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村
上
春
樹
に
み
る
近
代
日
本
の
ク
ロ
ニ
ク
ル 

 
 

藤
井 

聡 

 
 

 
 

筆
者
が
村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
始
め
て
触
れ
た
の
は
、
昭
和
の
時
代
が
ま
さ
に
終
わ
ら
ん
と
す

る
頃
で
あ
っ
た
か
と
思
う
。
そ
の
頃
、
村
上
春
樹
氏
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
大
ヒ
ッ
ト
に
よ

り
流
行
作
家
の
一
人
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
大
学
生
で
あ
っ
た
筆
者
に

は
、
流
行
も
の
に
は
そ
れ
が
流
行
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
ど
こ
と
な
く
不
信
感
を
抱

き
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
あ
え
て
触
れ
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
何
か
の
き
っ
か
け
で
、
お
そ
ら
く
は
知
人
か
ら
是
非
一
度
と
薦
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、

軽
い
気
持
ち
で
は
じ
め
て
手
に
取
っ
た
村
上
春
樹
氏
の
小
説
が
「
羊
を
巡
る
冒
険
」
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
以
後
、
村
上
春
樹
氏
の
様
々
な
小
説
を
何
度
も
繰
り
返
し
読
ん
だ
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、

ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
は
、
ど
の
小
説
に
つ
い
て
も
よ
く
覚
え
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
も
う

一
度
読
み
返
せ
ば
思
い
出
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
て
、
何
日
か
す
れ
ば
す
ぐ

に
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

し
か
し
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
の
中
に
自
ら
が
入
り
込
ん
だ
時
の
「
気
分
」
だ
け
は
、
手
に
取

る
よ
う
に
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
少
し
正
確
に
言
う
な
ら
、
そ
の
気
分
は
、
思
い
出
す
、

と
い
う
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
触
れ
た
と
き

に
形
作
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
、
我
が
身
の
内
に
潜
み
続
け
て
い
る
、
あ
る
種
の
輪
郭
を
も
っ
た

も
の
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
無
論
そ
れ
は
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
の
中
に

そ
の
気
分
に
対
応
す
る
「
実
態
」
が
あ
り
、
我
が
身
の
中
に
異
物
と
し
て
注
入
さ
れ
た
、
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
我
が
身
の
内
に
朧
気
な
が
ら
に
も
存
在
し
て
い
た
あ
る
種
の
気
分
が
、

村
上
春
樹
氏
の
小
説
と
い
う
触
媒
を
通
じ
て
、
明
確
化
し
、
自
身
で
も
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る

程
に
、
輪
郭
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と
い
っ
た
方
が
い
い
よ
う
に
思
う
。 

 

無
論
、
こ
の
様
に
述
べ
た
だ
け
で
は
、
そ
の
「
気
分
」
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て

何
か
を
語
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
百
万
語
を
費
や
し
て
も
、
そ
の
「
気
分
」
が
何

な
の
か
を
十
全
に
、
正
確
に
、
語
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
を
踏
ま
え
た
上
で
も
な
お
、
筆
者
に
は
、
次
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

「
気
分
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
と
い
う
時
代
の
行
く
末
、
さ

ら
に
い
う
な
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
い
に
軍
事
的
に
敗
れ
、
そ
し
て
そ
の
後
、
戦
後
と
い
う
時
代

全
体
を
通
じ
て
精
神
的
に
も
完
全
な
る
敗
北
を
迎
え
つ
つ
あ
る
現
代
の
日
本
の
行
く
末
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
、
幾
ば
く
か
の
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
筆
者
の
予
期
が
的
を
射
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
思
い
過
ご
し
に
過
ぎ
ぬ

も
の
な
の
か
は
筆
者
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
万
が
一
に
で
も
そ
の
予
期
に
一
定
の
妥
当
性

が
あ
る
の
な
ら
、
無
理
を
承
知
で
そ
の
気
分
を
表
現
し
て
み
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
、

そ
の
気
分
を
感
じ
得
た
者
と
し
て
の
一
つ
の
務
め
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。 
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日
常
の
裂
け
目 

 
 

 

村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
登
場
す
る
主
人
公
は
、
多
く
の
場
合
、
誰
し
も
が
「
平
凡
」
と
呼
ぶ
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
平
均
的
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
庭
に
育
っ
た
一
青
年
で
あ
る
。

そ
の
青
年
は
、
時
に
は
大
学
生
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
仕
事
を
は
じ
め
て
ま
も
な
い
社
会
人
で
あ

っ
た
り
す
る
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
そ
う
し
た
社
会
的
な
役
割
は
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
の
中
で
実

質
的
な
意
味
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
。 

 

村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
お
い
て
は
、
主
人
公
は
「
僕
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
氏
の
多

く
の
小
説
で
は
、
そ
の
「
僕
」
が
普
通
の
日
常
の
生
活
か
ら
少
し
ず
つ
逸
脱
し
、
非
日
常
的
な
時

間
と
空
間
の
中
へ
と
迷
い
込
ん
で
い
く
。
非
日
常
的
な
空
間
で
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
非
日
常
的

な
こ
と
が
起
こ
る
。
井
戸
の
中
に
入
る
と
外
国
の
過
去
の
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ホ
テ
ル
の

エ
レ
ベ
ー
タ
を
降
り
る
と
、
そ
こ
は
異
世
界
に
繋
が
っ
て
い
る
。
道
路
の
上
に
空
か
ら
「
魚
」
が

降
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
様
々
な
人
物
に
「
羊
」
が
憑
依
す
る
。 

 

「
僕
」
が
そ
う
し
た
非
日
常
的
な
世
界
へ
と
迷
い
込
ん
で
行
く
の
は
、
決
し
て
、
「
僕
」
が
そ

れ
を
望
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
僕
」
は
そ
う
し
た
非
日
常
的
な
世
界
で
起
こ
る
様
々
な

