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上
京
青
年
の
犯
罪

│
│
中
上
健
次
﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
論
│
│

松

田

樹

一

一
九
七
〇
年
代
初
頭
︑
中
上
健
次
は
﹁
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ
﹂︵﹃
早
稲
田

文
学
﹄

・

︶
や
﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂︵﹃
文
芸
﹄

・

︶
と
い
っ
た
都

72
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73

6

会
の
青
年
を
主
人
公
に
据
え
た
作
品
を
発
表
し
︑
若
き
世
代
を
代
表
す
る
新

人
作
家
と
し
て
文
壇
に
登
場
し
た
︒
芥
川
賞
の
候
補
作
に
も
選
出
さ
れ
た

﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
は
︑
予
備
校
に
通
い
な
が
ら
新
聞
配
達
の
ア
ル
バ
イ
ト

に
追
わ
れ
る
青
年
の
鬱
屈
を
描
き
出
し
︑﹁
十
九
歳
の
焦
燥
と
︑
現
実
嫌
悪

の
昻
り
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
﹂
と
選
考
委
員
か
ら
は
評
価
さ
れ
た

(
�
)

︒
こ

の
作
品
に
当
時
の
青
年
像
や
若
者
風
俗
を
透
か
し
見
る
視
点
は
先
行
研
究
に

お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
︑
文
庫
版
の
解
説
を
担
当
し
て
い
る
松
本
健
一

や
高
澤
秀
次
は
六
〇
年
代
末
の
学
生
運
動
や
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
の
余

燼
を
本
作
に
読
み
込
ん
で
い
る

(
�
)

︒

渡
部
直
己
は
︑
右
の
よ
う
に
時
代
の
影
を
色
濃
く
投
影
し
た
中
上
の
初
期

一
人
称
小
説
を
総
括
し
︑
後
に
現
れ
る
﹁﹁
全
共
闘
世
代
﹂
の
作
家
た
ち
﹂

に
よ
る
﹁
陳
腐
な
青
春
小
説
﹂
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る

(
�
)

︒
た
だ
し
︑

六
〇
年
代
の
文
壇
に
お
い
て
も
既
に
柴
田
翔
や
庄
司
薫
ら
が
一
人
称
の
話
法

を
用
い
て
都
会
の
青
年
の
生
態
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
て
い
た
︒﹁
十
九

歳
の
地
図
﹂
も
ま
た
発
表
直
後
か
ら
﹁
こ
こ
に
は
確
か
に
現
代
の
青
春
が
息

づ
い
て
い
る

(
�
)
﹂
と
評
価
さ
れ
る
一
方
で
︑
﹁
青
春
の
捉
え
方
が
あ
ま
り
に
も

あ
り
ふ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か

(
�
)

﹂
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
作
品
が
当

時
の
文
壇
に
流
布
し
て
い
た
﹁
青
春
小
説
﹂
と
い
う
枠
組
み
で
受
容
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
そ
う
し
た
同
時
代
の
文
学
潮
流
に
対
し
て
中
上
の
小
説
が
特
徴

的
で
あ
る
点
は
︑
犯
罪
と
い
う
主
題
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
こ
の
点
に
い
ち
早
く
着
目
し
︑
新
し
い
﹁
青
春
小
説
﹂
と
し
て
中
上
の

初
期
作
品
を
評
価
し
た
の
が
秋
山
駿
で
あ
っ
た
︒
六
九
年
か
ら
﹃
早
稲
田
文

学
﹄
の
編
集
委
員
を
務
め
て
い
た
秋
山
は
︑﹁
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ
﹂
を
同

誌
に
掲
載
さ
せ
る
な
ど
中
上
の
文
壇
進
出
を
後
押
し
し
た
批
評
家
で
あ
る

(
	
)
︒

﹁
新
し
い
時
代
の
駄
々
っ
児
│
中
上
健
次
論
﹂︵
﹃
新
潮
﹄

・

︶
に
お
い

78

5

て
秋
山
は
︑
﹁
戦
後
文
学
の
顕
わ
す
青
春
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
自
己
否
定
で
あ

り
︑
す
べ
て
が
青
春
か
ら
の
逃
走
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
わ
れ
わ
れ
は
場

面
逆
転
の
光
景
を
迎
え
た
わ
け
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑﹁
中
上
健
次
が
︑
そ
の

最
初
の
出
現
で
あ
る
﹂
と
位
置
付
け
て
い
る

(


)
︒
秋
山
に
よ
れ
ば
︑
中
上
を
筆

─ 25 ─



頭
と
す
る
戦
後
生
ま
れ
の
作
家
た
ち
は
﹁
自
己
肯
定
へ
の
飽
く
な
き
激
し
い

欲
求
﹂
を
抱
い
て
お
り
︑
中
上
に
お
い
て
そ
れ
は
﹁
無
意
味
な
日
常
﹂
を
壊

し
た
い
と
い
う
現
実
否
定
の
衝
動
へ
と
繫
が
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
﹁
日
常
を

切
り
裂
く
も
の
﹂
と
し
て
﹁
犯
罪
﹂
と
い
う
主
題
が
現
出
す
る
と
秋
山
駿
は

説
い
て
い
る
︒

﹁
日
本
の
批
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
﹁
犯
罪
﹂
を
持
ち
込
ん
だ
の
は

秋
山
駿
で
あ
る

(
�
)

﹂
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
︑
右
の
よ
う
な
秋
山
の
評
価
は
彼
自

身
の
批
評
の
展
開
に
呼
応
し
て
い
た
︒﹁
理
由
な
き
殺
人
﹂
と
呼
ば
れ
た
小

松
川
事
件
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
﹁
内
部
の
人
間
の
犯
罪
﹂︵﹃
文
学
者
﹄

・
63

︶
を
皮
切
り
に
︑
こ
の
時
期
の
秋
山
は
犯
罪
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
独

11自
の
批
評
を
展
開
し
て
い
る
︒
秋
山
に
よ
れ
ば
︑
我
々
が
﹁
理
由
な
き
殺

人
﹂
と
呼
ぶ
犯
行
の
背
景
に
は
﹁
内
部
の
人
間
﹂
と
い
う
自
意
識
に
囚
わ
れ

た
主
体
が
存
在
す
る

(
�
)

︒
彼
ら
の
犯
行
の
﹁
理
由
﹂
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
犯
行
者
み
ず
か
ら
が
自
意
識
の
内
部
で
錯
乱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑

そ
う
し
た
犯
行
は
往
々
に
し
て
自
我
の
覚
醒
期
に
当
た
る
﹁
未
成
年
の
思

考
﹂
か
ら
現
出
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
説
く
秋
山
は
︑
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年

代
に
か
け
て
﹁
内
部
の
人
間
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
て
犯
罪
へ
と
傾
斜
し
て

ゆ
く
青
年
の
内
面
を
分
析
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
︒

秋
山
と
中
上
が
席
を
同
じ
く
し
た
座
談
会
﹁
戦
後
文
学
の
流
れ
か
ら
﹂

︵
﹃
三
田
文
学
﹄

・

︶
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑
両
者
に
共
通
し
て
い
た
の

70

2

は
青
年
に
よ
る
犯
罪
へ
の
関
心
︑
と
り
わ
け
そ
こ
に
現
れ
る
自
意
識
の
問
題

を
文
学
の
側
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
︒
こ
の
座
談
会
に
お

い
て
秋
山
は
︑﹁
ほ
ん
と
う
に
人
を
殺
す
の
を
喜
ん
で
い
る
よ
う
な
小
説
は

そ
う
な
い
で
す
ね
︒
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
︑
中
上
さ
ん
の
話
じ
ゃ
な

い
け
れ
ど
も
︑
眠
る
前
に
は
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
な
っ
て
何
万
人
か
殺
し
て
や
ろ

う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
﹂
と
鬱
屈
し
た
青
年
の
内
面
を
文
学
が
表

現
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る

(

)
︒
そ
れ
に
対
し
て
﹁
犯
罪
者
に
は
じ
つ
に

10

興
味
が
あ
る
の
で
す
﹂
と
言
う
中
上
は
︑
秋
山
の
﹃
無
用
の
告
発
﹄︵
河
出

書
房
新
社
︑

・

︶
の
一
節
を
引
用
し
︑
﹁
見
た
も
の
す
べ
て
が
︑
そ
の

69

6

〝
目
〟
に
よ
っ
て
る
い
る
い
た
る
屍
の
山
に
変
る
の
だ
︑
そ
う
い
う
犯
罪
者

の
〝
目
〟
で
す
ね
﹂
と
応
じ
て
い
る
︒
こ
の
発
言
に
秋
山
は
﹁
犯
罪
と
い
う

も
の
は
あ
れ
で
し
ょ
う
︑
ほ
ん
と
う
は
日
本
の
文
学
に
不
足
し
て
い
る
心
の

領
域
と
い
う
も
の
を
︑
分
光
器
に
か
け
た
よ
う
に
出
し
ま
す
か
ら
ね
﹂
と
返

答
し
て
お
り
︑
同
時
期
の
両
者
が
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
殺
人
者
の
内
面
に
焦
点
を
当
て
る
秋
山
の
批
評
と
は
対
照
的

