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は
じ
め
に

　

坂
口
安
吾
の
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
は
、
一
九
四
七
年
六
月

一
五
日
発
行
の
『
肉
体
』
第
一
巻
第
一
号
の
「
創
作
」
欄
に
発
表
さ

れ
た
。
先
行
論
で
は
桜
の
森
の
正
体

i

や
女
の
「
首
遊
び
」ii

、
彼

女
が
「
鬼
」
と
な
っ
た
理
由

iii

、
そ
れ
か
ら
男
と
女
の
性
質
や
関
係

性
iv
、
更
に
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
」
と
さ
れ
る
「
孤
独
」v

に
も
着
目
さ
れ
て
き
た
。
本
論
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
に
焦
点
を
当
て

て
は
い
る
も
の
の
、
論
の
展
開
や
結
び
が
先
行
論
と
は
異
な
っ
て
く

る
。

　

本
論
で
は
、
第
一
章
で
桜
の
森
の
満
開
と
女
に
共
通
す
る
「
形
成

と
分
解
の
魔
術
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
が
男
に
ど
う
作
用
し
た
の

か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
。
第
二
章
で
は
男
と
女
の
性
質
・

人
物
像
に
焦
点
を
当
て
、
一
章
で
拾
え
な
か
っ
た
細
か
な
部
分
に
つ

い
て
論
を
進
め
て
い
く
。
更
に
第
三
章
で
は
、
安
吾
の
戦
争
体
験
に

触
れ
、
そ
の
経
験
が
本
作
品
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
の
か
を

考
え
る
。 坂

口
安
吾
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

村　

上　

晴　

日

第
一
章

第
一
節
　
桜
の
森
の
満
開
と
女
の
共
通
性

【「
形
成
」
と
「
分
解
」
か
ら
見
る
共
通
性
】

　

次
の
文
章
は
、
女
の
美
が
飾
り
物
を
付
け
足
す
こ
と
に
よ
っ
て
完

成
さ
れ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
男
が
驚
嘆
を
も
ら
す
場
面

で
あ
る
。（
以
下
、
安
吾
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集
』

〔
一
九
九
八
年
五
月
〜
二
〇
一
二
年
一
二
月　

筑
摩
書
房
〕
に
拠
り
、

傍
点
・
ル
ビ
は
省
略
、
傍
線
は
論
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
）

か
く
し
て
一
つ
の
美
が
成
り
た
ち
、
そ
の
美
に
彼
が
満
た
さ
れ

て
ゐ
る
、
そ
れ
は
疑
る
余
地
が
な
い
、
個
と
し
て
は
意
味
を
も

た
な
い
不
完
全
か
つ
不
可
解
な
断
片
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
つ
て

一
つ
の
物
を
完
成
す
る
、
そ
の
物
を
分
解
す
れ
ば
無
意
味
な
る

断
片
に
帰
す
る
、
そ
れ
を
彼
は
彼
ら
し
く
一
つ
の
妙
な
る
魔
術
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と
し
て
納
得
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
。

　

桜
の
森
も
、
個
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
不
完
全
な
断
片
（
＝

花
び
ら
）
が
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
物
を
完
成
し
（
＝
桜
の

森
）、そ
の
物
（
＝
桜
の
森
）
を
分
解
す
れ
ば
、無
意
味
な
る
断
片
（
＝

花
び
ら
）
に
帰
す
る
。
こ
れ
は
、
男
が
「
魔
術
」
と
し
て
理
解
し
た

も
の
と
同
じ
仕
組
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
魔
術
」
は
女
と

桜
の
森
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、こ
の
「
魔
術
」
だ
け
で
は
な
く
、女
の
「
首
遊
び
」
か
ら
も
、

桜
の
森
と
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
。
桜
の
花
の
森
が
「
形
成
」
さ
れ

る
要
件
と
し
て
は
、「
桜
の
木
の
集
合
」、「
桜
の
蕾
の
集
合
」
が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
蕾
が
成
熟
し
、
開
花
す
る
と
、
桜
の
花
の
森

と
な
る
。
そ
の
後
、
花
は
花
び
ら
と
な
っ
て
、
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で

散
り
、
桜
の
花
の
森
は
完
全
に
消
え
る
。
こ
れ
は
、
女
の
「
首
遊
び
」

に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
女
は
、
人
間
の
首
を
集
め
て
「
首
の
家

族
」
や
「
物
語
」
を
「
形
成
」
し
て
い
る
。
物
語
を
「
形
成
」
す
る

た
め
に
は
、多
く
の
登
場
人
物
が
必
要
と
な
る
。
女
は
、「
個
々
の
首
」

を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て「
首
の
森（
＝
首
の
家
族
や
物
語
）」を「
形