厄
介
な
出
来
事
に
当
惑
し
て
い
る
。
「
僕
」
は
で
き
る
こ
と
な
ら
日
常
的
な
世
界
の
中
で
少
し
ず

つ
身
の
回
り
に
集
め
て
き
た
自
ら
が
好
む
食
事
や
お
酒
、
そ
し
て
自
ら
が
好
む
友
人
達
や
配
偶
者

と
共
に
時
間
を
過
ご
し
た
い
、
と
い
う
さ
さ
や
か
な
願
い
を
抱
い
て
い
る
。
し
か
し
あ
る
時
、
彼

の
暮
ら
し
が
部
分
的
に
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
「
僕
」
が
好
き
で
あ
っ
た
女
性
や
友
人

が
「
僕
」
の
前
か
ら
去
り
、
彼
が
好
む
日
常
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。 

 

「
僕
」
は
日
常
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
当
惑
し
つ
つ
も
、
そ
の
事
実
を
引
き
受
け
よ

う
と
努
力
す
る
。
そ
の
努
力
を
重
ね
な
が
ら
、
彼
は
自
分
自
身
の
日
常
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た

の
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
と
感
じ
続
け
る
。
そ
う
し
た
事
態
が
招
か
れ
た
の
は
、
何
か
奥
深
い
、

本
質
的
な
原
因
故
に
違
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
原
因
は
、
ど
こ
か
の
誰
か
の
、

不
吉
で
、
邪
悪
な
、
悪
意
の
固
ま
り
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
、
朧
気
な
が
ら
に
も
直

感
し
て
い
る
。 

 

村
上
春
樹
氏
の
様
々
な
小
説
に
お
い
て
、
主
人
公
た
る
「
僕
」
が
日
常
的
な
生
活
か
ら
非
日
常

的
な
世
界
へ
と
迷
い
込
ん
で
行
く
の
は
、
こ
の
直
感
が
「
僕
」
の
中
に
拭
い
が
た
く
存
在
し
て
い

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

 

日
常
に
裂
け
目
が
で
き
、
そ
の
裂
け
目
か
ら
、
な
に
が
し
か
邪
悪
な
る
雰
囲
気
を
携
え
た
本
質

的
原
因
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
た
時
、
我
々
が
と
り
う
る
行
動
は
次
の
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
存
在
か
ら
目
を
背
け
ず
に
対
峙
す
る
か
で
あ

る
。 

 

も
し
も
、
日
常
を
損
な
っ
た
本
質
的
な
原
因
を
覆
い
隠
し
続
け
る
の
な
ら
、
そ
れ
ま
で
の
日
常

を
表
面
的
に
営
み
続
け
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
妻
が
目
の
前
か
ら
消
え
失
せ
た
と
し

て
も
、
新
し
い
妻
を
捜
せ
ば
よ
い
。
友
人
が
消
え
去
っ
た
と
し
て
も
、
新
し
い
友
人
を
捜
せ
ば
よ

い
。
新
し
い
妻
や
友
人
が
見
つ
か
ら
な
い
の
な
ら
、
自
身
が
好
き
な
音
楽
や
趣
味
に
時
間
を
使
え
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ば
よ
い
。
そ
う
や
っ
て
、
お
も
し
ろ
お
か
し
く
人
生
を
生
き
て
い
く
こ
と
は
、
決
し
て
不
可
能
で

は
な
い
。 

 
し
か
し
、
日
常
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
本
質
的
な
原
因
と
正
面
か
ら
対
峙
ず
る
こ
と
を
選
択

す
る
の
な
ら
、
必
ず
し
も
、
そ
れ
ま
で
と
同
じ
暮
ら
し
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
妻
が
目
の
前
か
ら
消
え
失
せ
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
、
も
し
も
そ
の
理

由
が
、
自
身
の
内
側
に
あ
る
の
な
ら
、
反
省
と
努
力
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
が
、
日

常
の
背
後
に
潜
む
、
ど
こ
か
の
誰
か
の
邪
悪
な
る
悪
意
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
が
「
悪
意
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
と
戦
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
「
僕
」

を
日
常
的
な
暮
ら
し
か
ら
逸
脱
さ
せ
て
し
ま
う
原
因
な
の
で
あ
る
。 

 

日
常
の
振
る
舞
い 

  

村
上
春
樹
氏
の
小
説
の
主
人
公
た
る
「
僕
」
が
、
邪
悪
な
る
も
の
と
対
峙
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

「
僕
」
自
身
が
、
あ
る
種
の
社
会
正
義
を
振
り
か
ざ
し
、
何
ら
か
の
社
会
運
動
を
展
開
す
る
よ
う

な
個
性
を
持
つ
か
ら
で
は
な
い
。
「
僕
」
は
、
決
し
て
そ
う
し
た
啓
蒙
的
、
革
命
的
な
思
想
を
持

ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
美
味
し
い
食
事
を
と
り
、
美
味
い
お
酒
を
飲
み
、
好
み
の
音
楽
を
聴
き
、

彼
の
愛
す
る
妻
や
友
人
達
と
時
間
を
過
ご
す
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
一
つ
一
つ
を
身
の
回
り
の

手
の
届
く
環
境
の
中
か
ら
厳
選
し
て
日
常
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
日
常
の
維
持
の
た
め
に
は
努

力
が
必
要
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
努
力
を
決
し
て
怠
ら
な
い
。
た
だ
し
、
彼
は
、
利
己
的
に
自
ら

の
利
益
の
み
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
個
人
と
も
ま
た
異
な
っ
て
い
る
。
日
常
の
な
か
で
彼
に
割
り

振
ら
れ
る
役
割
に
対
し
て
、
彼
は
敏
感
に
反
応
す
る
。
そ
し
て
、
割
り
振
ら
れ
た
役
割
の
中
で
、

で
き
る
だ
け
「
公
正
」
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
努
力
す
る
。 

 

こ
う
し
た
傾
向
を
持
つ
「
僕
」
は
、
自
身
の
身
の
丈
を
で
き
る
だ
け
理
解
す
る
よ
う
に
努
力
し
、

そ
の
範
囲
の
中
で
公
的
な
活
動
を
な
し
、
そ
し
て
そ
の
余
暇
の
中
で
つ
つ
ま
し
や
か
に
日
常
を
楽

し
む
い
わ
ゆ
る
「
庶
民
」
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
存
在
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。 