に
︑
中
上
の
犯
罪
と
い
う
主
題
へ
の
着
眼
は
自
身
の
複
雑
な
生
い
立
ち
に
関

す
る
要
素
を
含
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
時
期
の
中
上
が
最
も
興
味

を
示
し
た
の
は
︑
六
八
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
四
人
の
人
間
を
射
殺
し
た

永
山
則
夫
の
事
件
で
あ
る
︒﹁
犯
罪
者
永
山
則
夫
か
ら
の
報
告
﹂
︵
﹃
文
芸
首

都
﹄

・

︶
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
中
上
は
︑
小
松
川
事
件
を
論
じ

69

8

た
秋
山
の
批
評
を
参
照
し
つ
つ
︑
永
山
の
事
件
の
真
相
に
肉
薄
し
よ
う
と
試

み
て
い
る
︒
中
上
の
主
張
に
よ
れ
ば
︑
秋
山
が
分
析
し
た
小
松
川
事
件
の
犯

人
・
李
珍
宇
が
自
意
識
に
囚
わ
れ
た
﹁
内
部
の
人
間
﹂
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
︑
永
山
は
﹁
内
部
︵
言
葉
︶
﹂
を
持
た
な
い
﹁
外
部
の
人
間
︵
行
動
者
︶﹂

で
あ
っ
た

(

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
言
語
と
し
て
表
現
し
得
な
い
永
山
の
﹁
自
同
律

11

の
不
快
さ
﹂
は
﹁
行
動
︵
犯
罪
︶﹂
と
し
て
現
出
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
言

う
︒
重
要
な
こ
と
は
︑
後
に
詳
し
く
見
る
通
り
︑
そ
の
不
快
感
を
永
山
に
植

え
付
け
た
要
因
と
し
て
中
上
が
﹁
原
体
験
﹂︑
つ
ま
り
は
永
山
の
出
自
や
生

育
環
境
に
着
目
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
社
会
的
な
背
景
を
踏
ま

─ 26 ─



え
て
犯
罪
を
捉
え
る
視
点
は
秋
山
の
批
評
に
は
欠
落
し
て
お
り

(

)
︑
そ
れ
は

12

﹁
無
数
の
永
山
則
夫
の
一
人
﹂
と
自
称
す
る
作
家
み
ず
か
ら
の
生
い
立
ち
を

投
影
し
た
解
釈
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

髙
山
文
彦
は
︑﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
に
つ
い
て
﹁
こ
の
小
説
の
主
人
公
は
︑

年
齢
が
十
九
歳
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
︑
ま
た
新
聞
配
達
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
︑
明
ら
か
に
永
山
則
夫
を
意
識
し
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
︒
彼
と
予
備
校
生
で
あ
っ
た
こ
ろ
の
自
分
︵
中
上
│
│
引
用
者
注
︶

と
を
ひ
と
つ
に
混
ぜ
あ
わ
せ
た
よ
う
な
姿
だ
﹂
と
指
摘
し
て
い
る

(

)
︒
だ
が
︑

13

先
行
研
究
で
は
作
家
自
身
の
生
い
立
ち
に
重
ね
合
わ
せ
て
永
山
の
事
件
を
分

析
し
た
上
記
の
エ
ッ
セ
イ
と
作
品
の
内
容
を
具
体
的
に
対
照
さ
せ
た
も
の
は

見
当
た
ら
な
い
︒
ま
た
︑
そ
こ
で
は
同
時
期
の
作
家
に
犯
罪
と
い
う
主
題
へ

の
関
心
を
促
し
た
秋
山
の
批
評
の
影
響
が
殆
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い

(

)
︒
本
稿

14

で
は
︑
デ
ビ
ュ
ー
直
後
の
中
上
と
秋
山
の
密
接
な
関
係
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑

﹁
犯
罪
者
永
山
則
夫
か
ら
の
報
告
﹂
と
﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
を
比
較
し
︑
秋

山
の
批
評
及
び
永
山
の
事
件
か
ら
中
上
が
何
を
読
み
取
り
︑
更
に
は
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
作
品
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
ま
ず
次
節

で
は
︑
秋
山
が
中
上
の
初
期
作
品
に
見
出
し
た
自
意
識
の
問
題
と
犯
罪
と
い

う
主
題
の
結
び
付
き
を
検
討
し
て
ゆ
こ
う
︒

二

﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
は
︑
新
聞
配
達
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
生
計
を
立
て
な
が

ら
︑
予
備
校
に
通
う
十
九
歳
の
青
年
を
主
人
公
に
し
た
作
品
で
あ
る
︒
本
作

で
は
一
人
称
の
視
点
か
ら
﹁
ぼ
く
﹂
の
貧
し
く
﹁
希
望
﹂
の
な
い
生
活
が
語

ら
れ
て
い
る
︒
新
聞
配
達
員
の
た
め
の
寮
に
住
み
︑
連
日
の
配
達
に
追
わ
れ

る
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
充
分
に
受
験
勉
強
の
た
め
の
時
間
が
取
れ
ず
︑
将
来
の
見

通
し
が
立
た
な
い
現
状
に
﹁
ぜ
つ
ぼ
う
﹂
を
感
じ
︑
言
い
よ
う
の
な
い
憤
り

を
募
ら
せ
て
い
る
︒﹁
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
﹂
︑﹁
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
﹂︒
こ
の
よ
う
に
予

備
校
生
兼
ア
ル
バ
イ
ト
と
い
う
不
安
定
な
境
遇
に
置
か
れ
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑

次
第
に
﹁
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
﹂︑
す
な
わ
ち
脅
迫
電
話
や
爆

破
予
告
と
い
っ
た
犯
罪
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
︒

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
剝
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
︒

右
の
よ
う
に
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
現
在
の
自
己
の
境
遇
に
対
す
る
憤
懣
を
受
け

持
ち
の
配
達
地
区
の
住
民
に
脅
迫
電
話
を
か
け
る
こ
と
で
憂
さ
晴
ら
し
し
よ

う
と
す
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
配
達
の
担
当
地
域
を
記
し
た
地
図
を
作
り
︑
気
に

入
ら
な
い
住
民
に
﹁
×
印
﹂
を
付
け
て
い
る
︒﹁
三
重
×
﹂
と
い
う
表
現
は

地
図
上
に
記
載
さ
れ
た
印
の
数
を
指
し
て
お
り
︑
脅
迫
電
話
と
い
う
行
為
は

そ
れ
に
対
応
す
る
﹁
刑
罰
﹂
で
あ
る
と
﹁
ぼ
く
﹂
は
言
う
︒
と
こ
ろ
が
︑
彼

の
そ
う
し
た
考
え
は
頭
の
中
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
妄
想
に
過
ぎ
ず
︑
右
の
箇

所
で
は
対
話
は
成
立
し
て
い
な
い
︒
着
目
す
べ
き
は
︑
脅
迫
電
話
の
場
面
に

お
い
て
次
の
よ
う
な
叙
述
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
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
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ボ
ッ
ク
ス
の
硝
子
に
映
っ
た
︒

大
橋
健
三
郎
は
︑
こ
の
部
分
を
取
り
上
げ
て
中
上
の
初
期
作
品
に
見
ら
れ

る
﹁
﹁
ナ
ル
シ
ス
ム
﹂
的
な
イ
メ
ー
ジ
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

(

)
︒
大
橋

15

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
右
の
引
用
箇
所
か
ら
は
自
己
の
鏡
像
に
固
執
す
る

主
人
公
の
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
大
橋

は
そ
れ
を
文
学
史
の
観
点
か
ら
近
代
小
説
が
前
提
と
し
て
き
た
﹁﹁
自
我
﹂

の
残﹅

像﹅

﹂︵
傍
点
原
文
︶
と
説
い
て
い
る
が
︑
絓
秀
実
は
大
橋
の
論
に
反
駁

し
て
中
上
の
初
期
作
品
で
は
主
人
公
の
鏡
像
は
﹁
決
し
て
完
璧
な
自﹅

分﹅

の
鏡

像
と
し
て
は
あ
り
え
ず
︑
常
に
﹁
水
﹂
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
た
像
と
し
て
存
在

し
て
﹂
い
る
と
﹁
水
﹂
の
主
題
と
の
対
応
性
を
指
摘
し
て
い
る

(

)
︒

16

だ
が
︑
右
の
叙
述
か
ら
も
窺
わ
れ
る
通
り
︑
本
作
で
は
主
人
公
の
自
己
像

を
喚
起
す
る
の
は
﹁
水
﹂
の
主
題
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
︒
た
だ
し

