を
久
保
に
認
識
さ
せ
れ
ば
、
久
保
と
い
う
人
物
に
奥
行
き
が
形
成
さ
れ
る
の

に
、
そ
う
は
さ
せ
な
い
の
だ
。

語
り
手
が
作
中
人
物
を
素
通
り
す
る
傾
き
は
、
し
ば
し
ば
、
設
定
し
た
作
中
人
物
の
役
割
さ
え
忘
れ
て
し
ま
う
事
態
を
引
き
起
こ
す
の
だ
。

牧
村
に
は
、
「精

一
杯
の
親
し
み
と
い
た
わ
り
」
を
持
っ
て
、
〈宿
命
〉
に
苦
し
む
久
保
を
守
ろ
う
と
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
の
に
、
牧
村
は
、
タ
イ
ヘ
の
旅
に
お
い
て
は
、
久
保
を
蚊
帳
の
外
に
置
い
て
、
貴
子
と
の
恋
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
牧
村
は
、

久
保
を

一
人
で
チ
ェ
ン
マ
イ
に
行
か
せ
て
、
貴
子
と
の
恋
に
陶
酔
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
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作
中
人
物
の
認
識
と
も
言
え
な
い
し
、
語
り
手
の
認
識
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
認
識
が
多
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『弾
道
』

の
語
り
手
は
、
作
中
人
物
と
未
分
化
な
の
で
あ
る
。
独
立
し
た
作
中
人
物
に
な
っ
て
い
な
い
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
「薄
汚
れ
た
社
会
の
欺

購
と
猥
雑
に
溶
け
て
い
く
中
で
、
彼
等
の
脳
髄
の
一
隅
は
輝
い
て
い
た
。」
社
会
を

「薄
汚
れ
た
」
も
の
と
捉
え
、
そ
こ
に

「欺
臓
と
猥
雑
」
が

渦
巻
い
て
い
る
と
す
る
認
識
は
、
久
保
と
牧
村
の
認
識
な
の
か
、
語
り
手
の
認
識
な
の
か
、
曖
味
で
あ
る
。
久
保
と
牧
村
が
ィ
ン
ド
シ
ナ
半
島

へ
の
旅
の
約
束
を
忘
れ
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
文
脈
で
出
て
く
る
認
識
で
あ
る
か
ら
、
宮
本
の
意
識
で
は
、
久
保
と
牧
村
の
認
識
と
し
て

語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
描
か
れ
た
牧
村
に
は
、
社
会
を

「薄
汚
れ
た
」
も
の
と
捉
え
、
そ
こ
が

「欺
睛
と
猥
雑
」

に
満
ち
て
い
る
と
す
る
奥
行
き
が
な
い
の
で
あ
る
。
牧
村
は
、
昼
間
の
バ
ン
コ
ク
の
観
光
の
後
、
「そ
こ
で
タ
イ
娘
の
登
場
っ
て
の
は
ど
う
だ
い
」

と
、
久
保
に
提
案
し
た
り
、
初
対
面
の
貴
子
に
向
か
っ
て
、
「果
然
と
し
ま
す
よ
。
あ
な
た
き
れ
い
で
す
ね
」
と
言
っ
た
り
、
千
葉
に
連
れ
ら
れ

て

「ト
ル
コ
風
呂
」
に
行
っ
た
り
す
る
人
物
で
あ
る
。
陽
気
で
、
軽
薄
。
東
南
ア
ジ
ア
に
買
春
ツ
ア
ー
に
行
く
日
本
人
と
た
い
し
て
変
わ
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
千
葉
の
言
葉
を
受
け
て
の
、
「タ
イ
は
確
か
に
不
思
議
な
国
だ
。
…
…
」、
テ
ア
ン
の
言
葉
を
受
け
て
の
、
「た
し
か
に

テ
ア
ン
の
言
葉
ど
う
り
、
…
…
」
と
い
う
語
り
。
語
り
手
と
作
中
人
物
が
未
分
化
で
、
語
り
手
は
む
し
ろ
作
中
人
物
に
誘
導
さ
れ
た
語
り
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

「異
国
に
一
人
住
む
美
し
い
女
」、
「貴
子
は
甘
い
か
ぐ
わ
し
さ
を
発
散
さ
せ
な
が
ら
、
…
…
」、
「若
い
艶
や
か
な
貴
子
の
姿
体
」
…
‥
。
貴

子
の
美
し
さ
、
魅
力
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
貴
子
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
は
、
そ
の
美
し
さ
、
魅
力
が
匂
い
た
っ
て

こ
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
が
言
葉
と
し
て
空
回
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
貴
子
の
描
写

（貴
子
の
言
動
）
を
通
し
て
、
そ
の
美
し
さ

を
表
現
で
き
て
い
な
い
の
だ
。
描
写
さ
れ
た
貴
子
は
、
軽
く
、
自
己
中
心
的
な
、
男
好
き
な
女
性
に
過
ぎ
な
い
。
貴
子
は
、
出
会
う
や
否
や
牧