 

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
庶
民
は
努
力
な
く
し
て
庶
民
た
り
得
な
い
、
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
Ｊ 

．
Ｓ
．
ミ
ル
が
「
自
由
論
」
の
中
で
繰
り
返
し
主
張
し
て

い
る
よ
う
に
、
秩
序
あ
る
も
の
は
時
間
の
経
過
と
共
に
ほ
こ
ろ
び
、
「
悪
い
方
向
」
へ
と
流
さ
れ

て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
切
の
努
力
無
く
し
て
、
日
常
を
か
つ
て
の
「
ま

ま
に
」
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ん
や
、
そ
れ
を
「
改
善
し
て
い
く
こ
と
」
な
ど
、
努

力
無
く
し
て
あ
り
え
な
い
。 

 

主
人
公
た
る
「
僕
」
が
、
日
常
の
「
ほ
こ
ろ
び
」
に
は
ま
り
こ
み
、
そ
こ
か
ら
非
日
常
的
な
世

界
へ
と
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
彼
自
身
が
、
日
常
の
ほ
こ
ろ
び
を
捨
て
置
か
な
い
精
神
的
傾

向
を
持
つ
「
庶
民
」
で
あ
る
が
故
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
日
常
の
ほ
こ
ろ
び
の
割
れ
目
か
ら

何
が
し
か
邪
悪
な
る
も
の
が
垣
間
見
え
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
も
の
に
対
し
て
「
公
正
」
に
振

る
舞
お
う
と
す
る
「
庶
民
」
で
あ
る
が
故
な
の
で
あ
る
。
邪
悪
な
る
も
の
の
存
在
に
う
す
う
す
気

が
つ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
無
き
も
の
の
様
に
振
る
舞
う
こ
と
が
「

公
お
お
や
け

に
正
し
い
」
振
る
舞
い
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と
は
、
到
底
言
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 
日
常
へ
の
帰
還 

  

こ
う
し
た
契
機
に
よ
っ
て
、
「
僕
」
は
、
日
常
の
背
後
に
潜
む
、
大
半
の
人
々
が
気
づ
き
も
し

な
い
潜
在
的
な
、
「
邪
悪
な
る
も
の
」
と
の
「
戦
い
」
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。 

 

し
か
し
、
例
え
ば
、
「
羊
を
巡
る
冒
険
」
を
は
じ
め
と
す
る
、
村
上
春
樹
氏
の
い
く
つ
か
の
初

期
の
小
説
で
は
、
彼
は
、
邪
悪
な
る
も
の
と
向
き
合
い
、
様
々
な
「
冒
険
」
を
繰
り
広
げ
は
す
る

の
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
戦
い
」
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
僕
」

は
、
邪
悪
な
る
も
の
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
に
は
、
そ

の
邪
悪
な
る
も
の
に
対
し
て
為
す
術
が
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
た
だ
、
「
見
る
」
以
外
に
何
も

出
来
な
い
。
結
局
、
彼
の
大
切
な
も
の
を
助
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
全
て
の
努
力

が
無
駄
に
終
わ
り
、
努
力
す
ら
出
来
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
「
僕
」
は
再
び
、
日
常
に
舞
い
戻
っ

て
く
る
。 

 

そ
の
時
、
「
僕
」
は
、
そ
の
邪
悪
な
る
も
の
に
対
し
て
為
す
術
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
を
、
そ

し
て
、
彼
が
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
は
二
度
と
戻
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
深
く
理
解
す
る
。

そ
の
時
、
大
い
な
る
哀
し
み
が
「
僕
」
に
去
来
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
哀
し
み
と
と
も
に
、
小
説

は
終
わ
る
。 

 

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「
僕
」
に
去
来
し
た
哀
し
み
は
「
僕
」
を
追
体
験
し
て
き
た
読
者
ひ

と
り
一
人
に
も
去
来
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
小
説
を
閉
じ
た
後
も
な
お
、
読
者
に
残
り
続
け
る
。

そ
れ
は
、
暖
か
み
や
有
機
的
な
感
じ
を
伴
う
よ
う
な
種
類
の
哀
し
み
で
は
な
い
。
強
い
て
言
う
な

ら
、
無
機
的
で
冷
え
切
っ
た
、
何
も
か
も
が
真
空
に
放
り
出
さ
れ
た
よ
う
な
感
じ
を
伴
う
よ
う
な

種
類
の
哀
し
み
で
あ
る
。 

  

本
稿
冒
頭
で
論
じ
た
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
触
れ
る
こ
と
で
筆
者
の
中
で
そ
の
輪
郭
が
浮
か

び
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
そ
の
「
気
分
」
と
は
、
こ
の
「
哀
し
み
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。 

  

日
常
を
生
き
る
多
く
の
者
に
と
っ
て
は
、
邪
悪
な
る
も
の
と
の
戦
い
は
つ
ね
に
曖
昧
で
あ
り
、

そ
し
て
、
そ
の
勝
敗
は
常
に
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
始
め
て
触

れ
た
筆
者
が
大
学
生
の
こ
ろ
、
筆
者
は
日
常
の
中
で
ま
と
も
に
邪
悪
な
る
も
の
と
戦
っ
た
こ
と
も

な
け
れ
ば
、
自
ら
の
大
切
な
も
の
が
邪
悪
な
る
も
の
に
奪
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
事

で
あ
る
の
か
も
理
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
筆
者
に
は
、
村
上
春
樹
氏
の
「
小
説
」
の
「
僕
」

に
去
来
す
る
哀
し
み
と
同
程
度
の
深
い
哀
し
み
が
去
来
し
た
こ
と
な
ど
、
一
度
も
無
か
っ
た
の
で

あ
る
。
仮
に
類
似
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
淡
い
も
の
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
僕
」
を
追
体
験
し
、
小
説
を
読
み
終
え
た
時
に
は
じ
め
て
、
筆
者
の
内