絓
の
指
摘
で
有
効
な
点
は
︑
こ
こ
で
も
﹁
ぼ
く
の
顔
﹂
が
﹁
ゆ
ら
め
く
炎
﹂

に
よ
っ
て
浮
上
す
る
よ
う
に
︑
そ
れ
が
常
に
攪
乱
さ
れ
た
状
態
に
置
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
︒
先
に
挙
げ
た
﹁
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
﹂
と
は
︑
恐
ら
く
主
人
公
の
生
活
条
件
ば
か
り
で

な
く
︑
鮮
明
な
自
己
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
安
定
な
内
面
を

も
指
し
て
い
る
︒﹁
青
ざ
め
た
い
や
ら
し
い
顔
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
︑
﹁
ぼ
く
﹂
の
苛
立
ち
も
ま
た
不
定
型
な
自
己
の
鏡
像
に
向
け
ら
れ
た
そ

の
眼
差
し
に
こ
そ
由
来
し
て
い
よ
う
︒
例
え
ば
︑
そ
の
こ
と
は
以
下
の
叙
述

か
ら
も
確
認
さ
れ
る
︒

暗
い
む
こ
う
側
が
ち
ょ
う
ど
霧
が
か
か
っ
た
よ
う
に
み
え
た
︒
電
話

ボ
ッ
ク
ス
の
硝
子
に
映
っ
た
ぼ
く
が
頭
を
か
き
︑
顔
の
両
眼
が
︑
ま
る

で
外
か
ら
ボ
ッ
ク
ス
の
中
に
逃
げ
こ
ん
だ
獲
物
を
お
う
犬
の
よ
う
に
こ

の
ぼ
く
を
み
つ
め
て
い
た
︒
だ
い
っ
き
ら
い
だ
︑
な
に
も
か
も
︒
反
吐

が
で
る
︒
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
︒

右
の
箇
所
に
お
い
て
も
﹁
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
硝
子
﹂
は
﹁
霧
﹂
に
よ
っ
て

遮
ら
れ
て
お
り
︑
主
人
公
の
鏡
像
は
不
鮮
明
な
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
の
曇
っ
た

硝
子
に
向
か
っ
て
﹁
だ
い
っ
き
ら
い
だ
︑
な
に
も
か
も
﹂
と
吐
き
捨
て
る

﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
硝
子
に
映
る
ア
モ
ル
フ
な
自
己
像
と
更
に
は
そ
れ
が
自
身
を

見
返
し
て
く
る
こ
と
に
対
し
て
苛
立
ち
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
脅
迫
電

話
に
よ
っ
て
発
散
さ
れ
る
彼
の
憤
懣
は
明
確
な
対
象
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
︒
三
浦
雅
士
が
﹁
電
話
に
よ
る
犯
罪
は
自
意
識
の
過
剰
に
よ
る
犯
罪

に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂
と
簡
潔
に
評
し
て
い
る
よ
う
に

(

)
︑
﹁
ぼ
く
﹂
が
み
ず
か

17

ら
に
向
け
る
視
線
こ
そ
﹁
ぼ
く
﹂
を
脅
迫
電
話
と
い
う
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て

る
の
で
あ
る
︒

秋
山
駿
は
︑
本
作
に
対
す
る
書
評
の
な
か
で
主
人
公
を
﹁
理
由
の
な
い
犯

行
者
﹂
に
準
え
て
い
る

(

)
︒
先
に
見
た
通
り
︑
青
年
の
自
意
識
と
い
う
観
点
か

18

ら
現
実
の
犯
罪
事
件
を
論
じ
て
い
た
秋
山
は
︑
﹁
理
由
な
き
殺
人
﹂
と
呼
ば

れ
た
事
件
を
自
意
識
に
閉
ざ
さ
れ
た
青
年
が
自
己
を
模
索
す
る
過
程
で
引
き

起
こ
し
た
犯
罪
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
た
︒
永
山
則
夫
の
事
件
に
関
し
て
も

秋
山
は
︑﹁
自
分
の
な
い
人
間
が
︑
つ
い
に
﹁
私
﹂
の
な
い
こ
と
に
耐
え
切

れ
ず
︑
一
挙
に
爆
発
す
る
よ
う
に
﹁
私
﹂
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
﹂
と
述

べ
︑
そ
れ
を
﹁
自
己
発
見
と
し
て
の
犯
行
﹂
と
名
付
け
て
い
る

(

)
︒﹁
十
九
歳

19

の
地
図
﹂
の
主
人
公
を
﹁
理
由
の
な
い
犯
行
者
﹂
と
呼
ぶ
秋
山
は
︑
自
意
識

に
よ
る
苛
立
ち
か
ら
犯
罪
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
青
年
の
内
面
を
正
確
に
捕
捉

し
て
い
る
と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
中
上
が
永
山
の
事
件
に
見
出
し
た
の
は
﹁
内
部
の
人
間
﹂
で
は

な
く
︑
む
し
ろ
﹁
内
部
﹂
を
持
た
な
い
﹁
外
部
の
人
間
﹂
の
姿
で
あ
っ
た
︒
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秋
山
が
自
身
の
批
評
の
モ
デ
ル
と
し
た
小
松
川
事
件
の
犯
人
が
﹁
内
部
︵
言

葉
︶
﹂
に
よ
っ
て
自
己
と
向
き
合
お
う
と
し
た
の
と
は
対
照
的
に
︑﹁
外
部
の

人
間
﹂
た
る
﹁
永
山
則
夫
は
行
動
︵
犯
罪
︶
に
よ
っ
て
︑
自
か
ら

マ

マ

の
自
同
律

の
不
快
さ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
﹂
と
中
上
は
言
う
︒
本
文
に
戻
れ
ば
︑

﹁
だ
い
っ
き
ら
い
だ
︑
な
に
も
か
も
﹂
と
い
う
先
の
叙
述
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
の
主
人
公
も
ま
た
内
面
の
苛
立
ち
や
不
快
感
を
明
晰

な
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒﹁
ぼ
く
﹂
は
脅
迫
電
話
の

際
に
も
﹁
な
に
を
言
っ
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
﹂
り
︑﹁
言
う
べ

き
セ
リ
フ
を
忘
れ
て
ど
ぎ
ま
ぎ
﹂
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

山
田
夏
樹
は
︑
右
の
箇
所
で
主
人
公
の
発
言
が
﹁
セ
リ
フ
﹂
と
記
さ
れ
て

い
る
点
に
着
目
し
︑
事
前
に
決
め
ら
れ
た
文
句
に
よ
っ
て
進
行
さ
れ
る
彼
の

脅
迫
は
相
手
の
反
応
を
想
定
し
な
い
﹁
自
己
完
結
し
た
も
の
﹂
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る

(

)
︒
だ
が
︑﹁
セ
リ
フ
﹂
と
は
ま
た
そ
れ
が
主
体
の
内
面
か

20

ら
表
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
一
度
ど
こ
か
で
発
せ
ら
れ
た
紋
切
型
の
表

現
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
︒
爆
破
予
告
の
場
面
に
お
い
て
も
﹁
ぼ

く
﹂
は
﹁
ふ
っ
と
ば
し
て
や
る
︑
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
し
て
や
る
﹂
と
空
疎
な

威
嚇
を
繰
り
返
す
が
︑
そ
こ
で
も
や
は
り
﹁
そ
れ
以
上
の
言
葉
を
ぼ
く
は
思

い
だ
せ
な
か
っ
た
﹂
と
彼
の
発
言
が
予
め
記
憶
さ
れ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な

脅
迫
文
句
に
基
づ
く
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
作
家
の
捉
え

た
永
山
の
如
く
﹁
内
部
︵
言
葉
︶﹂
を
持
た
な
い
﹁
ぼ
く
﹂
に
お
い
て
は
︑

み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
た
外
在
的
な
表
現
に
よ
っ
て
形
作
ら

れ
て
ゆ
く
︒

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
︒︵
中
略
︶
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
︒
そ
れ
は
予

備
校
の
テ
キ
ス
ト
に
の
っ
て
い
た
だ
れ
か
の
詩
の
一
節
だ
っ
た
か
も
し

れ
な
か
っ
た
が
︑
ぼ
く
は
そ
れ
が
い
ま
の
ぼ
く
の
感
情
に
ぴ
っ
た
り
の

よ
う
な
気
が
し
て
う
れ
し
く
な
っ
た
︒

主
人
公
は
﹁
お
れ
は
右
翼
だ
﹂
あ
る
い
は
﹁
お
れ
は
犬
だ
﹂
と
い
う
一
節

を
不
意
に
想
起
し
︑
そ
う
し
た
表
現
に
自
己
同
一
化
を
図
る
︒
作
品
の
中
盤

で
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑﹁
右
翼
に
涙
は
い
ら
な
い
︑
こ
の
街
を
か
け
め
ぐ
る
犬
の