成
」
し
、
最
終
的
に
は
首
が
崩
れ
る
と
大
喜
び
し
た
り
、
自
ら
首
を

針
で
つ
つ
い
て
穴
を
開
け
、
小
刀
で
切
っ
た
り
、
え
ぐ
っ
た
り
し
て

バ
ラ
バ
ラ
に「
分
解
」し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、桜
の
森
の
満
開
の「
形

成
」
と
「
分
解
」
は
、
女
の
「
首
遊
び
」
に
も
共
通
す
る
こ
と
だ
と

言
え
る
。

【
男
の
視
点
か
ら
見
る
共
通
性
】

　

女
に
言
わ
れ
る
ま
ま
に
女
房
た
ち
を
斬
り
殺
し
た
後
の
場
面
で
、

男
は
「
不
安
」
を
感
じ
て
い
る
。
そ
し
て
「
不
安
」
を
感
じ
な
が
ら

男
は
、
そ
れ
が
桜
の
森
の
満
開
の
下
を
通
る
と
き
に
「
似
て
ゐ
る
」

こ
と
に
気
が
付
く
。
男
は
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
を
通
る
時
に
、「
花

び
ら
が
ぽ
そ

散
る
や
う
に
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん

衰

へ
て
行
く
や
う
に
」
感
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
女
に
対
し
て
感
じ
た

「
不
安
」
と
い
う
の
も
、「
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん

衰
へ
て

行
く
や
う
」
な
「
不
安
」
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ま
た
、
男
が
ひ
そ
か
に
桜
の
森
に
行
き
、
そ
の
満
開
の
下
に
足
を

踏
み
入
れ
よ
う
と
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が
、
本
文
に
は
、「
一

足
ふ
み
こ
む
と
き
、
彼
は
女
の
苦
笑
を
思
ひ
だ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は

今
ま
で
に
覚
え
の
な
い
鋭
さ
で
頭
を
斬
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
も

う
彼
は
混
乱
し
て
ゐ
ま
し
た
。」
と
あ
る
。
桜
の
森
の
満
開
の
下
に

足
を
踏
み
入
れ
る
時
に
女
の
苦
笑
を
思
い
出
し
た
こ
と
、
通
常
で
あ

れ
ば
、
彼
が
混
乱
し
、
恐
怖
を
感
じ
る
の
は
桜
の
森
の
満
開
の
下
に

足
を
踏
み
入
れ
た
後
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
女
の
苦
笑
を
思
い
出
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
足
を
踏
み
入
れ
る
前
に
既

に
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
、
男
に
と
っ
て
桜
の
森

の
満
開
と
女
は
共
通
性
を
持
っ
た
も
の
だ
と
言
え
る
。



― 3 ―

　

こ
こ
ま
で
、「
形
成
」
と
「
分
解
」、「
男
の
視
点
」
か
ら
桜
の
森

の
満
開
と
女
の
共
通
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
こ
の

共
通
性
は
主
人
公
の
男
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
男
は
心
を
女
に
支
配
さ
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
は
、
女
と
出
会
っ
て
か
ら
首
を
集
め
る
と
こ

ろ
ま
で
、
す
べ
て
女
の
言
い
な
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
あ
の

女
が
俺
な
ん
だ
ら
う
か
？
」、「
女
を
殺
す
と
、
俺
を
殺
し
て
し
ま
ふ

の
だ
ら
う
か
。
俺
は
何
を
考
へ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
？
」
と
自
問
し
て

お
り
、
自
分
と
女
を
同
一
視
し
て
い
る
。
こ
の
二
点
か
ら
、
男
の
心

は
完
全
に
女
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
の
支
配
は

桜
の
森
の
満
開
の
下
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
桜
の

森
の
満
開
の
下
を
通
る
と
い
う
こ
と
は
、「
桜
の
花
々
の
支
配
下
に

入
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
桜
の
森
の
満
開
と
女
に
は
、初
め
に
述
べ
た
「
形
成
」
と
「
分

解
」
と
い
う
「
魔
術
」
が
あ
る
。
こ
の
「
魔
術
」
は
、
桜
の
森
の

満
開
と
女
の
支
配
下
に
あ
る
者
に
も
作
用
す
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。男
は「
人
間
」と
い
う
一
つ
の
個
体
で
あ
り
、そ
れ
は
既
に「
形
成
」

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
故
に
、桜
の
森
の
「
形
成
」
の
期
間
、つ
ま
り
、

「
花
の
咲
か
な
い
頃
」
は
、
そ
の
支
配
下
を
通
っ
て
も
、「
形
成
の
魔

術
」
は
男
や
そ
の
他
の
人
間
た
ち
に
作
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か

し
、「
分
解
の
魔
術
」
の
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
桜
の
花
は
、
散
る