に
そ
の
「
哀
し
み
」
が
く
っ
き
り
と
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
「
哀
し
み
」
は
今
に
至
る
ま
で
我
が
身
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
今
も
な
お
、

成
長
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
邪
悪
な
る
も
の
に
対
す
る
敗
北
感
が
去
来
す
る
度
に
、
少
し
ず
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つ
成
長
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
し
そ
れ
と
同
時
に
、
親
し
い
者
の
死
に
直
面
す

る
毎
に
、
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
も
思
う
。 

 
つ
ま
り
、
そ
の
「
哀
し
み
」
は
、
「
死
」
と
も
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
、
村
上
春
樹
氏
は
、
い
ず
れ
か
の
小
説
で
、
「
死
の
固
ま
り
よ
う
な
も
の
」
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
死
の
固
ま
り
の
よ
う
な
も
の
」
は
最
初
は
曖
昧
な
存
在
で
あ
っ
た
も
の
の
、

徐
々
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
は
常
に
自
身
の
周
り
に
あ
る
の
だ
、
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
死
の
固
ま
り
よ
う
な
も
の
」
は
、
筆
者
が
村
上
春
樹
氏
の
小
説
を
通
じ
て

我
が
身
の
中
で
は
っ
き
り
と
形
作
ら
れ
た
、
か
の
「
気
分
」
あ
る
い
は
「
哀
し
み
」
と
大
い
に
重

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

 

事
実
、
筆
者
が
、
小
説
の
中
で
は
な
く
実
際
の
日
常
の
中
で
「
死
の
固
ま
り
よ
う
な
も
の
」
を

最
も
強
く
感
じ
た
場
所
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た
「
哀
し
み
」
を
最
も
強
く
感
じ
た
場

所
と
全
く
同
じ
場
所
な
の
で
あ
っ
た
。 

 

そ
れ
は
、
東
欧
の
国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
で
あ
る
。 

 

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ 

  

ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
ア
メ
リ
カ
や
西
欧
諸
国
に
比
べ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、

あ
る
い
は
、
市
場
主
義
の
影
響
が
未
だ
少
な
い
国
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
街
中
で
は
マ
ク
ド

ナ
ル
ド
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
レ
ス
ト
ラ
ン
を
見
か
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
市
場
に
は
地
産
の
も

の
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
街
中
の
人
々
は
決
し
て
洗
練
さ
れ
た
服
装
を
身
に
つ
け
て
い
る
わ
け
で

は
い
な
い
が
、
人
を
不
快
に
さ
せ
る
よ
う
な
身
な
り
の
者
は
い
な
い
。
食
事
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン

ス
や
イ
タ
リ
ア
の
よ
う
に
豪
華
で
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
十
分
、
満
足
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
訪
れ
て
い
た
一
週
間
余
り
、
ア
メ
リ
カ
や
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
や

フ
ラ
ン
ス
で
は
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
分
で
時
間
が
過
ぎ
て
い
っ

た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。 

 

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
歴
史
都
市
、
ク
ラ
コ
フ
か
ら
自
動
車
で
一
時
間
ほ
ど
の

場
所
に
あ
る
小
さ
な
田
舎
町
オ
シ
フ
ィ
エ
ン
チ
ム
の
郊
外
に
あ
る
。
ク
ラ
コ
フ
か
ら
ア
ウ
シ
ュ
ビ

ッ
ツ
ま
で
の
一
時
間
あ
ま
り
、
自
動
車
の
車
窓
か
ら
は
、
ひ
た
す
ら
田
園
が
拡
が
っ
て
い
た
。
そ

の
美
し
い
田
園
風
景
は
、
お
そ
ら
く
は
、
百
年
以
上
昔
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
そ
こ
に
有
り
続
け

た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
美
し
い
田
園
風
景
、
と
い
う
言
葉
以
上
に
、
そ
の
美
し
さ
を

表
現
す
る
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
く
や
ま
れ
る
よ
う
な
田
園
風
景
で
あ
っ
た
。 

 

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
大
量
に
虐
殺
す
る
た
め
に
作
ら
れ

た
施
設
の
名
称
で
あ
る
。
そ
の
施
設
は
、
現
在
は
博
物
館
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
施
設
の
中
に

は
、
当
時
、
そ
こ
で
何
が
行
わ
れ
て
い
た
か
が
、
淡
々
と
、
言
葉
少
な
く
、
展
示
さ
れ
て
い
る
。

人
毛
だ
け
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
部
屋
、
靴
や
櫛
ば
か
り
が
展
示
さ
れ
て
い
る
部
屋
、
入
所
日
と
死

亡
日
が
記
載
さ
れ
た
顔
写
真
で
壁
が
覆
い
尽
く
さ
れ
た
廊
下
、
そ
し
て
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
お

け
る
捕
虜
の
処
理
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
客
観
的
記
述
。 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
捕
虜
が
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
送
ら
れ
て
く
る
。
捕
虜
達
は
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ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
鉄
道
駅
に
降
り
る
。
駅
か
ら
、
収
容
所
に
向
か
う
。
収
容
所
に
入
る
と
す
ぐ

に
、
労
働
力
と
し
て
使
え
そ
う
な
屈
強
な
捕
虜
と
そ
う
で
な
い
普
通
の
捕
虜
が
峻
別
さ
れ
る
。
労

働
者
と
し
て
使
え
そ
う
に
な
い
捕
虜
は
す
ぐ
に
「
シ
ャ
ワ
ー
室
」
と
称
さ
れ
る
ガ
ス
室
に
送
ら
れ
、

す
ぐ
に
そ
こ
で
処
理
さ
れ
る
。
収
容
所
に
送
ら
れ
た
屈
強
な
捕
虜
は
毎
日
重
労
働
が
割
り
当
て
ら

れ
、
長
く
て
も
十
八
ヶ
月
程
度
で
過
労
の
た
め
息
絶
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
死
体
は
効
率