精
神
に
︑
感
傷
は
い
ら
な
い
﹂
と
自
身
を
﹁
右
翼
﹂
や
﹁
犬
の
精
神
﹂
に
準

え
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹁
歌
の
よ
う
な
文
句
﹂
や
﹁
だ
れ
か
の
詩

の
一
節
﹂
に
過
ぎ
な
い
が
︑
不
安
定
な
内
面
を
抱
え
込
ん
だ
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑

右
の
よ
う
な
内
容
空
疎
で
紋
切
型
の
表
現
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

以
上
の
通
り
︑
本
作
の
主
人
公
は
鮮
明
な
自
己
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
ず
︑
自
己
同
一
性
を
保
証
す
る
表
現
を
生
み
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
あ

る
︒
こ
う
し
た
自
意
識
に
よ
る
錯
乱
と
苛
立
ち
│
│
中
上
が
エ
ッ
セ
イ
で
言

う
﹁
自
同
律
の
不
快
さ
﹂
│
│
か
ら
﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
行
動
︵
犯
罪
︶﹂
へ
と

傾
斜
し
て
ゆ
く
︒
だ
が
︑
果
た
し
て
本
作
の
主
人
公
は
︑
秋
山
の
所
謂
﹁
理

由
の
な
い
犯
行
者
﹂
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
節
で
は
︑
﹁
ぼ
く
﹂

の
犯
行
の
根
底
に
存
在
す
る
動
機
を
詳
し
く
分
析
し
て
い
き
た
い
︒

三

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
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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
︒

前
節
に
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹁
ぼ
く
﹂
は
配
達
の
担
当
地
区
を
記
し
た
地

図
を
作
り
︑
気
に
食
わ
な
い
住
民
に
﹁
×
印
﹂
を
付
け
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

右
の
場
面
で
は
﹁
貧
乏
や
︑
貧
乏
人
な
ど
み
る
の
も
い
や
だ
﹂
と
述
べ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
バ
ラ
ッ
ク
の
家
﹂
に
は
﹁
×
﹂
を
付
け
て
い
な
い
︒

﹁
ぼ
く
﹂
は
そ
れ
を
﹁
施
し
﹂
で
あ
る
と
言
う
が
︑
夫
婦
喧
嘩
を
繰
り
返
す

隣
の
住
民
に
対
し
て
も
﹁
お
れ
は
さ
︑
貧
乏
人
を
ほ
ん
と
う
に
嫌
い
な
ん

だ
﹂
と
同
様
の
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
箇
所
か
ら
主
人
公
は
︑

貧
困
に
つ
い
て
嫌
悪
感
と
同
情
心
の
入
り
混
じ
っ
た
感
情
を
抱
い
て
い
る
こ

と
が
窺
わ
れ
る
︒

示
唆
的
な
の
は
︑
中
上
が
﹁
犯
罪
者
永
山
則
夫
か
ら
の
報
告
﹂
に
お
い
て

永
山
の
犯
行
を
分
析
し
た
際
︑
彼
の
﹁
原
体
験
﹂
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
︒
﹁
永
山
則
夫
︑
僕
が
知
り
た
い
の
は
︑
お
ま
え
が
貧
し
さ
故
に
も
っ

た
屈
折
し
た
心
象
の
中
味
だ
︑
強
度
だ
﹂︒
こ
う
述
べ
る
中
上
は
︑
永
山
の

﹁
自
同
律
の
不
快
さ
﹂
は
彼
の
﹁
生
成
過
程
﹂
に
お
け
る
﹁
貧
し
さ
﹂
に

よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た
と
説
い
て
い
る
︒
中
上
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
集
団
就
職

と
い
う
名
の
﹁
土
地
か
ら
の
追
放
﹂
を
通
じ
て
強
化
さ
れ
た
︒
永
山
に
と
っ

て
﹁
青
森
の
板
柳
と
云
う
出
身
地
﹂
は
﹁
帰
り
た
く
と
も
帰
れ
な
い
土
地
﹂

で
あ
り
︑
彼
の
犯
行
は
﹁
故
郷
を
中
心
と
し
た
円
周
運
動
﹂
を
描
い
て
い
る

と
言
う
︒
こ
の
よ
う
に
中
上
は
永
山
の
犯
行
の
動
機
を
そ
の
出
自
に
求
め
て

お
り
︑
同
様
の
発
想
は
永
山
の
事
件
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
言
わ
れ
る
﹁
十
九

歳
の
地
図
﹂
に
お
い
て
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

実
際
に
︑
本
作
の
主
人
公
の
貧
困
に
対
す
る
嫌
悪
感
と
そ
の
裏
面
の
同
情

心
も
︑
彼
の
生
い
立
ち
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒

例
え
ば
︑
隣
の
住
民
に
つ
い
て
述
べ
た
先
の
発
言
は
同
室
の
紺
野
に
よ
る

﹁
な
に
を
み
て
き
た
と
い
う
ん
だ
よ
﹂
と
い
う
問
い
へ
の
返
答
で
あ
っ
た
︒

﹁
ぼ
く
﹂
の
﹁
貧
乏
人
﹂
に
対
す
る
否
定
的
な
感
情
は
︑
彼
の
過
去
を
尋
ね

る
発
言
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
着
目
す
べ
き
は
︑
右

の
場
面
に
続
く
箇
所
で
﹁
ぼ
く
﹂
が
︑
以
下
の
よ
う
に
自
問
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒

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
︒
ぼ
く
は
黙
っ
た
ま
ま
立
ち
あ
が
り
︑
椅
子
に
腰

か
け
て
机
の
上
の
本
立
か
ら
日
本
史
の
教
科
書
を
と
り
だ
し
︑
中
世
の

ペ
ー
ジ
を
ひ
ら
い
て
み
た
︒
つ
ま
ら
な
い
︒
︵
中
略
︶
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
︒

こ
こ
で
﹁
な
に
を
み
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
﹂
と
み
ず
か
ら
に
問
う
て
い
る

よ
う
に
︑
現
在
の
﹁
ぼ
く
﹂
の
意
識
は
過
去
と
の
連
続
性
を
失
っ
て
い
る
︒

別
の
箇
所
で
も
﹁
昔
の
こ
と
を
ぼ
く
が
ほ
と
ん
ど
思
い
だ
せ
な
い
﹂
と
述
べ

ら
れ
て
お
り
︑
彼
は
言
わ
ば
自
身
の
過
去
を
否
認
し
て
い
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
が

﹁
貧
乏
人
﹂
を
嫌
悪
し
な
が
ら
そ
の
理
由
に
つ
い
て
記
述
し
な
い
の
は
︑
こ

う
し
た
過
去
に
対
す
る
否
認
の
衝
動
が
投
影
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら

れ
る
︒
一
方
で
﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
な
ん
の
た
め
に
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
﹂
と
将
来
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の
見
通
し
が
立
た
な
い
現
状
を
悲
観
し
て
お
り
︑
彼
の
時
間
意
識
は
過
去
だ

け
で
は
な
く
未
来
に
向
か
っ
て
も
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
︒﹁
日
本
史
の
教
科
書
﹂

は
こ
こ
で
過
去
か
ら
未
来
へ
と
流
れ
る
時
間
を
象
徴
し
て
お
り
︑﹁
お
れ
は

そ
れ
ら
の
記
述
の
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
﹂
と
言
う
﹁
ぼ
く
﹂

は
過
去
か
ら
未
来
に
向
け
て
延
び
る
直
線
的
な
時
間
軸
を
否
定
し
︑
そ
れ
と

は
異
な
っ
た
世
界
に
自
己
の
存
在
を
位
置
付
け
よ
う
と
夢
想
す
る
︒

本
作
の
主
人
公
は
ま
た
︑
作
家
の
捉
え
た
永
山
の
如
く
空
間
的
に
は
故
郷

の
存
在
に
縛
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
な
い
︑
な
い
︑
な
ん
に
も
な
い
﹂

と
言
う
彼
の
﹁
ぜ
つ
ぼ
う
﹂
は
︑﹁
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
ù
の
巣
の
よ
う
な
も
の
は
な
い
﹂
と
い
う
感
慨

を
裏
面
に
潜
め
て
い
る
︒
都
会
の
生
活
に
対
す
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
憤
懣
は
︑

﹁
草
の
葉
﹂
や
﹁
茎
や
藁
ù
の
巣
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
牧
歌
的
な
田
園
風
景
へ

の
憧
憬
に
繫
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
下
に
挙
げ
る
列
車
の
爆
破
予
告
の

場
面
に
お
い
て
も
︑
恐
ら
く
そ
の
背
景
に
は
故
郷
と
の
関
係
性
が
暗
示
さ
れ

て
い
る
︒

﹁
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
︒

こ
こ
で
爆
破
予
告
の
対
象
で
あ
る
﹁
玄
海
号
﹂
は
︑
﹁
Ｏ
駅
﹂﹁
Ｋ
市
﹂

﹁
Ｓ
﹂
に
到
着
す
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
渡
部
直
己
は
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の