村
と
の
恋
に
お
ち
、
牧
村
が
死
ぬ
や
否
や
、
「久
保
の
頬
に
自
分
の
そ
れ
を
擦
寄
せ
」
て
、
久
保
に
頼
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
牧
村
の
貴
子
へ

の
傾
斜
に
し
て
も
、
そ
の
実
態
は
描
か
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
「眩
む
よ
う
な
思
い
で
手
に
し
た
の
に
」
と
、
言
葉
だ
け
が
踊
っ
て
い
る
の
で



あ

る
。『弾

道
』
が
未
熟
な
作
品
で
あ
る
こ
と
が
最
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
は
次
の
点
で
あ
ろ
う
。
作
品
世
界
が
作
品
世
界
の
法
則
で
統
御
さ
れ

て
い
な
い
の
だ
。
現
実
世
界
の
法
則
が
そ
の
ま
ま
作
品
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「久
保
は
～
考
え
て
い
た
。／
牧
村
は
～
察
し
た
。／

貴
子
は
～
詳
し
く
な
か
っ
た
。」、
「久
保
は
そ
う
思
っ
た
。／
自
分
を
と
り
巻
く
間
が
終
わ
る
。
英
雄
に
な
っ
て
ト
ア
ン
ケ
ツ
ト
に
帰
る
ん
だ
。

テ
ア
ン
の
黄
色
い
歯
が
唇
を
咬
ん
だ
。」
中
心
点
が
な
い
の
だ
。
全
て
の
作
中
人
物
を
主
体
に
し
た
心
内
描
写
が
並
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
複
数
の
人
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
主
体
と
な
っ
て
、
思
考
し
、
そ
れ
を
言
動
と
い
う
形
で
表
に
出
す
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
作
品
に
持
ち
込
め
ば
、
中
心
点
が
形
成
さ
れ
ず
、
読
者
は
ど
の
視
点
か
ら
作
品
を
読
め
ば
よ
い
の
か
迷
う
の
だ
。
読

者
の
視
点
が
定
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「し
か
し
こ
の
苛
酷
さ
が
、
久
保
を
十
歳
ま
で
生
か
し
続
け
た
。
医
者
の
目
に
は
、
そ
れ
す
ら
奇
蹟
に
映
っ

た
。
な
ん
と
い
う
偶
然
が
、
こ
の
少
年
を
生
か
し
続
け
た
こ
と
だ
ろ
う
と
医
者
は
思
っ
た
。」作
品
の
端
役
と
言
う
べ
き
、
久
保
の
治
療
に
当
た
っ

た
医
者
の
心
内
描
写
を
医
者
を
主
体
に
し
て
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
「～
映
っ
た
、
と
い
う
。
」、
「～
と
医
者
は
思
っ
た
、
と
い

う
こ
と
を
、
後
に
久
保
は
聞
い
た
。」
と
い
う
ふ
う
に
、
久
保
を
主
体
に
し
て
、
久
保
の
視
点
で
統
御
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
は
言
え
、
処
女
作

『弾
道
』
に
は
、
既
に
、
〈命
そ
の
も
の
〉
の
認
識
、
ひ
た
む
き
に
、
素
朴
に
生
き
る
民
衆
へ
の
信
頼
と
い
う
、
宮
本
文

学
を

〈
一
筋
に
貫
く
も
の
〉
が
定
着
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宮
本
輝
は
、
ま
さ
に
、
『弾
道
』
の
彼
方
へ
、　
一
直
線
に
突
き
進
ん
で
行
っ
た
の

だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

＊

そ
し
て
私
は
、
「愉
楽
の
園
」
を
書
き
終
え
て
、
歳
月
と
い
う
も
の
が
自
分
の
情
熱
の
あ
ら
わ
し
方
を
も
変
化
さ
せ八

五



る
こ
と
に
腹
を
立
て
て
い
ま
す
。

『弾
道
』
か
ら
十
数
年
経
っ
て
書
か
れ
た

『愉
楽
の
園
』。
十
数
年
の
執
筆
活
動
に
よ
っ
て
、
作
家
的
成
熟
を
遂
げ
た
宮
本
輝
の
眼
に
、
『弾

道
』
が
、
「荒
唐
無
稽
で
出
鱈
日
で
、
ひ
ど
い
文
章
で
、
い
ま
と
な
っ
て
は
も
う
誰
の
目
に
も
触
れ
ら
れ
た
く
な
い
代
物
」
「
愉
楽
の
園
』
の
「あ

と
が
き
」）
と
映
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
『愉
楽
の
園
』
執
筆
は
、
「ま
っ
た
く
の
未
成
品
で
あ
っ
た
真
の
処
女
作

翁
弾
道
し

を
甦
ら
せ

よ
う
」
（同
）
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
書
き
終
え
る
と
、
私
が
二
十
七
歳
の
と
き
に
書
い
た
も
の
と
は
ま
る
で
何
も
か
も
異
な
っ
た
作
品
が
出
来
あ
が
っ
て
い
ま