的
に
焼
か
れ
、
処
理
さ
れ
て
い
く
。 

 

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
処
分
す
る
と
い
う
目
的
の
下
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
合
理

化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
の
は
効
率
化
と
い
う
名
の
合
理
化
ば

か
り
で
は
な
い
。
死
者
を
資
源
と
し
て
有
効
に
利
用
し
て
い
く
と
い
う
合
理
化
も
す
す
め
ら
れ
て

い
た
。
死
者
の
靴
や
櫛
は
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
。
死
者
の
髪
の
毛
か
ら
絨
毯
が
加
工
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
死
者
か
ら
抽
出
さ
れ
る
油
か
ら
は
石
鹸
が
作
ら
れ
る
。 

 

村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
、
「
世
界
の
終
わ
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
と
い
う

小
説
が
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、
「
世
界
の
終
わ
り
」
と
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

と
い
う
二
つ
の
世
界
の
物
語
で
あ
る
。
後
者
の
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
で
は
、

活
劇
風
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
前
者
の
「
世
界
の
終
わ
り
」
で
は
、
ほ

と
ん
ど
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
思
え
る
程
に
、
何
も
か
も
が
ゆ
っ
た
り
と

進
行
し
て
い
く
世
界
が
描
か
れ
る
。
そ
の
「
世
界
の
終
わ
り
」
は
、
何
か
底
知
れ
ぬ
、
深
い
「
哀

し
み
」
が
充
満
す
る
世
界
で
も
あ
っ
た
。
筆
者
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
か
ら
ク
ラ
コ
フ
へ
の
帰
り

途
、
車
窓
か
ら
そ
の
田
園
風
景
を
見
つ
め
な
が
ら
、
も
し
も
「
世
界
の
終
わ
り
」
が
こ
の
世
に
あ

る
の
な
ら
、
こ
う
い
う
場
所
な
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
た
。 

 

し
か
し
今
思
い
返
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
の
方
が
正
確
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
と
い
う
一
つ
の
実
態
に
宿
る
イ
メ
ー
ジ
の
本
質
を
取
り
出
し
、

そ
れ
を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
世
界
の
終
わ
り
」
の
よ
う
な
記
述
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
。 

 

戦
後
に
お
け
る
「
戦
争
」 

  

筆
者
が
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
を
通
じ
て
、
始
め
て
明
確
に
体
験
し
た
「
哀
し
み
」
は
、
自
ら

の
大
切
な
も
の
を
奪
う
邪
悪
な
る
も
の
に
対
し
て
為
す
術
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
大
切
な

も
の
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
が
故
に
析
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
欺
瞞
と
虚
構

に
ま
み
れ
た
日
本
の
戦
後
空
間
の
中
で
は
、
そ
れ
こ
そ
「
小
説
」
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
の
外

で
、
そ
う
い
っ
た
哀
し
み
を
探
し
当
て
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
赴
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
手
に
と
っ
て
眺
め
る
こ
と
が
で

き
る
ほ
ど
に
、「
死
の
固
ま
り
の
よ
う
な
も
の
」
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
巨
大
な
る
悪
に
対
し
て
自
ら
の
無
力
さ
を
十
二
分
に
把
握
す
る
こ
と
も
、

そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、
深
い
「
哀
し
み
」
を
感
ず
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。 

 

し
か
し
、
例
え
ば
、
戦
後
の
社
会
科
教
育
を
受
け
た
者
が
そ
の
延
長
で
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
に
訪

れ
れ
ば
、
そ
こ
で
抱
く
感
想
は
、
彼
ら
が
日
本
の
長
崎
、
広
島
の
記
念
館
を
見
学
し
た
際
に
抱
く
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で
あ
ろ
う
感
想
と
、
大
差
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 
お
そ
ら
く
、
村
上
春
樹
氏
は
、
「
戦
争
」
こ
そ
が
、
彼
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
死
の
固
ま
り

の
よ
う
な
も
の
」
や
「
哀
し
み
」
を
最
も
純
粋
な
形
で
こ
の
現
実
の
世
界
で
具
現
化
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
む
し
ろ
、
実
態
と
し
て
は
、
そ
の
逆

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、「
戦
争
」
の
本
質
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、「
戦
争
」
と
は
ほ

ぼ
無
縁
の
筋
書
き
の
小
説
と
い
う
装
置
を
利
用
し
つ
つ
、
「
戦
争
」
の
本
質
た
る
「
死
の
固
ま
り

の
よ
う
な
も
の
」
や
、
「
日
本
の
敗
戦
」
の
本
質
た
る
「
哀
し
み
」
を
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
戦
後
の
硬
直
化
し
た
言
論
空
間
の
中
で
、
戦
争
を
直

接
、
戦
争
と
し
て
語
っ
た
と
し
て
も
、
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
の
「
見
学
」
が
「
ピ
ー
ス
」
の
契
機
と

な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
何
も
の
を
も
生
み
出
さ
な
い
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
の
様
に
、
村
上
春
樹
氏
は
い
わ
ゆ
る
「
左
翼
」
と
言
わ
れ
る
言
説
か
ら
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を

避
け
た
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
「
右
翼
」
と
世
間
に
言
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
表
現
形
式
も
頑
な
に

拒
否
し
た
。
例
え
ば
、
「
羊
を
巡
る
冒
険
」
の
冒
頭
の
章
で
、
三
島
由
紀
夫
氏
の
割
腹
自
殺
直
前

の
テ
レ
ビ
映
像
を
「
僕
」
が
眺
め
る
と
い
う
シ
ー
ン
が
登
場
す
る
。
そ
の
時
、
「
僕
」
は
そ
の
シ

ー
ン
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
な
の
だ
と
言
っ
て
の
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
彼
は
い
わ
ゆ
る
「
右
翼
」
と
呼
ば
れ
る
言
説
か
ら
汚
染
さ
れ
る
こ
と
も
避
け
た
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
高
沢
秀
次
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
村
上
春
樹