頭
文
字
が
作
家
の
郷
里
の
﹁
尾
鷲
﹂﹁
熊
野
﹂﹁
新
宮
﹂
と
い
う
地
名
に
対
応

す
る
と
指
摘
し
て
い
る

(

)
︒
そ
れ
に
対
し
て
山
田
夏
樹
は
︑
む
し
ろ
右
の
場
面

21

が
﹁
不
意
に
姉
を
お
も
い
だ
し
た
﹂
や
﹁
昔
の
こ
と
を
ぼ
く
が
ほ
と
ん
ど
思

い
だ
せ
な
い
﹂
と
い
う
叙
述
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
を
促
し
て

い
る

(

)
︒
山
田
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
場
面
が
重
要
な
の
は
作
家
の
出

22
身
地
を
読
者
に
喚
起
す
る
か
ら
で
は
な
く
︑
主
人
公
の
な
か
で
列
車
の
爆
破

予
告
が
﹁
姉
﹂
の
記
憶
や
﹁
昔
の
こ
と
﹂
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
点
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
列
車
の
爆
破
と
い
う
﹁
ぼ
く
﹂
の
テ
ロ
ル

の
欲
望
は
先
に
見
た
過
去
に
対
す
る
否
認
の
衝
動
が
現
れ
出
た
も
の
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
り
︑﹁
玄
海
号
﹂
の
到
着
地
は
そ
こ
で
あ
た
か
も
主
人
公
の

故
郷
で
あ
る
か
の
如
く
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
右
の
場
面
で
は
﹁
ぼ
く
﹂
の
側
か
ら
は
何
ら
の
明
確
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
も
発
せ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
︒﹁
爆
破
﹂
や

﹁
爆
弾
﹂
と
い
っ
た
単
語
を
発
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
駅
員
で
あ
り
︑

主
人
公
は
﹁
さ
あ
︑
ど
う
か
な
？
﹂
な
ど
と
曖
昧
な
受
け
答
え
を
す
る
一
方

で
︑﹁
ふ
っ
と
ば
し
て
や
る
﹂
と
感
情
だ
け
が
先
行
し
た
空
疎
な
脅
迫
文
句

を
投
げ
付
け
る
に
過
ぎ
な
い
︒
別
の
箇
所
に
お
い
て
も
﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
南
の

ほ
う
へ
行
く
あ
れ
﹂
や
﹁
あ
れ
な
ん
と
か
っ
て
い
っ
た
ん
だ
な
﹂
と
要
領
を

得
な
い
返
答
を
繰
り
返
し
て
お
り
︑
彼
の
発
言
か
ら
は
﹁
玄
海
号
﹂
と
い
う

爆
破
対
象
の
名
前
さ
え
抜
け
落
ち
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
︑

前
節
に
見
た
﹁
ぼ
く
﹂
の
﹁
言
葉
﹂
を
持
た
な
い
状
態
は
彼
の
否
認
の
対
象
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で
あ
る
過
去
や
故
郷
と
い
っ
た
要
素
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
付
い
て
い
る
の

で
あ
り
︑
そ
う
し
た
自
己
の
存
在
の
基
盤
を
否
認
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
彼
は

﹁
内
部
︵
言
葉
︶﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
だ
︒﹁
ど
う
し
て
玄
海
号
な
ん
で
す
か
﹂
と
尋
ね
る
駅
員
に
対
し
て

﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
次
の
よ
う
に
返
答
し
て
い
る
︒

﹁
な
ん
で
も
い
い
ん
だ
よ
︑
だ
け
ど
玄
海
に
な
っ
た
ん
だ
︑
し
よ
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
﹂

﹁
ぼ
く
﹂
は
﹁
玄
海
号
﹂
の
到
着
地
を
﹁
一
線
と
他
の
線
が
交
錯
す
る
部

分
﹂
と
表
現
し
て
い
る
︒
だ
が
先
に
見
た
よ
う
に
︑
そ
の
場
所
は
決
し
て

﹁
任
意
の
一
点
﹂
な
ど
で
は
な
く
︑﹁
姉
﹂
の
記
憶
や
﹁
昔
の
こ
と
﹂
が
結
び

付
い
た
主
人
公
の
体
験
に
根
差
し
た
土
地
で
あ
っ
た
︒
着
目
す
べ
き
は
︑
右

の
箇
所
で
﹁
ぼ
く
﹂
が
テ
ロ
ル
の
論
理
を
﹁
ノ
ー
ト
﹂
の
比
喩
に
よ
っ
て
説

明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
言
う
線
分
同
士
の
交
差
点
と
は
明
ら
か

に
彼
の
地
図
に
記
さ
れ
る
﹁
×
印
﹂
に
対
応
し
て
お
り
︑﹁
ぼ
く
﹂
に
お
い

て
は
現
実
と
地
図
が
等
価
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
自
身
の
置
か
れ
て
い
る
現
実
の
状
況
を
否
定
し
︑
主
人
公
が
描

き
出
す
地
図
の
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
︒
次
節
で
は
︑﹁
ぼ

く
﹂
の
夢
見
る
地
図
の
世
界
と
そ
こ
に
投
影
さ
れ
た
彼
の
願
望
を
具
体
的
に

検
証
し
て
い
き
た
い
︒

四

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
︒

右
の
場
面
で
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
過
去
か
ら
未
来
へ
と
流
れ
る
時
間
を
象
徴
す

る
﹁
日
本
史
の
教
科
書
﹂
を
投
げ
捨
て
︑﹁
か
わ
り
に
地
図
帖
を
と
り
だ
し

て
ひ
ろ
げ
﹂
る
︒
中
田
健
太
郎
は
︑
こ
の
部
分
を
指
し
て
地
図
を
作
る
﹁
彼

の
思
惑
は
︑
正
史
と
し
て
教
え
ら
れ
る
﹁
日
本
史
﹂
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
で
︑

地
理
的
な
思
考
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
﹂
と
指
摘
す
る

(

)
︒
だ
が
︑﹁
恨
み
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は
な
か
っ
た
﹂
と
言
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
隣
家
の
﹁
二
倍
ほ
ど
の
大
き

さ
﹂
の
家
に
﹁
三
重
×
﹂
を
付
け
る
彼
の
振
る
舞
い
は
先
に
挙
げ
た
﹁
バ

ラ
ッ
ク
の
家
﹂
に
印
を
付
け
な
か
っ
た
行
動
と
好
対
照
を
な
し
て
お
り
︑
そ

こ
に
は
や
は
り
過
去
の
記
憶
が
投
影
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
ぼ
く
﹂
の
時
間
に
対

す
る
意
識
は
︑
中
田
の
所
謂
﹁
地
理
的
な
思
考
﹂
を
代
表
す
る
よ
う
な
地
図

の
製
作
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

更
に
別
の
箇
所
で
は
︑﹁
ぼ
く
は
地
図
帖
に
︑
そ
の
家
の
職
業
も
︑
家
族

構
成
も
︑
そ
れ
に
出
身
地
ま
で
も
書
き
こ
み
た
か
っ
た
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
︑
﹁
ぼ
く
﹂
が
﹁
地
図
つ
く
り
﹂
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る

の
は
住
民
た
ち
の
故
郷
な
い
し
は
過
去
で
あ
り
︑
彼
の
興
味
は
あ
く
ま
で
も

出
自
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
日
本
史
の
教
科
書
﹂
を
投
げ
捨
て
た

﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
地
図
と
い
う
彼
自
身
が
恣
意
的
に
構
築
し
う
る
虚
構
の
世
界
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へ
と
没
頭
し
て
ゆ
く
︒

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
界
は
ぼ
く
の
手
の
中
に
あ
っ
た
︒
ぼ
く
自
身
で
す
ら
ぼ
く

の
手
の
中
に
あ
っ
た
︒

﹁
物
理
の
ノ
ー
ト
﹂
に
記
さ
れ
た
地
図
の
世
界
は
﹁
物
理
の
法
則
﹂
に

沿
っ
て
構
築
さ
れ
︑
そ
こ
に
自
身
は
﹁
完
全
な
精
神
﹂
あ
る
い
は
﹁
神
﹂
と

し
て
君
臨
す
る
と
﹁
ぼ
く
﹂
は
言
う
︒
野
谷
文
昭
は
︑﹁
こ
の
地
区
一
帯
は

ぼ
く
の
支
配
下
に
あ
る
﹂
と
い
う
叙
述
を
指
し
て
︑﹁
こ
こ
で
言
わ
れ
る
地

区
＝
世
界
と
は
︑
外
部
世
界
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
﹁
ぼ
く
﹂
の
内
部
世
界
と

い
え
よ
う
﹂
と
述
べ
て
い
る

(

)
︒
だ
が
︑
右
の
箇
所
で
は
地
図
に
記
さ
れ
た
配
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達
地
区
の
一
帯
を
手
中
に
収
め
る
こ
と
よ
り
も
︑﹁
ぼ
く
自
身
で
す
ら
ぼ
く