し
た
。
い
ま
ち
ょ
う
ど
作
家
と
し
て

〈迷
い
〉
の
渦
中
に
い
る
私
は
、
そ
れ
が
進
歩
で
あ
る
の
か
退
歩
で
あ
る
の
か
さ
え
判
断
に
苦
し
ん

で
い
ま
す
。

（同
）

「進
歩
」
の
裏
に
は

「退
歩
」
が
必
ず
あ
る
の
は
世
の
常
で
あ
ろ
う
。
喪
失
の
な
い
成
熟
と
い
う
も
の
は
先
ず
無
い
で
あ
ろ
う
。
『弾
道
』
が

「未
成
品
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
、
失
う
も
の
な
し
に
、
『愉
楽
の
園
』
が
熟
成
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

藤
倉
貴
子
↓
藤
倉
恵
子
、
ポ
ー
ン
↓
サ
ン
ス
ー
ン
、
テ
ア
ン
↓
チ
ラ
ナ
ン
の
移
行
は
見
易
い
。
野
口
謙
と
小
堀
秀
明
。
職
を
捨
て
て
、
世
界

放
浪
の
旅
に
出
た
野
口
と
、
新
聞
社
の
特
派
員
の
小
堀
、
二
人
は
親
友
で
あ
る
。
牧
村
明
↓
野
口
、
千
葉
国
雄
↓
小
堀
、
だ
と
す
れ
ば
、
『愉
楽

の
園
』
で
は
、
久
保
純
平
に
相
当
す
る
人
物
が
消
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
久
保
＋
牧
村
↓
野
口
、
と
取
れ
な
く
も
な
い
が
、
野
口

は
、
久
保
が
背
負
わ
さ
れ
て
い
る

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
と
無
縁
の
人
物
な
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
牧
村
↓
野
口
と
考
え
る
ほ

う
が
妥
当
で
あ
り
、
久
保
に
託
し
た
、
「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
を

「自
分
ら
し
い
勝
利
の
物
語
に
転
換
せ
し
め
る
」
と
い
う

『弾

道
』
の
テ
ー
マ
を
、
『愉
楽
の
園
』
で
は
捨
て
て
い
る
の
だ
。

『愉
楽
の
園
』
に
も
、
「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
を
背
負
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
物
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

八
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貧
し
い
村
に
生
ま
れ
、
「生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
下
半
身
に
奇
怪
な
痣
が
あ
っ
た
。
ま
る
で
魚
の
鱗
か
、
蛇
の
模
様
そ
っ
く
り
に
、
痣
は
賠
の
下

か
ら
足
首
に
か
け
て
び
っ
し
り
張
り
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
」
チ
ラ
ナ
ン
。
彼
は
、
「自
分
の
痣
に
苦
し
ん
で
、
女
を
抱
け
な
か
っ
た
」
の
だ
。
テ
ア

ン
を
変
形
し
た
人
物
で
あ
ろ
う
。
ポ
ー
ン
に
利
用
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
テ
ア
ン
、
サ
ン
ス
ー
ン
に
利
用
さ
れ
て
死
ぬ
チ
ラ
ナ
ン
。
そ
し
て
、
『弾
道
』

の
テ
ア
ン
と
名
前
だ
け
同

一
の
テ
ア
ン

（『弾
道
』
の
テ
ア
ン
は
、
貴
子
へ
の
恋
心
を
内
に
秘
め
て
苦
し
む
人
物
で
あ
り
、
『愉
楽
の
園
』
の
テ

ア
ン
も
、
恵
子
を

「夢
の
中
で
の
セ
ッ
ク
ス
の
相
手
」
と
す
る
人
物
で
あ
り
、
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
憧
れ
る
人
物
と
い
う
同

一
性
は
あ
る
に
は

あ
る
が
）。
テ
ア
ン
は
、
十
四
、
五
歳
に
し
か
見
え
な
い
が
、
実
は
二
十
三
歳
で
あ
り
、
「永
遠
に
お
と
な
の
肉
体
に
な
ら
な
い
」
病
気
を
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ア
ン
も

「生
ま
れ
な
が
ら
に
つ
い
て
い
る
差
」
を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
。
『弾
道
』
の
テ
ア
ン
か
ら
派
生
し
た
チ
ラ
ナ
ン

と
テ
ア
ン
は
、
こ
の
よ
う
に

〈宿
命
〉
に
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
が
、
彼
等
は
作
品
の
前
面
に
出
て
来
て
、
彼
等
の
苦
悩
を
自
ら
表
白
す
る
こ
と

は
な
い
。
宮
本
は
、
彼
等
が

〈宿
命
〉
に
打
ち
勝
っ
て
、
「自
分
ら
し
い
勝
利
の
物
語
に
転
換
」
さ
せ
る
物
語
を
前
景
化
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
宮
本
は
、
『愉
楽
の
園
』
で
は
、
何
を
前
景
化
さ
せ
て
い
る
の
か
。
最
も
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
人
間
の
持
つ
複
雑
さ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