氏
は
三
島
由
紀
夫
氏
の
呪
縛
を
引
き
受
け
た
作
家
な
の
で
あ
り
、
村
上
春
樹
氏
に
と
っ
て
、
三
島

由
紀
夫
氏
の
割
腹
自
殺
は
決
し
て
「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
物
心
が
付
い
た
時
に
は
既
に
戦
後
空
間
が
で
き
あ
が
り
つ
つ
あ
っ
た
村
上
春
樹
氏
に

と
っ
て
は
、
「
戦
争
」
や
「
三
島
」
を
如
何
様
に
語
っ
た
と
し
て
も
、
右
翼
だ
の
左
翼
だ
の
と
レ

ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
、
無
意
味
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
危
惧
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
言
論

な
ら
ざ
る
、
一
般
公
衆
に
向
け
て
出
版
さ
れ
る
「
小
説
」
で
は
、
そ
の
危
惧
は
危
惧
以
上
の
圧
倒

的
現
実
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

近
代
日
本
の
ク
ロ
ニ
ク
ル 

  

村
上
春
樹
氏
が
三
島
由
紀
夫
か
ら
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
も
の
、
そ
れ
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、

文
学
に
お
け
る
「
戦
後
処
理
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
羊
を
巡
る
冒
険
」
の
冒
頭

の
章
の
タ
イ
ト
ル
が
、
三
島
由
紀
夫
の
割
腹
自
殺
の
日
で
あ
る
「1970

年11

月25

日
」
で
あ
る

こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
種
々
の
村
上
春
樹
氏
の
小
説
に
共
通
す
る
構
図
を
改
め
て
記
述

し
て
み
る
こ
と
に
し
て
み
よ
う
。 

 




主
人
公
た
る
「
僕
」
は
日
常
を
営
ん
で
い
る
。
彼
は
完
璧
な
存
在
で
は
な
い
も
の
の
、

彼
な
り
の
美
意
識
に
基
づ
き
、
そ
の
日
常
を
で
き
る
だ
け
健
全
で
、
公
正
な
る
も
の
に
す
る
た
め

の
最
善
の
努
力
を
尽
く
し
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
日
、
そ
の
日
常
の
一
部
が
損
な
わ
れ
て
し
ま

う
。
彼
は
、
そ
の
事
実
を
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
は
何
か
を
精
一
杯
考

え
る
。
無
論
、
そ
の
結
果
、
彼
自
身
の
欠
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
ば
か
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り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
不
吉
な
、
邪
悪
な
る
気
配
が
存
在
す
る
こ
と
を
感
じ
取
る
。

彼
は
そ
の
気
配
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
気
配
を
漂
わ
せ
る
元
凶
に
歩
み
寄
る
。
す

る
と
そ
こ
に
、
他
者
の
、
邪
悪
な
る
意
図
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
。
そ
し
て
そ
の
邪
悪
な

る
意
図
が
、
彼
の
日
常
を
損
な
っ
た
元
凶
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
明
ら
か
と
な
る
。
彼
は
、
損
な

わ
れ
た
日
常
を
取
り
戻
す
た
め
、
そ
の
邪
悪
な
る
意
図
と
戦
う
。
し
か
し
、
結
局
、
彼
は
そ
の
邪

悪
な
る
意
図
に
対
し
て
為
す
術
な
く
、
邪
悪
な
る
意
図
と
戦
い
は
ほ
ど
な
く
終
了
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
彼
は
再
び
、
損
な
わ
れ
た
ま
ま
の
日
常
に
、
深
い
哀
し
み
と
共
に
帰
還
す
る



。 

 

こ
の
物
語
は
、
近
代
日
本
の
ク
ロ
ニ
ク
ル
（
年
代
記
）
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す

な
わ
ち
、
主
人
公
た
る
「
僕
」
こ
そ
が
「
日
本
」
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 




日
本
は
黒
船
の
来
航
以
前
、
日
本
独
自
の
歴
史
を
紡
い
で
き
た
。
完
全
無
欠
の
文
明
で

あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
日
本
独
自
の
美
意
識
に
基
づ
き
、
健
全
で
、
公
正
な
る
社
会

を
築
く
べ
く
、
最
善
の
努
力
を
重
ね
て
き
た
。
し
か
し
、
黒
船
の
来
航
以
降
、
日
本
で
は
、
様
々

な
も
の
が
損
な
わ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
ハ
ー
ン
（
小
泉
八

雲
）
の
様
々
な
エ
ッ
セ
ー
か
ら
も
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
明
治
初
期
に
、
そ
れ
ま
で

に
存
在
し
て
い
た
様
々
な
日
本
の
美
徳
が
急
激
に
損
な
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
刻
銘
に
書
き
記

し
て
い
る
。
日
本
は
、
そ
の
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
実
を
取
り
戻
す
べ
く
、
最
善
の
努
力
を
す
る
。

一
つ
は
、
自
ら
の
欠
点
と
は
何
か
を
徹
底
的
に
洗
い
出
す
作
業
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、

物
質
文
明
の
力
が
不
足
し
て
い
た
が
故
に
、
欧
米
列
強
の
圧
力
に
屈
し
つ
つ
あ
る
現
実
を
的
確
に

把
握
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
最
善
の
努
力
、
「
富
国
強
兵
」
を
目
指
し
て
い
く
。

し
か
し
、
近
代
の
日
本
は
、
日
本
の
日
常
が
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
そ
の
本
質
的
な
原
因
は
、
欧
米

列
強
の
邪
悪
な
る
意
図
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
る
。
そ
の
邪
悪
な
る
意
図
に
気
付
か
な
い
ふ
り
を

続
け
れ
ば
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
同
様
、
植
民
地
支
配
が
待
ち
受
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
と

す
る
な
ら
、
日
常
を
守
り
、
そ
し
て
、
か
つ
て
の
平
和
を
取
り
戻
す
た
め
に
も
、
そ
の
邪
悪
な
る

意
図
と
対
峙
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
、
当
初
は
様
々
な
外
交
交
渉
の
形
を
と
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
内
に
戦
争
を
決
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
訪
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
日
本
は