の
手
の
中
に
あ
っ
た
﹂
と
み
ず
か
ら
を
地
図
の
世
界
に
位
置
付
け
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
る
︒
前
節
ま
で
に
見
た
通
り
︑
主
人
公
は
脅
迫
電
話
に
よ
っ

て
都
会
の
生
活
に
対
す
る
憤
懣
を
発
散
し
︑
列
車
の
爆
破
予
告
を
通
じ
て
過

去
と
故
郷
の
記
憶
を
否
認
し
果
せ
よ
う
と
す
る
︒﹁
ぼ
く
﹂
が
望
む
の
は
そ

う
し
た
現
実
の
時
空
間
に
規
定
さ
れ
た
自
己
の
存
在
を
消
し
去
り
︑
地
図
と

い
う
虚
構
の
世
界
に
生
き
直
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
結
末
近
く
の
場
面
に
お
い
て
﹁
ぼ
く
﹂
の
願
望
は
︑
あ
え
な

く
破
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒
紺
野
か
ら
番
号
を
聞
き
出
し
て
﹁
か
さ
ぶ
た

だ
ら
け
の
マ
リ
ア
さ
ま
﹂
に
電
話
を
か
け
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
受
話
器
の
向
こ

う
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
声
を
耳
に
し
︑
﹁
計
算
ち
が
い
で
失
敗
し
た
﹂
と
思

う
︒﹁

あ
あ
ゆ
る
し
て
よ
お
︑
ゆ
る
し
て
ほ
し
い
の
お
﹂
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
︑﹁
噓
を
つ
け
﹂
と
吠
え
つ
く
よ
う
に
ど
な
っ
た
︒﹁
噓
を
つ
け
﹂

た
し
か
に
確
実
に
ぼ
く
は
噓
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
︒

紺
野
の
愛
人
の
マ
リ
ア
に
電
話
を
か
け
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
﹁
ゆ
る
し
て
ほ

し
い
の
お
﹂
と
い
う
そ
の
声
を
聞
き
︑﹁
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を

し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
感
じ
る
︒
右
の
マ
リ
ア
の
科
白
は
︑
恐
ら
く
作
品
の
前

半
部
で
紺
野
が
述
べ
て
い
た
﹁
親
は
こ
れ
か
ら
一
生
︑
あ
あ
ゆ
る
し
て
く
だ

さ
い
︑
苦
し
い
に
つ
け
た
の
し
い
に
つ
け
言
い
つ
づ
け
ん
な
ら
ん
﹂
と
い
う

子
供
を
棄
て
た
親
の
感
慨
に
対
応
し
て
い
る
︒
ま
た
別
の
場
面
で
﹁
ぼ
く
﹂

は
︑﹁
母
親
の
た
け
り
く
る
っ
た
顔
や
︑
姉
の
喉
が
裂
け
ひ
き
ち
ぎ
れ
る
よ

う
な
痛
い
声
を
眼
に
し
耳
に
す
る
子
供
の
ほ
う
が
む
し
ろ
ま
れ
な
の
だ
﹂
と

自
身
の
境
遇
を
思
わ
せ
る
供
述
を
し
て
お
り
︑
マ
リ
ア
の
﹁
泣
き
声
﹂
は
そ

の
箇
所
と
も
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
マ
リ
ア
の
電
話
が

貧
し
さ
ゆ
え
に
子
供
を
棄
て
た
親
の
悲
嘆
や
肉
親
の
言
動
を
喚
起
す
る
か
ら

こ
そ
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
受
話
器
に
向
か
っ
て
﹁
噓
を
つ
け
﹂
と
繰
り
返
し
︑
過

去
の
記
憶
や
故
郷
の
存
在
が
意
識
の
上
に
浮
上
し
て
く
る
こ
と
を
拒
否
し
続

け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
右
の
場
面
で
﹁
ぼ
く
﹂
が
﹁
言
葉
に
で
は
な
く
て
声
に
腹
を
立
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て
﹂
と
マ
リ
ア
の
﹁
言
葉
﹂
で
は
な
く
﹁
声
﹂
に
反
応
し
て
い
る
点
に
眼
を

留
め
て
お
き
た
い
︒﹁
内
部
︵
言
葉
︶﹂
を
持
た
な
い
彼
は
事
態
の
推
移
を
明

晰
な
言
語
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
れ
を
﹁
声
﹂
と
し
て
曖

昧
な
形
で
受
け
止
め
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
だ
︒
マ
リ
ア
と
の
電
話
に
対

す
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
反
応
は
︑
結
末
の
場
面
に
お
い
て
も
次
の
よ
う
に
語
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︒

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
︒

結
末
の
場
面
で
流
れ
る
﹁
あ
た
た
か
い
涙
﹂
は
先
に
引
用
し
た
﹁
右
翼
に

涙
は
い
ら
な
い
﹂﹁
犬
の
精
神
に
︑
感
傷
は
い
ら
な
い
﹂
と
い
う
叙
述
に
対

応
し
て
お
り
︑
主
人
公
は
最
終
的
に
そ
う
し
た
表
現
へ
の
自
己
同
一
化
に
失

敗
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒
代
わ
っ
て
彼
に
付
与
さ
れ
る
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
は
︑﹁
白
痴
の
新
聞
配
達
﹂
で
あ
る
︒
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑

こ
こ
に
は
か
つ
て
在
籍
し
て
い
た
配
達
員
の
姿
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る

(

)
︒
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だ
が
私
見
に
よ
れ
ば
︑
結
末
に
お
い
て
唐
突
に
そ
の
存
在
が
喚
起
さ
れ
る
の

は
偶
然
で
は
な
く
︑
か
つ
て
の
﹁
白
痴
の
新
聞
配
達
﹂
が
﹁
道
が
わ
か
ら
な

い
っ
て
お
い
お
い
泣
い
て
﹂
い
た
よ
う
に
︑
同
様
の
記
述
に
よ
っ
て
主
人
公

が
配
達
地
区
を
記
し
た
地
図
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
マ

リ
ア
と
の
電
話
を
通
じ
て
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
過
去
と
故
郷
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま

さ
れ
︑
地
図
と
い
う
夢
想
の
世
界
を
手
放
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
地
図
の

世
界
を
失
っ
た
﹁
ぼ
く
﹂
は
︑
か
つ
て
の
﹁
白
痴
の
新
聞
配
達
﹂
が
﹁
手

鏡
﹂
に
固
執
し
て
い
た
よ
う
に
︑
再
度
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
境
位
へ
と
後
退
し

て
ゆ
く
他
は
な
い
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
右
の
よ
う
な
事
態
を
主
人
公
は
や
は
り
﹁
な
に
か
が
と
け
て

し
ま
っ
た
﹂
と
曖
昧
な
感
覚
で
受
容
す
る
に
過
ぎ
な
い
︒
対
照
的
に
︑
末
尾

の
一
文
で
語
り
手
は
﹁
声
を
出
さ
ず
に
泣
い
て
い
る
の﹅

だ﹅

っ﹅

た﹅

﹂︵
傍
点
引

用
者
︶
と
そ
れ
ま
で
の
直
接
体
験
的
な
過
去
を
指
示
す
る
文
末
詞
を
消
去
し
︑

事
態
が
全
て
遠
い
昔
の
出
来
事
で
あ
っ
た
か
の
如
く
自
身
の
姿
を
離
れ
た
時

点
か
ら
客
観
的
に
記
述
し
て
い
る
︒
江
藤
淳
は
本
作
に
つ
い
て
︑
﹁
作
者
が

主
人
公
に
つ
き
す
ぎ
て
い
る
と
こ
ろ
が
気
に
な
っ
た
が
︑
結
末
で
わ
ず
か
に

破
綻
を
ま
ぬ
が
れ
た
﹂
と
評
し
て
い
る

(

)
︒
江
藤
の
評
言
は
︑
恐
ら
く
こ
う
し
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た
末
尾
の
叙
述
の
自
己
批
評
的
な
性
格
を
指
し
て
い
る
︒
柄
谷
行
人
が
本
作

の
﹁
滑
稽
﹂
さ
を
指
摘
す
る
の
も

(

)
︑
主
人
公
を
突
き
放
し
彼
の
境
遇
を
戯
画
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化
す
る
語
り
手
の
客
観
性
に
こ
そ
由
来
し
て
い
よ
う
︒
以
上
の
通
り
︑
主
人

公
が
マ
リ
ア
と
の
電
話
に
よ
っ
て
地
図
の
世
界
を
失
い
現
実
の
状
況
へ
と
引

き
戻
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
こ
と
を
客
観
的
に
記
述
し
自
己
批
評
す
る
語

り
手
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
で
本
作
は
完
結
を
見
る
の
で
あ
る
︒

五

中
上
健
次
は
﹁
犯
罪
者
永
山
則
夫
か
ら
の
報
告
﹂
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
お