貴
子
↓
恵
子
、
牧
村
↓
野
口
、
ポ
ー
ン
↓
サ
ン
ス
ー
ン
。
ポ
ー
ン
の
愛
人
で
あ
る
貴
子
と
恋
愛
関
係
が
生
じ
る
牧
村
。
サ
ン
ス
ー
ン
の
愛
人

で
あ
る
恵
子
と
恋
愛
め
い
た
関
係
が
生
じ
る
野
口
。
自
己
保
全
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
野
心
を
遂
げ
る
た
め
に
、
弱
者
（テ
ア
ン
、
チ
ラ
ナ
ン
）

を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
ポ
ー
ン
、
サ
ン
ス
ー
ン
。
こ
れ
ら
の
人
物
の
作
品
に
お
け
る
役
柄
、
関
係
図
式
は
同

一
で
あ
る
。
し
か
し
、
『弾
道
』

の
貴
子
、
牧
村
、
ポ
ー
ン
と
、
『愉
楽
の
園
』
の
恵
子
、
野
口
、
サ
ン
ス
ー
ン
と
で
は
、
人
間
と
し
て
の
奥
行
き
と
い
う
点
に
お
い
て
、
数
段
の

差
が
あ
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
葉
だ
け
の
美
し
さ
に
止
ま
っ
て
い
た
貴
子
。
貴
子
は
、
ポ
ー
ン
に
よ
っ
て
、
「驚
き
と
嫌
悪
と
恐
怖
に
震
え
な
が
ら
蹂
躙
さ
れ
」
な
が
ら
も
、

八
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次
第
に
、
「ポ
ー
ン
の
体
か
ら
身
を
避
け
よ
う
と
し
な
く
な
」
り
、
ポ
ー
ン
の
愛
撫
に
よ
っ
て
、
「吐
息
が
な
ま
め
い
た
も
の
」
に
変
わ
る
よ
う

に
は
な
る
が
、
ポ
ー
ン
に
恋
心
を
抱
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ポ
ー
ン
は
六
十
二
歳
で
あ
り
、
貴
子
自
ら
、
「私
は
、
お
金
持
の
お
じ
い
さ
ん

の
、
お
妾
さ
ん
」
と
言
う
通
り
、
ポ
ー
ン
の
囲
い
者
の
役
柄
を
越
え
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
牧
村
に
出
会
う
や
否
や
、
い
と
も
簡
単
に

恋
に
落
ち
、
彼
を
失
う
や
否
や
、
久
保
に
傾
斜
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
単
線
的
な
心
し
か
持
た
な
い
、
機
械
仕
掛
け
の
よ
う
に
恋
に
落
ち
る
だ

け
の
、
せ
い
ぜ
い
高
校
生
な
み
の
女
性
な
の
だ
。
そ
の
点
、
恵
子
は
年
相
応
な
、
成
熟
し
た
大
人
の
女
性
と
し
て
描
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
恵

子
は
サ
ン
ス
ー
ン
の
愛
人
で
は
あ
る
が
、
「五
年
前
、
妻
を
病
気
で
亡
く
し
て
以
来
ず
っ
と
独
身
の
ま
ま
」
の
四
十
五
歳
の
サ
ン
ス
ー
ン
の
「無

垢
な
愛
情
」
に
応
え
て
、
サ
ン
ス
ー
ン
を

「愛
し
か
け
て
い
る
」
と
言
え
る
心
情
に
な
り
、
タ
イ
語
を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
分
の
そ
の
心
を
も
っ

と
前
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ン
ス
ー
ン
に
も
た
れ
掛
か
る
こ
と
で
自
足
し
よ
う
と
す
る
心
を
野
口
に
か
き
乱
さ
れ
、

野
口
へ
も
愛
と
呼
べ
る
感
情
を
抱
く
よ
う
に
が
り
、
一
夜
の
関
係
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
サ
ン
ス
ー
ン
の
邪
な
野
心
を
知
る
と
、

サ
ン
ス
ー
ン
と
の
歳
月
は
終
わ
っ
た
の
だ
、
日
本
に
帰
っ
て
、
野
口
と
の
愛
に
生
き
よ
う
、
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
ン
ス
ー
ン
の
「自

分
を
求
め
る
心
の
強
さ
」
に
引
ぎ
寄
せ
ら
れ
て
、
サ
ン
ス
ー
ン
を
丸
ご
と
愛
し
、
支
え
て
あ
げ
よ
う
と
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
エ
カ

チ
ャ
イ
と
踊
り
、
彼
の
「女
以
上
に
女
」
で
あ
る
内
面
を
知
っ
て
、
サ
ン
ス
ー
ン
に
憎
し
み
を
抱
き
、
サ
ン
ス
ー
ン
と
決
別
す
る
決
意
を
固
め
、

再
び
野
口
に
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
。
「し
か
し
」
を
連
発
し
て
き
た
よ
う
に
、
恵
子
の
心
の
動
き
は
複
線
的
で
あ
り
、
彼
女
は
大
人
の
女
性