百
年
に
わ
た
る
欧
米
列
強
と
の
長
い
戦
争
を
続
け
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
も
ち

ろ
ん
、
「
僕
」
が
好
ん
で
邪
悪
な
る
悪
意
と
の
戦
い
に
赴
い
た
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
日
本
が
望

ん
で
仕
掛
け
た
戦
争
な
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
戦
い
の
挙
げ
句
、
「
僕
」
が
邪
悪
な
る
意
図

の
前
に
為
す
術
無
く
敗
れ
、
損
な
わ
れ
た
日
常
に
再
び
帰
還
し
た
よ
う
に
、
日
本
も
百
年
に
わ
た

る
長
き
戦
争
に
敗
れ
、
損
な
わ
れ
た
日
常
に
、
戦
後
と
い
う
「
空
虚
な
日
常
」
に
帰
還
し
た
の
で

あ
る




。 

 

村
上
春
樹
氏
の
世
代
以
下
、
例
え
ば
筆
者
を
含
む
世
代
に
と
っ
て
は
、
「
戦
争
」
や
「
敗
戦
」

は
歴
史
的
事
実
に
し
か
過
ぎ
ず
、
直
接
肌
で
感
じ
取
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、「
戦
争
」

や
「
敗
戦
」
に
ま
つ
わ
る
言
説
は
い
ず
れ
も
、
少
な
く
と
も
筆
者
の
子
供
の
頃
の
経
験
か
ら
言
う

な
ら
ば
、
子
供
の
目
か
ら
見
て
も
空
々
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
、
筆
者
が
、

自
ら
の
体
験
に
お
い
て
、
日
本
が
体
験
し
た
「
敗
戦
」
と
類
似
し
た
で
あ
ろ
う
体
験
は
、
た
か
だ

か
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
を
読
み
な
が
ら
体
験
し
た
「
追
体
験
」
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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何
と
も
悲
し
い
話
で
あ
る
。
戦
後
日
本
は
、
日
本
の
敗
戦
の
哀
し
み
を
、
筆
者
を
含
め
た
後
生

の
人
間
に
、
直
接
的
に
伝
え
る
術
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
に
も
大
き
な
小

説
な
ら
ざ
る
「
大
説
」
を
、
一
般
公
衆
に
届
け
る
言
葉
が
溶
解
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
が
、
「
戦
後
」
と
い
う
言
論
空
間
の
虚
構
性
の
本
質
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
よ
う
に

思
う
。 

 

村
上
春
樹
氏
は
、
そ
の
戦
後
の
硬
直
化
し
た
言
論
空
間
の
虚
構
性
を
全
て
踏
ま
え
た
上
で
、
あ

え
て
「
敗
戦
」
を
戦
争
と
い
う
概
念
装
置
を
一
切
使
用
せ
ず
に
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
村
上
春
樹
氏
は
、
彼
自
身
の
「
戦
後
空
間
」
を
、
彼
自
身
の
物
語
の
中
で
構
成
し
、

戦
後
の
言
論
空
間
の
虚
構
性
を
す
り
抜
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
も
く

ろ
み
は
、
少
な
く
と
も
筆
者
一
名
に
対
し
て
は
、
功
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
お
そ

ら
く
、
筆
者
一
人
に
対
し
て
だ
け
で
は
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
が
村
上
春
樹
と

い
う
流
行
作
家
の
小
説
で
あ
っ
た
が
故
に
、
我
々
の
世
代
全
体
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
影
響
を

及
ぼ
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。 

 

希
望
の
予
言 

  

村
上
春
樹
氏
は
、
こ
う
し
て
、
彼
の
初
期
的
な
八
十
年
代
の
い
く
つ
か
の
小
説
の
中
で
、
敗
戦

と
そ
れ
に
引
き
続
く
戦
後
空
間
を
仮
想
的
に
構
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
九
十

年
代
に
入
り
、
彼
の
「
戦
後
処
理
」
に
少
し
ず
つ
変
化
が
見
ら
れ
て
く
る
。
例
え
ば
、
「
ね
じ
巻

き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
で
は
、
村
上
春
樹
氏
の
他
の
小
説
と
同
様
、
主
人
公
は
、
邪
悪
な
る
意
図
と

の
戦
い
に
完
全
に
勝
利
す
る
こ
と
な
く
、
日
常
を
完
全
に
取
り
戻
す
こ
と
に
、
す
な
わ
ち
、
こ
の

小
説
に
お
い
て
は
彼
の
「
妻
」
を
再
び
取
り
戻
す
こ
と
に
失
敗
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
、
主
人

公
は
、
そ
れ
ま
で
の
小
説
の
様
に
哀
し
み
の
み
を
携
え
て
日
常
に
帰
還
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の

哀
し
み
と
共
に
、
妻
を
取
り
戻
す
の
だ
と
い
う
意
志
と
希
望
を
携
え
つ
つ
、
日
常
に
帰
還
す
る
の

で
あ
る
。 

 

八
十
年
代
、
筆
者
が
高
校
生
、
大
学
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
「
戦
争
」
や
「
敗
戦
」
を
巡
る
日
本

の
言
論
空
間
は
、
今
よ
り
も
ず
っ
と
硬
直
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
偶
然
か

必
然
か
、
村
上
春
樹
氏
が
小
説
の
中
で
戦
後
と
敗
戦
を
再
構
成
し
て
以
降
、
九
十
年
代
に
は
例
え

ば
「
発
言
者
」
が
創
刊
さ
れ
、
小
林
よ
し
の
り
氏
の
「
戦
争
論
」
が
出
版
さ
れ
、
戦
争
や
敗
戦
を

巡
る
言
論
空
間
の
空
気
は
徐
々
に
軟
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
九
十
年
代
に
、

村
上
春
樹
氏
は
「
ね
じ
巻
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
中
で
、
「
希
望
」
が
存
在
し
う
る
戦
後
空
間
を