い
て
︑
秋
山
駿
の
批
評
か
ら
青
年
の
自
意
識
と
い
う
観
点
を
継
承
し
つ
つ
︑

﹁
貧
し
さ
﹂
と
﹁
土
地
﹂
と
い
う
要
因
が
永
山
の
﹁
自
同
律
の
不
快
さ
﹂
の

根
幹
を
形
成
し
た
と
述
べ
て
い
た
︒
本
作
の
主
人
公
も
ま
た
そ
の
言
動
の
背
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景
に
貧
し
い
生
ま
れ
と
故
郷
に
対
す
る
愛
憎
感
情
を
宿
し
て
お
り
︑
明
晰
な

言
語
に
よ
っ
て
自
身
の
内
面
を
表
現
で
き
な
い
﹁
ぼ
く
﹂
は
脅
迫
電
話
や
爆

破
予
告
と
い
っ
た
﹁
行
動
︵
犯
罪
︶﹂
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
︒
作
品
の
標
題

に
も
掲
げ
ら
れ
た
地
図
と
は
︑
現
実
の
時
間
性
と
空
間
性
を
否
定
し
た
と
こ

ろ
に
構
築
さ
れ
る
﹁
ぼ
く
﹂
の
夢
想
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
︒

﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
の
主
人
公
を
﹁
理
由
の
な
い
犯
行
者
﹂
と
呼
び
︑
そ

こ
に
七
〇
年
代
の
文
学
を
牽
引
す
る
新
た
な
可
能
性
を
読
み
取
っ
た
の
は
秋

山
駿
で
あ
っ
た
︒
秋
山
も
指
摘
す
る
通
り
︑
確
か
に
本
作
の
主
人
公
も
ま
た

自
意
識
ゆ
え
の
苛
立
ち
や
不
快
感
を
抱
い
て
お
り
︑
こ
う
し
た
青
年
の
ナ
ル

シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
性
が
彼
を
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て
る
︒
だ
が
主
人
公
の
言

動
の
背
景
に
は
︑
先
の
よ
う
な
過
去
と
故
郷
に
対
す
る
否
認
の
衝
動
が
根
差

し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
秋
山
を
始
め
と
し
て
本
作
に
都
会
の
青
年
の
鬱
屈
や

当
時
の
若
者
風
俗
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
従
来
の
分
析
は
そ
の
点
を
見
落
と

し
て
い
る
︒
中
上
の
作
品
風
土
に
お
い
て
﹁
青
春
小
説
﹂
な
る
も
の
は
︑
出

自
に
対
す
る
否
定
の
形
を
取
っ
て
し
か
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
︒

七
〇
年
代
後
半
に
中
上
は
︑
秋
山
と
往
復
書
簡
を
交
わ
し
て
い
る
︒﹁
衰

弱
し
た
者
か
ら
元
気
な
病
人
へ
﹂︵﹃
伝
統
と
現
代
﹄

・

︶
と
題
し
た
書

77

7

簡
に
お
い
て
秋
山
は
︑﹁
君
は
い
つ
も
元
気
だ
っ
た
︒
血
縁
と
か
肉
親
と
か

家
族
と
か
︑
濃
密
に
人
間
関
係
に
鎖
さ
れ
︑
重
い
風
土
の
圧
迫
に
頭
を
抑
え

ら
れ
な
が
ら
︑
し
か
も
頑
強
に
立
っ
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
後
︑﹁
僕
な
ら
そ

れ
ら
は
捨
て
て
し
ま
う
の
に
﹂
と
近
年
の
中
上
の
活
動
に
つ
い
て
一
抹
の
疑

念
を
表
明
し
て
い
る

(

)
︒
そ
れ
に
対
し
て
中
上
は
︑﹁
蓄
積
さ
れ
た
自
然
と
し

28

て
の
存
在
﹂
と
い
う
返
信
文
を
書
き
︑
以
下
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
︒

秋
山
さ
ん
は
︑
い
み
じ
く
も
︑
自
分
を
衰
弱
す
る
人
間
と
し
︑
ぼ
く

を
元
気
す
ぎ
る
病
人
と
し
ま
し
た
︒
ず
い
ぶ
ん
隔
た
っ
た
距
離
に
二
人

を
お
い
た
の
で
す
が
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑
秋
山
さ
ん
は
︑
そ
の
隔

た
っ
た
距
離
を
逆
方
向
に
半
円
め
ぐ
っ
た
同
着
点
に
思
い
を
い
た
し
て

く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
す
か
︒
た
し
か
に
︑
ぼ
く
は
関
係
を
引
受

け
︑
そ
の
関
係
を
全
部
ぶ
ち
こ
わ
し
︑
撃
破
し
て
い
き
︑
そ
し
て
同
時

に
自
分
も
撃
破
さ
れ
て
い
く
と
い
う
感
じ
な
の
で
す
が
︑
秋
山
さ
ん
は

そ
う
い
う
も
の
を
は
じ
め
か
ら
拒
み
な
が
ら
や
が
て
同
じ
よ
う
な
と
こ

ろ
へ
¬
り
つ
く

(

)
︒

29

中
上
に
よ
れ
ば
︑
秋
山
の
批
評
と
自
身
の
小
説
は
終
着
点
を
一
に
し
て
い

る
︒
小
説
家
が
﹁
関
係
を
引
受
け
︑
そ
の
関
係
を
全
部
ぶ
ち
こ
わ
し
︑
撃
破

し
て
い
﹂
く
の
に
対
し
て
︑
批
評
家
は
﹁
そ
う
い
う
も
の
を
は
じ
め
か
ら
拒

み
な
が
ら
や
が
て
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
¬
り
つ
く
﹂
︒
殺
人
者
の
内
面
に

焦
点
を
当
て
る
秋
山
の
批
評
と
自
身
の
生
い
立
ち
を
投
影
し
た
中
上
の
小
説

は
︑﹁
逆
方
向
に
半
円
め
ぐ
っ
た
同
着
点
﹂
に
向
か
っ
て
い
る
と
言
う
の
で

あ
る
︒﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
に
お
け
る
犯
罪
と
い
う
主
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

の
相
違
も
ま
た
︑
右
に
見
ら
れ
る
両
者
の
差
異
│
│
彼
ら
の
好
ん
だ
表
現
を

用
い
れ
ば
﹁
根
無
し
草
﹂
で
あ
る
秋
山
と
﹁
根
生
い
﹂
で
あ
る
中
上
と
の
差

異
を
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
︒

し
か
し
﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂
で
は
︑
既
に
み
ず
か
ら
の
﹁
根
﹂
に
悩
む
上

京
青
年
の
姿
が
戯
画
化
し
て
描
か
れ
て
い
た
︒
マ
リ
ア
の
電
話
は
主
人
公
に

過
去
と
故
郷
の
記
憶
を
喚
起
し
︑
彼
を
現
実
の
状
況
へ
と
引
き
戻
す
︒
た
だ

し
﹁
外
部
の
人
間
﹂
た
る
彼
は
︑
事
態
を
﹁
声
﹂
と
し
て
受
け
止
め
︑﹁
言

葉
﹂
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
こ
う
し
た
結
末
の

場
面
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
本
作
で
は
語
り
手
が
部
分
的
に
は
主
人
公
を
突

き
放
し
︑
彼
の
苦
悩
を
戯
画
化
し
て
い
る
︒
本
作
以
降
︑
中
上
は
血
縁
や
風

土
と
い
っ
た
主
題
を
三
人
称
の
話
法
に
よ
っ
て
描
き
出
す
こ
と
を
実
践
し
つ
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つ
︑
他
方
で
は
出
自
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
歴
史
的
な
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ

と
を
試
み
始
め
る
︒
前
者
は
﹃
化
粧
﹄︵
講
談
社
︑

・

︶
と
い
う
連
作

78

3

短
�
集
に
︑
後
者
は
﹃
紀
州
木
の
国
・
根
の
国
物
語
﹄︵
朝
日
新
聞
社
︑

・

︶
と
い
う
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
十
九
歳

78

7

の
地
図
﹂
と
い
う
作
品
は
︑
こ
の
よ
う
な
作
家
自
身
の
転
回
点
︑
す
な
わ
ち

自
己
の
﹁
根
﹂
に
対
す
る
態
度
を
否
定
か
ら
直
視
へ
と
改
め
る
過
渡
期
に
位

置
す
る
小
説
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

＊
本
文
の
引
用
は
︑﹃
中
上
健
次
全
集

﹄︵
集
英
社
︑

・

︶
に
よ
る
︒
本

1

95

8

稿
は
︑
第
二
七
回
神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会
研
究
発
表
会
︵
二
〇
一

六
年
八
月
︶
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
︒
会
場
で
ご
教
示
い

た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
し
た
い
︒
執
筆
に
際
し
て
は
︑
平
成
二
九
年
度
科
学