の
奥
行
き
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
貴
子
↓
恵
子
へ
の
成
長
は
、
宮
本
の
作
家
的
成
熟
が
招
来
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『愉
楽
の
園
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
恵
子
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
を
生
き
る
、
行
為
者
と
し
て
の
主
人
公
。
第

一
章
、
第
二
章
、
…
・‥
、
と
い
う
奇
数

章
に
お
い
て
、
恵
子
を
視
点
人
物
に
し
、
そ
の
章
で
は
、
恵
子
以
外
の
人
物
の
心
内
描
写
は
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
奇
数
章
に
お
け
る
恵
子

の
心
内
描
写
に
よ
っ
て
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
複
線
的
に
揺
れ
動
く
恋
愛
心
理
を
テ
ー
マ
と
し
て
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
サ
ン
ス
ー
ン
を
見
て
み
よ
う
。
『弾
道
』
の
ポ
ー
ン
は
、
平
然
と
、
「日
本
に
帰
る
と
言
っ
て
泣
き
叫
ぶ
貴
子
を
、
静
ま
り
か
え
っ
た
南



国
の
湿
気
の
中
で
踏
み
に
じ

っ
た
」
男
で
は
あ
る
が
、
さ
り
と
て
、
微
塵
も
人
間
味
を
持
た
な
い
冷
酷
な
だ
け
の
男
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は

な
い
。

彼
は
初
め
て

一
人
の
女
を
い
と
お
し
い
と
思

っ
た
。
そ
れ
は
よ
こ
し
ま
で
は
あ

つ
た
が
、
ま
さ
し
く
愛
と
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
に
違

い
な
か
っ
た
。

自
分
の
胸
に
心
か
ら
す
り
寄

っ
て
く
る
こ
と
の
な
い
美
し
い
玩
具
を
、
は
か
ら
ず
も
愛
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
て
れ
。

し
か
し
、
ポ
ー
ン
は
、
や
は
り
、
嫌
悪
感
し
か
催
さ
せ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
悪
玉
で
し
か
な
い
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
の
だ
。
「老
人
の
指
の
小

細
工
」
で
貴
子
を

「
の
け
ぞ
ら
」
せ
る
醜
い
男
で
あ
り
、
自
己
保
全
の
た
め
に
テ
ア
ン
を
利
用
し
、
虫
け
ら
の
よ
う
に
テ
ア
ン
を
殺
す
非
道
な

男
で
あ
る
。　
一
方
、
サ
ン
ス
ー
ン
は
、
恋
愛
め
い
た
雰
囲
気
の
中
で
、
恵
子
を
豪
邸
に
囲
い
込
み
、
恵
子
に

「無
垢
な
愛
情
」
を
寄
せ
、
正
式

な
結
婚
を
熱
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
愛
人
と
し
て
、
豪
邸
に
囲
っ
て
お
き
な
が
ら
、
「無
垢
な
愛
情
」
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
サ
ン
ス
ー
ン

の
嫌
ら
し
い
偽
善
家
た
る
所
以
で
あ
る
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
の
だ
。
彼
は
恵
子
の
前
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、
「無
垢
な
人
間
」

の
つ
も
り
で
あ
り

（恵
子
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
思

っ
て
い
る
の
だ
が
）、
彼
の
私
生
活
の
中
心
願
望
は

「恵
子
に
愛
さ
れ
た
く
て
た
ま
ら
な
い
」

こ
と
な
の
で
あ
る
。

「恋
と
い
う
や
つ
は
、
じ
つ
に
人
間
を
不
様
に
さ
せ
る
。
徹
底
的
に
、
情
な
い
ほ
ど
、
不
様
に
さ
せ
る
。
私
は
、
こ
の
三
年
間
、
恵
子

に
恋
を
し
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
恵
子
は
、
い
つ
、
私
の
手
元
か
ら
逃
げ
だ
す
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
私
は
、
恵
子
の
私
に
対
す
る
感
情

を
解
読
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
…
。こ

サ
ン
ス
ー
ン
は
、
「王
室
の
血
を
引
く
人
間
で
、
第
十
何
番
目
か
の
王
位
継
承
権
を
持
ち
、
内
務
省
の
高
官
」
で
あ
り
な
が
ら
、　
一
人
の
女
性

の
心
を
掴
む
た
め
に
、
人
間
的
な
弱
さ
を
露
呈
し
、
人
間
喜
劇
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「無
垢
な
人
間
」
の
裏
で

八
九



九
〇

は
、
外
務
大
臣
の
椅
子
を
手
に
す
る
た
め
に
、
「そ
の
痣
に
苦
し
ん
で
愛
し
い
恋
人
か
ら
身
を
引
い
た
青
年
が
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
書
い
た

小
説
…
…
。
そ
れ
を
奪
い
取
り
、
自
分
の
作
品
と
し
て
発
表
し
よ
う
」
と
目
論
む
の
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ー
ン
は
、
「育
ち
の
い
い
、
小
心
な
野
心