の
が
早
い
た
め
、
満
開
の
中
で
既
に
花
が
散
り
始
め
て
い
る
。
そ
の

「
分
解
」
の
進
む
桜
の
森
の
満
開
の
支
配
下
に
入
る
と
、「
形
成
」
さ

れ
た
人
間
た
ち
に
「
分
解
の
魔
術
」
が
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
先

ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
文
に
は
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
を
通
る

時
、「
花
び
ら
が
ぽ
そ

散
る
や
う
に
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ

ん

衰
へ
て
行
く
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

花
び
ら
が
散
る
よ
う
に
魂
が
散
っ
て
い
く
、
と
い
う
の
は
、
自
分
が

無
意
味
な
る
断
片
に
帰
す
る
よ
う
な
感
覚
に
陥
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
桜
の
森
の
「
分
解
」
が
進
む
そ
の
下
で
は
、
人
間
の

魂
の
「
分
解
」
が
進
み
、
自
分
自
身
が
溶
け
て
消
え
て
し
ま
う
よ
う

な
感
覚
を
抱
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
女
の

支
配
下
に
入
っ
た
時
に
も
言
え
る
。
男
が
、
キ
リ
の
な
い
女
の
欲
望

を
止
め
る
た
め
に
は
、「
自
分
が
女
か
ら
逃
げ
る
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、「
女
を
殺
す
」
と
い
う
こ
と
し
か
思
い
つ
か
な
か
っ
た
こ

と
、「
女
を
殺
す
と
、
俺
を
殺
し
て
し
ま
ふ
の
だ
ら
う
か
。」
と
、「
女

＝
自
分
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、男
の
魂
が
男
自
体
か
ら
離
れ
、

女
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ

う
に
、
男
は
、「
人
間
」
と
い
う
一
つ
の
「
個
体
」
を
「
形
成
」
し

て
い
る
。
故
に
、
女
の
支
配
下
に
入
っ
て
も
、「
魔
術
」
の
「
形
成
」

の
部
分
は
作
用
し
な
い
。
作
用
す
る
の
は
、「
分
解
の
魔
術
」で
あ
る
。

女
の
支
配
下
に
あ
る
男
は
、
魂
が
彼
自
体
か
ら
離
れ
、
女
の
魂
に
引

き
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
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に
も
逆
ら
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
無
意
識
の
う
ち
に
感

じ
た
男
は
、
女
に
自
分
の
肚
が
知
ら
れ
て
は
大
変
だ
、
と
思
い
、
桜

の
森
の
満
開
の
下
に
一
人
で
行
き
、
座
る
こ
と
を
決
め
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
桜
の
森
の
満
開
の

下
と
女
の
支
配
下
で
は
、
自
分
の
魂
が
「
分
解
」
さ
れ
る
こ
と
を
、

男
は
無
意
識
の
う
ち
に
悟
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分

の
魂
を
「
分
解
」
す
る
作
用
の
あ
る
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
、
そ
れ

と
同
じ
作
用
を
持
つ
女
を
連
れ
て
行
っ
て
し
ま
え
ば
、
二
つ
の
「
分

解
」
の
作
用
が
働
き
、
自
分
自
身
が
完
全
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
消

え
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、
男
は

無
意
識
に
感
じ
て
い
た
た
め
に
、
女
を
連
れ
て
桜
の
森
の
満
開
の
下

に
行
く
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

第
三
節
　
鬼
と
な
っ
た
女

　

自
分
を
支
配
し
て
い
る
女
へ
の
抵
抗
と
イ
コ
ー
ル
に
思
わ
れ
る
、

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
座
る
こ
と
」
が
女
に
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
、

魂
の
「
分
解
」
の
作
用
が
二
重
に
働
い
て
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
桜
の
森
の
満

開
の
下
に
女
を
連
れ
て
行
く
の
を
拒
ん
で
い
た
男
で
あ
っ
た
が
、
遂

に
男
は
、
女
を
背
負
っ
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
足
を
踏
み
入
れ
て

し
ま
う
。

第
二
節
　
女
の
支
配
下
に
あ
る
男
の
抵
抗

　

女
の
支
配
下
に
あ
り
、
女
の
魂
の
方
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
男

で
あ
る
が
、桜
の
森
の
満
開
の
下
に
女
を
連
れ
て
行
く
こ
と
だ
け
は
、

最
後
の
場
面
を
除
い
て
頑
な
に
拒
否
し
て
い
る
。

今
年
は
ひ
と
つ
、
あ
の
花
ざ
か
り
の
林
の
ま
ん
な
か
で
、
ジ
ッ

と
動
か
ず
に
、
い
や
、
思
ひ
き
つ
て
地
べ
た
へ
坐
つ
て
や
ら
う
、

と
彼
は
考
へ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
こ
の
女
も
つ
れ
て
行
か
う