研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
1
7
J0
0
5
0
6︶
の
助
成
を

受
け
た
︒

注
︵
�
︶

永
井
龍
男
﹁
第

回
芥
川
賞
選
評
﹂︵﹃
文
芸
春
秋
﹄

・

︶

69

73

9

︵
�
︶

松
本
健
一
﹁
同
時
代
の
爆
弾
﹂︵﹃
十
九
歳
の
地
図
﹄
解
説
︑
河
出
文
庫
︑

・

︶
︒
高
澤
秀
次
﹁﹁
事
件
﹂
か
ら
﹁
小
説
﹂
へ
﹂︵﹃
新
装
版

十
九
歳
の

81

6

地
図
﹄
解
説
︑
河
出
文
庫
︑

・

︶︒

15

1

︵
�
︶

渡
部
直
己
﹁
愛
し
さ
に
つ
い
て
﹂︵﹃
す
ば
る
﹄

・

︶

95

4

︵
�
︶

金
子
昌
夫
﹁
︿
私
の
書
評
﹀

中
上
健
次
著
﹃
十
九
歳
の
地
図
﹄﹂︵﹃
自
由
﹄

・

︶

75

1

︵
�
︶

無
署
名
﹁
新
著
縦
覧

中
上
健
次
﹃
十
九
歳
の
地
図
﹄﹂︵﹃
季
刊
芸
術
﹄

・
74

︶
10

︵
	
︶

秋
山
駿
﹁
中
上
健
次
の
思
い
出
﹂︵﹃
群
像
﹄

・

︶
に
よ
れ
ば
︑
ボ
ツ

92

10

原
稿
と
な
っ
て
い
た
﹁
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ
﹂
は
柄
谷
行
人
を
通
じ
て
秋
山

の
も
と
に
持
ち
込
ま
れ
た
︒
な
お
︑﹃
日
本
読
書
新
聞
﹄
に
務
め
て
い
た
井
出

彰
は
︑﹃
書
評
紙
と
共
に
歩
ん
だ
五
〇
年
﹄︵
論
創
社
︑

・

︶
に
お
い
て

12

12

自
身
が
同
作
を
秋
山
に
紹
介
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
秋
山
の
供
述

や
作
家
の
妻
・
紀
和
鏡
の
証
言
︵﹃
す
ば
る
﹄

・

︶
と
も
食
い
違
っ
て
お

94

10

り
︑
正
確
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

︵


︶

秋
山
駿
﹁
新
し
い
時
代
の
駄
々
っ
児
│
中
上
健
次
論
﹂︵﹃
新
潮
﹄

・

︶

78

5

︵
�
︶

川
村
湊
﹁
秋
山
駿
の
﹁
犯
罪
﹂﹂︵﹃
群
像
﹄

・

︶

95

7

︵
�
︶

秋
山
駿
﹁
内
部
の
人
間
の
犯
罪
﹂︵
初
出
﹁
想
像
す
る
自
由
﹂﹃
文
学
者
﹄

・

︶︑
引
用
は
﹃
秋
山
駿
批
評
Ⅰ

定
本
内
部
の
人
間
﹄︵
小
沢
書
店
︑

63

11
・

︶
に
よ
る
︒

73

5

︵

︶

中
上
健
次
・
秋
山
駿
・
田
久
保
英
夫
・
上
総
英
郎
﹁
戦
後
文
学
の
流
れ
か

10

ら
﹂
︵﹃
三
田
文
学
﹄

・

︶

70

2

︵

︶

中
上
健
次
﹁
犯
罪
者
永
山
則
夫
か
ら
の
報
告
﹂︵﹃
文
芸
首
都
﹄

・

︶

11

69

8

︵

︶

例
え
ば
︑
鈴
木
道
彦
は
﹁
日
本
の
ジ
ュ
ネ
﹂︵
﹃
新
日
本
文
学
﹄

・

︶

12

67

2

に
お
い
て
︑
小
松
川
事
件
に
対
す
る
秋
山
の
評
価
が
﹁
在
日
朝
鮮
人
の
生
存

の
条
件
﹂
を
看
過
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
︒
な
お
︑
鈴
木
の
こ
の
エ
ッ

セ
イ
は
︑
秋
山
の
﹁
内
部
の
人
間
の
犯
罪
﹂
と
と
も
に
︑﹃
現
代
人
の
思
想
4

反
抗
的
人
間
﹄︵
い
い
だ
・
も
も
編
︑
平
凡
社
︑

・

︶
に
収
録
さ
れ
て
い

67

10

る
︒

︵

︶

髙
山
文
彦
﹃
エ
レ
ク
ト
ラ

中
上
健
次
の
生
涯
﹄︵
文
芸
春
秋
︑

・

︑

13

07

11

二
三
九
頁
︶

︵

︶

た
だ
し
︑﹁
共
同
討
議

昭
和
批
評
の
諸
問
題

一
九
六
五
│
一
九
八
九
﹂

14
︵﹃
季
刊
思
潮
﹄

・

︶
に
お
い
て
蓮
實
重
彥
は
︑﹁
た
と
え
ば
中
上
健
次
に

90

4

し
て
も
︑
秋
山
駿
か
ら
間
違
い
な
く
あ
る
種
の
刺
激
を
受
け
て
る
と
思
う
﹂

と
そ
の
影
響
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
︒

︵

︶

大
橋
健
三
郎
﹁
血
縁
・
夫
婦
・
個
﹂︵﹃
群
像
﹄

・

︶

15

76

6
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︵

︶

絓
秀
実
﹁
ナ
ル
シ
ス
の
﹁
言
葉
﹂﹂︵﹃
群
像
﹄

・

︑
傍
点
原
文
︶︒
ち

16

79

4

な
み
に
︑
別
の
箇
所
で
絓
は
上
記
の
論
を
発
表
し
た
際
︑
中
上
が
自
作
に
見

ら
れ
る
﹁
水
﹂
の
主
題
系
に
つ
い
て
﹁
気
づ
か
な
か
っ
た
﹂
と
告
げ
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
︵﹃
週
刊
読
書
人
﹄

・

・

︶︒
こ
こ
で
絓
が
言
及
し
て

11

5

20

い
る
中
上
の
作
品
と
物
質
的
主
題
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
少
年
の

想
像
力
│
中
上
健
次
﹁
一
番
は
じ
め
の
出
来
事
﹂
論
﹂︵﹃
阪
神
近
代
文
学
研

究
﹄

号
︑

・

︶
を
参
照
︒

18

17

5

︵

︶

三
浦
雅
士
﹁
中
上
健
次
ま
た
は
物
語
の
発
生
﹂︵﹃
新
潮
﹄

・

︶

17

82

3

︵

︶

秋
山
駿
﹁
文
芸
時
評
﹂︵﹃
中
日
新
聞
﹄
夕
刊
︑

・

・

︶︑

18

73

6

30

︵

︶

秋
山
駿
﹁
ノ
ー
ト
を
読
ん
で
﹂︵
永
山
則
夫
﹃
増
補
新
版

無
知
の
涙
﹄
解

19

説
︑
河
出
文
庫
︑

・

︶

90

7

︵

︶

山
田
夏
樹
﹁
﹁
世
間
﹂
と
電
子
メ
デ
ィ
ア
│
過
渡
期
と
し
て
の
中
上
健
次

20
﹁
十
九
歳
の
地
図
﹂﹂︵﹃
立
教
大
学
日
本
文
学
﹄

号
︑

・

︶

94

05

7

︵

︶

渡
部
直
己
﹁
中
上
健
次
の
過
激
な
﹁
交
錯
線
﹂﹂︵﹃
群
像
﹄

・

︶︒
な

21

02

7

お
︑
こ
の
指
摘
は
近
年
実
証
的
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
髙
山
文
彦
は
﹁
原

稿
を
受
け
と
っ
た
段
階
で
は
︑
列
車
の
名
前
は
﹁
紀
州
に
向
か
う
夜
行
急
行

の
実
名
が
書
か
れ
て
い
た
﹂﹂
と
い
う
当
時
の
編
集
者
の
証
言
を
記
し
て
い
る

︵
﹃
エ
レ
ク
ト
ラ
﹄
前
掲
︑
二
四
四
頁
︶︒

︵

︶

注

に
同
じ
︒

22

20

︵

︶

中
田
健
太
郎
﹁
土
地
を
も
た
な
い
歴
史
の
可
能
性
│
中
上
健
次
の
﹁
地
図
﹂

23

に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄

・

︶

08

10

︵

︶

野
谷
文
昭
﹁
青
春
と
成
熟
の
は
ざ
ま
﹂︵﹃
中
上
健
次
全
集

﹄
月
報
︑
集

24

9

英
社
︑

・

︶

96

2

︵

︶

注

に
同
じ
︒

25

20

︵

︶

江
藤
淳
﹁
文
芸
時
評
﹂︵﹃
毎
日
新
聞
﹄
夕
刊
︑

・

・

︶

26

73

5

29

︵

︶

柄
谷
行
人
﹁
﹃
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