家
」
で
あ
り
、
「倫
理
を
捨
て
ら
れ
な
い
悪
人
で
、
平
気
で
悪
徳
を
行
え
る
善
人
」
な
の
だ
。
単
な
る
悪
玉
で
あ
っ
た
ポ
ー
ン
に
多
面
性
を
与
え

た
、
奥
行
き
の
あ
る
人
物
に
な
り
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

サ
ン
ス
ー
ン
の
企
み
、
大
臣
の
椅
子
を
手
に
す
る
た
め
に
、
チ
ラ
ナ
ン
の
小
説
を
奪
い
取
り
、
自
分
の
作
品
と
し
て
発
表
し
よ
う
と
す
る
企

み
。
『愉
楽
の
園
』
に
底
流
す
る
中
心
的
事
件
で
あ
る
。
こ
の
企
み
に
、
作
中
人
物
の
多
く
が
関
わ
り
、
事
件
は
奥
行
き
の
あ
る
複
雑
な
様
相
を

呈
す
る
の
で
あ
る
。
宮
本
輝
は
、
先
走
り
せ
ず
、
次
々
に
謎
を
仕
掛
け
、　
一
種
の
推
理
小
説
の
よ
う
な
筆
使
い
で
、
サ
ン
ス
ー
ン
の
こ
の
企
み

を
描
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
「弾
道
』
の
事
件
が
、
ま
さ
に
題
名
通
り
、　
一
直
線
に
進
行
す
る
の
と
は
大
き
く
違
う
の
で
あ
る
。

『愉
楽
の
園
』
に
お
い
て
、
宮
本
は
、
作
家
的
成
熟
に
裏
打
ち
さ
れ
た
確
か
な
筆
使
い
で
、
人
間
ら
し
い
人
間
、
人
間
の
持
つ
奥
行
き
、
複

雑
さ

（そ
の
中
心
は
、
恵
子
の
複
雑
に
揺
れ
動
く
恋
愛
心
理
で
あ
る
が
）
を
長
大
な
ロ
マ
ン
と
し
て
描
く
情
熱
を
見
せ
て
い
る
。
作
家
的
成
熟

に
裏
打
ち
さ
れ
た
情
熱
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「進
歩
で
あ
る
の
か
退
歩
で
あ
る
の
か
」。
複
雑
さ
の
た
め
の
複
雑
さ
。
技
巧
に
走
り
、
テ
ク
ニ
ッ

ク
に
よ
っ
て
、
入
り
組
ん
だ
ス
ト
ー
リ
ー
を
仕
組
も
う
と
す
る
悪
達
者
な
筆
使
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
第
六
章
、
第
七
章
の
、
急
テ
ン
ポ

で
変
転
す
る
恵
子
の
心
理
は
、
や
や
不
自
然
で
あ
り
、
無
く
も
が
な
の
複
雑
さ
だ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
推
理
小
説
仕
立
て
の
作
品
に
し
た
た

め
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
対
す
る
興
味
が
読
者
の
主
た
る
関
心
の
的
と
な
る
通
俗
小
説
に
堕
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
『弾
道
』

に
見
ら
れ
た
、
こ
の
こ
と
だ
け
は
訴
え
た
い
、
と
い
う
熱
い
思
い
、
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
語
る
ひ
た
む
き
さ
は
、
『愉
楽
の
園
』
で
は
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
宮
本
が
、
コ
愉
楽
の
園
』
を
書
き
終
え
て
、
歳
月
と
い
う
も
の
が
自
分
の
情
熱
の
あ
ら
わ
し
方
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
腹
を

立
て
て
い
ま
す
。」
と
言
う
の
は
頷
け
る
の
で
あ
る
。

久
保
の
心
内
描
写
を
借
り
て
、
主
題
を
前
の
め
り
に
言
う
と
い
う
方
法
に
代
え
て
、
宮
本
の
分
身
と
言
う
べ
き
野
口
を
通
し
て
、
お
の
れ
の



世
界
観
、
人
間
観
を
小
出
し
に
し
な
が
ら
さ
り
げ
な
く
定
着
さ
せ
る
手
法
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
野
口
は
恵
子
と
並
ぶ
主
人
公
な
の
だ
。

恵
子
が
言
わ
ば
行
為
者
と
し
て
の
主
人
公
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
野
口
は
言
わ
ば
認
識
者
と
し
て
の
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
野
口
は
、
恵
子
の

変
化
の
た
め
の
触
媒
の
役
割
、
恵
子
を
取
り
巻
く
謎
を
解
く
探
偵
的
人
物
で
あ
り
、
通
り
す
が
り
の
傍
観
者
の
立
場
を
大
き
く
出
る
こ
と
は
な

い
。宮

本
は
、
お
の
れ
の
世
界
観
、
人
間
観
を
提
出
す
る
た
め
に
、
第
二
章
、
第
四
章
、
…
…
と
い
う
偶
数
章
の
主
人
公
の
座
に
野
口
を
据
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
章
で
は
、
野
口
以
外
の
人
物
の
心
内
描
写
を