構
成
し
た
。
そ
し
て
そ
の
後
二
十
一
世
紀
に
入
り
、
偶
然
か
必
然
か
、「
発
言
者
」
は
「
表
現
者
」

に
引
き
継
が
れ
、
そ
し
て
「
逆
境
で
あ
れ
ば
こ
そ
希
望
の
炎
が
起
ち
上
が
る
」
と
宣
言
し
つ
つ
、

「
北
の
発
言
」
が
発
刊
さ
れ
た
。 

 

こ
う
考
え
れ
ば
、
村
上
春
樹
氏
は
、
現
代
の
予
言
者
と
で
も
い
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
無
論
、
そ
れ
は
、
村
上
春
樹
氏
に
超
自
然
的
な
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
村
上
春
樹
氏
は
時
代
の
う
ね
り
を
読
み
取
る
直
感

を
持
つ
一
小
説
家
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
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こ
こ
で
、
村
上
春
樹
氏
の
二
〇
〇
二
年
に
出
版
さ
れ
た
長
編
小
説
、
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
を
思

い
出
し
て
み
よ
う
。
そ
の
主
人
公
は
十
五
歳
の
少
年
で
あ
る
。
こ
の
少
年
は
大
切
な
も
の
を
失
い
、

不
思
議
な
空
間
を
さ
ま
よ
い
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
現
実
の
世
界
に
舞
い
戻
る
。
彼
は
、
彼
が
失

っ
た
も
の
を
、
そ
し
て
、
そ
の
哀
し
み
を
決
し
て
忘
れ
は
し
な
い
。
こ
こ
ま
で
は
、
村
上
春
樹
氏

の
こ
れ
ま
で
の
小
説
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
唯
一
違
う
の
は
、
主
人
公
が
、
「
十
五
歳
の
少

年
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
少
年
は
、
自
ら
が
空
想
の
中
で
つ
く
り
だ
し
た
架

空
の
他
者
か
ら
、
何
度
も
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
。
「
世
界
一
、
タ
フ
な
十
五
歳
の

少
年
な
の
だ
」、
と
。 

 

村
上
春
樹
氏
の
小
説
の
中
で
、
こ
れ
ほ
ど
未
来
に
希
望
を
託
す
こ
と
が
で
き
る
小
説
は
な
い
。

主
人
公
は
、
未
だ
十
五
歳
の
少
年
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
世
界
一
タ
フ
な
十
五
歳
の
少
年
た
ろ

う
と
決
意
し
た
少
年
な
の
で
あ
る
。
自
身
が
失
っ
た
大
切
な
も
の
を
決
し
て
忘
れ
ず
、
し
か
も
そ

れ
を
失
っ
た
深
い
哀
し
み
を
携
え
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
少
年
な
の
で
あ
る
。
も

し
も
、
村
上
春
樹
氏
が
現
代
の
予
言
者
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、「
海
辺
の
カ
フ
カ
」

の
出
版
は
、
そ
う
遠
く
な
い
将
来
に
、
こ
の
近
代
の
日
本
が
、
長
く
て
暗
い
「
戦
後
」
と
い
う
ト

ン
ネ
ル
か
ら
脱
け
出
す
準
備
が
整
う
こ
と
に
つ
い
て
の
一
つ
の
予
兆
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。 

 

無
論
、
現
代
の
世
を
見
渡
す
に
、
愚
衆
政
治
が
ほ
ぼ
極
限
に
ま
で
進
行
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で

異
臭
を
放
つ
腐
敗
が
横
行
し
、
下
流
社
会
か
ら
自
ら
這
い
出
す
気
力
を
持
た
な
い
若
者
が
増
殖
し

続
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
惨
憺
た
る
現
状
を
見
る
に
付
け
、
希
望
の
灯
が
吹
き
消

さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
惨
状

が
、
「
日
本
の
中
枢
」
と
な
る
世
代
が
戦
争
を
戦
い
抜
い
た
世
代
か
ら
戦
後
の
民
主
主
義
教
育
を

一
杯
に
吸
い
込
ん
だ
戦
後
の
世
代
へ
と
移
行
し
た
こ
と
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
と
考
え
る
の

な
ら
、
戦
前
の
世
代
が
お
お
よ
そ
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
近
未
来
に
希
望
を
託
す
こ
と
は
、
極
め
て

困
難
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
絶
望
的
と
も
言
え
る
状
況
の
中
で
も

な
お
、
や
る
べ
き
事
が
何
一
つ
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
態
に
は
未
だ
至
っ
て
は
い
な
い
よ
う

に
も
思
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
希
望
を
持
ち
続
け
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
希
望
は
「
戦
後
の
世
代
」
に
託
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
希
望
を

託
さ
れ
る
べ
き
世
代
と
は
「
世
界
一
タ
フ
」
た
ろ
う
と
決
意
し
た
世
代
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

敗
戦
に
伴
う
深
い
哀
し
み
を
知
り
、
邪
悪
な
る
存
在
の
強
大
さ
を
冷
静
に
理
解
し
つ
つ
も
、
希
望

を
決
し
て
失
わ
な
い
意
志
あ
る
者
達
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

そ
の
世
代
は
今
、
本
当
に
、
育
ち
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
は
、
団
塊
の
世
代
の
次
の
世
代
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
こ
そ
今
、
十
五
歳

前
後
に
よ
う
や
く
な
っ
た
世
代
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
未
来

に
な
ら
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
も
し
も
、
我
々
が
希
望
あ
る
未
来
を
信
ず
る
と
す
る
な

ら
、
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
世
代
に
も
希
望
を
託
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の

な
ら
、
我
々
は
誰
し
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
の
中
で
最
善
の
努
力
を
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
事
だ
け
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は
間
違
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
村
上
春
樹
氏
の
小
説
の
「
僕
」
ほ
ど
に
は
、
誠
実
に
、
公
正
に

振
る
舞
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
か
の
「
少
年
」
の
よ
う
に
、
世
界
一
「
タ
フ
」

た
ろ
う
と
す
る
決
意
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
間
違
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

以
上 

           