一
切
し
な
い
で
、
野
口
を

一
貫
し
た
視
点
人
物
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
奇
数
章
に
お
け
る
恵
子
、
偶
数
章
に
お
け
る
野
口
、
二
人
の
主
人
公
を
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
た
視
点
人
物
に
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『弾

道
』
の
、
作
中
人
物
が
横
並
び
で
視
点
が
定
ま
ら
な
い
、
現
実
世
界
の
法
則
が
そ
の
ま
ま
作
品
に
持
ち
込
ま
れ
た
よ
う
な
作
風
を
修
正
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

牧
村
↓
野
口
へ
の
成
長
は
、　
一
見
す
る
と
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
獲
得
の
よ
う
に
見
え
る
。

彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
境
遇
に
お
け
る
無
惨
な
敗
者
た
ち
を
、
旅
人
の
高
み
の
見
物
に
よ
っ
て
観
察
す
る
こ
と
で
、
生
き
物
の
世
界
に
お
け

る
秩
序
と
か
ら
く
り
を
知
っ
た
と
い
う
負
い
目
を
持
つ
に
至
っ
た
。

何
が
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
、
俺
の
旅
だ
っ
た
。
俺
の
旅
は
、
つ
ま
り
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
た
め
の
、
徒

労
と
浪
費
だ
っ
た
っ
て
わ
け
さ
。

ニ
ヒ
ル
な
傍
観
者
の
よ
う
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
野
口
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
虚
無
感
の
海
に
溺
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
彼

が
ニ
ヒ
リ
ス
ト
に
見
え
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
彼
が
宗
教
や
観
念
を
信
じ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
言
わ
ば
、
彼
の

ス
タ
ー
ト
地
点
に
過
ぎ
な
い
。
牧
村
の
よ
う
な
、
明
る
い
だ
け
の
人
間
に
真
の
羽
撃
き
は
な
い
の
だ
。
野
口
は
ど
こ
へ
羽
撃
こ
う
と
し
て
い
る

九
一



九
二

の
か
。

「…
…
二
種
類
の
人
間
が
い
る
。
そ
の
海
の
中
で
傷
だ
ら
け
に
な
っ
て
闘
う
や
つ
と
、
悪
魔
に
と
っ
て
は
敵
に
す
る
必
要
の
な
い
人
間

だ
。
な
ぜ
っ
て
、
そ
い
つ
ら
は
幸
福
に
は
な
ら
な
い
人
間
だ
か
ら
さ
。
虚
無
の
海
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
味
わ
い
の
違
う
虚
無
を
謳
歌
し
て
、

訳
知
り
顔
で
生
き
て
る
。
そ
ん
な
連
中
は
、
悪
魔
に
と
っ
て
は
可
愛
い
我
が
子
み
た
い
な
も
ん
だ
。
な
に
も
わ
ざ
わ
ざ
生
死
の
海
で
決
着

を
つ
け
る
ま
で
も
な
い
。
適
当
に
生
き
て
、
適
当
に
死
ん
じ
ま
う
」

「…
…
そ
れ
は
、
運
し
い
や
つ
と
、
そ
う
で
な
い
や
つ
と
の
違
い
だ
よ
。
そ
の
違
い
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
生
き
よ
う
と
す
る
意
欲
の

差
だ
。
虫
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
し
て
る
や
つ
も
い
る
し
、
人
間
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
や
つ
も
い
る
。
頭
も
い
い
し
金
も
あ
る

の
に
、
虫
の
よ
う
に
生
き
て
る
や
つ
が
た
く
さ
ん
い
る
。
遅
し
く
生
き
た
や
つ
っ
て
の
は
、
そ
い
つ
が
自
覚
す
る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、

人
間
と
し
て
、
人
間
の
よ
う
に
生
き
よ
う
と
頑
張
っ
た
連
中
さ
。
そ
ん
な
連
中
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
滑
稽
な
失
敗
を
す
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、

一
面
的
に
見
れ
ば
、
虫
の
よ
う
に
生
き
て
る
や
つ
の
ほ
う
が
遅
し
そ
う
に
思
え
る
。
だ
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
」

「人
間
」
と
し
て
、
「人
間
」
ら
し
く
生
き
る
こ
と
、
虚
無
に
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
幸
福
に
な
ろ
う
と
し
て
、
運
し
く
生
き
る
こ
と
。
人
間

が
な
す
べ
き
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
、
そ
れ
だ
け
が
尊
い
、
と
野
口
は
言
っ
て
い
る
の
だ
。
人
間
を
真
の
幸
福
に
導
か
な
い
、
「あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

邪
な
、
偽
善
の
宗
教
や
思
想
や
、
哲
学
の
名
を
冠
し
た
泡
沫
の
よ
う
な
屁
理
屈
」
に
、
野
口
の
憎
し
み
は
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
観
念
に
溺

れ
る
こ
と
な
く
、
ひ
た
む
き
に
生
き
る
こ
と
を
尊
い
と
す
る
主
張
は
、
既
に
見
て
お
い
た
よ
う
に
、
『弾
道
』
の
テ
ー
マ
で
も
あ
り
、
宮
本
文
学

を

〈
一
筋
に
貫
く
も
の
〉
で
あ
る
。

野
口
の
こ
の
認
識
は
、
観
念
と
無
縁
に
、
ひ
た
む
き
に
生
き
る
民
衆

へ
の
賛
歌
と
し
て
表
出
さ
れ
、
作
品
の
流
れ
の
中
で
は
、
恵
子
を
真
の

生
に
導
く
契
機
と
し
て
作
動
す
る
の
で
あ
る
。



樹
林
の
遠
い
彼
方
に
、
生
命
力
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
商
い
に
は
げ
む
人
々
が
い
て
、
シ
ャ
ム
湾
へ
と
注
ぐ
長
い
河
が

一
直
線
に
延
々
と
伸

び
て
い
る
…
…

運
河
に
ひ
し
め
く
物
売
り
の
女
た
ち
の
群
れ
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
生
命
力
の
増
渦
で
あ
っ
た
。
貧
困
、
刻
苦
、
勤
労
、
運

命
、
虚
偽
、
闘
争
、
肉
欲
、
物
欲
、
慈
悲
、
嫉
妬
…
…
。
そ
れ
ら
が
す
べ
て
笑
顔
に
包
含
さ
れ
て
、
ぶ
つ
か
り
、
譲
り
合
い
、
融
合
し
て

い
た
。

民
衆
の
生
き
よ
う
と
す
る
力
が
、
運
河

（川
）
を
磁
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
宮
本
の
川
の
モ
チ
ー
フ
が
前
景
化
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
運
河
は
、
こ
の
作
品
の
主
要
な
場
で
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
・
恵
子
が
人
生
の
分
岐
点
に
立
ち
、
前
向
き
の
決
意
を
す
る
の
も
、
運
河

や
河
の
畔
な
の
で
あ
る
。
「少
々
の
不
運
に
こ
だ
わ
っ
て
た
ら
生
き
ち
ゃ
い
け
な
い
、
そ
う
言
っ
て
る
み
た
い
」
な
、
運
河
で
働
く
女
性
た
ち
へ

の
賛
歌
。そ

こ
で
彼
は
、
悪
や
不
幸
に
立
ち
向
か
う
明
確
な
武
器
を
所
有
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
他
人
の
幸
福
に
手
を
貸
す
以
外
あ
る
ま
い
と
考
え

る
よ
え
に
な
っ
た
の
だ
が
、
…
…

野
口
の
こ
の
決
意
に
は
、
「文
学
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
」
は
、
「人
間
に
と
っ
て
、
し
あ
わ
せ
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
」
と
す

る
宮
本
の
願
い
が
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
と
し
て
の
主
人
公
で
あ
る
恵
子
に
、
こ
の
よ
う
な
願
い
を
秘
め
て
接
近
す
る
の
が
、
認

識
者
と
し
て
の
主
人
公
と
言
え
る
野
口
な
の
で
あ
る
。
恵
子
は
、
「サ
ン
ス
ー
ン
が
こ
の
自
分
に
飽
き
る
ま
で
、
運
河
の
ほ
と
り
の
邸
宅
で
、
陽

に
あ
ぶ
ら
れ
て
し
お
れ
か
け
た
草
の
よ
う
に
生
き
つ
づ
け
れ
ば
い
い
」
と
考
え
る

「怠
惰
な
娼
婦
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
言
わ
ば
、
虚
無
と
諦
め

の
中
に
埋
没
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
野
口
の
あ
の
主
張
が
、
恵
子
を
虚
無
と
諦
め
の
中
か
ら
救
い
出
し
、
恵
子
は
、
「あ
あ
、
誰
か
を
火
の
よ
う

に
愛
し
、
火
の
よ
う
に
愛
さ
れ
た
い
」
と
、
激
し
い
生
を
願
う
の
で
あ
る
。
恵
子
は
、
サ
ン
ス
ー
ン
と
野
回
の
間
で
、
激
し
く
揺
れ
動
く
こ
と
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に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は

「怠
惰
な
娼
婦
」
た
る
自
分
か
ら
の
決
別
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
恵
子
の
幸
福
を
願
い
、
恵
子
の
幸
福
に
手
を
貸

そ
う
と
す
る
野
回
の
恵
子
へ
の
疑
念
、
「恵
子
は
、
そ
ん
な
男
（お
の
れ
の
野
心
を
か
な
え
る
た
め
に
、
チ
ラ
ナ
ン
の
小
説
を
横
取
り
し
た
サ
ン

ス
ー
ン
）
と
結
婚
す
る
つ
も
り
な
の
か
」
と
い
う
疑
念
に
、
恵
子
は
、
作
品
の
末
尾
で
、
決
然
と
答
え
を
出
す
の
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ー
ン
と
別

れ
て
、
日
本
に
帰
り
、
野
口
と
の
愛
に
生
き
よ
う
、
と
。
運
河
で
運
し
く
生
き
る
人
々
の
あ
の
生
命
力
を
内
に
秘
め
て
。