か
、
彼
は
ふ
と
考
へ
て
、
女
の
顔
を
チ
ラ
と
見
る
と
、
胸
さ
わ

ぎ
が
し
て
慌
て
ゝ
目
を
そ
ら
し
ま
し
た
。
自
分
の
肚
が
女
に
知

れ
て
は
大
変
だ
と
い
ふ
気
持
が
、
な
ぜ
だ
か
胸
に
焼
け
残
り
ま

し
た
。

「
私
も
花
の
下
へ
連
れ
て
行
つ
て
お
く
れ
」

「
そ
れ
は
、
だ
め
だ
」

男
は
キ
ッ
パ
リ
言
ひ
ま
し
た
。

「
一
人
で
な
く
ち
や
、
だ
め
な
ん
だ
」

　

桜
の
森
の
満
開
の
下
に
座
っ
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
は

「
魂
の
分
解
」
に
抵
抗
す
る
こ
と
に
当
た
る
。
そ
し
て
、「
魂
の
分
解
」

に
抵
抗
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
同
じ
「
魔
力
」
を
持
つ
女
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「
お
前
と
首
と
、
ど
つ
ち
か
一
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な

ら
、
私
は
首
を
あ
き
ら
め
る
よ
」
と
女
に
言
わ
れ
、
女
と
一
緒
に

山
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
男
は
、「
夢
で
は
な
い
か
」、「
あ
ま
り
嬉

し
す
ぎ
て
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
幸
福
な
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の

日
の
男
は
あ
ま
り
に
幸
せ
で
、
今
ま
で
の
懸
念
が
す
べ
て
何
処
か
へ

行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
何
の
恐
れ
も
な
く
、
女

を
背
負
っ
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
足
を
踏
み
入
れ
た
男
は
、
彼
が

無
意
識
の
う
ち
に
感
じ
て
い
た
通
り
、「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
」

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
の
魂
を
「
分
解
」
す
る
作
用
を
持
っ

た
女
を
背
負
っ
て
、
そ
れ
と
同
じ
作
用
を
持
っ
た
桜
の
森
の
満
開
の

下
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
に
、
男
は
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
た
の

で
あ
る
。
満
開
の
桜
の
下
で
、
魂
が
散
り
、
自
分
自
身
が
無
意
味
な

る
断
片
に
帰
す
る
よ
う
な
、
自
分
自
身
が
溶
け
て
な
く
な
る
よ
う
な

感
覚
に
陥
り
な
が
ら
、
自
分
の
背
中
に
は
、
自
分
の
魂
を
自
分
か
ら

引
き
離
そ
う
と
す
る
女
が
い
る
。「
分
解
」
の
作
用
が
二
重
に
働
く

そ
の
恐
る
べ
き
状
況
の
中
で
、
背
中
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
は
、

男
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
「
鬼
」
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
男
に
と
っ
て
「
鬼
」
と
な
っ
た
女
を
、
男
は
絞
め
殺
し
て
し

ま
っ
た
。

第
四
節
　
消
え
た
男
と
女

　

男
は
、
初
め
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
座
っ
て
い
た
。
魂
が
無
意

味
な
る
断
片
に
帰
す
る
感
覚
に
恐
れ
る
こ
と
な
く
座
っ
て
い
る
こ
と

が
で
き
る
理
由
を
、
本
文
で
は
、「
彼
は
も
う
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い

の
で
す
か
ら
。」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
女
が
死
ん
で
し
ま
っ

た
こ
と
か
ら
、
彼
の
心
が
帰
る
場
所
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
文
に
は
、「
桜
の
森
の
満
開
の

下
の
秘
密
は
誰
に
も
今
も
分
り
ま
せ
ん
。
あ
る
ひ
は
『
孤
独
』
と
い

ふ
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ

の
「
孤
独
」
と
は
、「
拠
り
所
を
失
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
男
は
、
女
と
い
う
拠
り
所
を
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
で

失
っ
た
の
で
あ
る
。

　

桜
の
森
の
満
開
の
下
で
、
魂
が
「
分
解
」
さ
れ
る
恐
怖
が
二
重
に

襲
い
掛
か
り
、
自
ら
女
を
絞
め
殺
し
て
し
ま
っ
た
男
は
、
女
と
い
う

自
分
の
魂
の
「
帰
る
場
所
」
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
男
は
、
女
の
肉

体
が
消
え
、
花
び
ら
に
な
っ
た
光
景
を
見
た
が
、
そ
れ
は
男
の
魂
が

「
分
解
」さ
れ
尽
く
す
直
前
に
捉
え
た
幻
で
あ
ろ
う
。「
孤
独
」に
な
っ

た
男
は
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
虚
空
に
吸
収
さ
れ
、
心
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
文
の
、「
花
び
ら
を
掻
き
分
け

よ
う
と
し
た
彼
の
手
も
彼
の
身
体
も
延
し
た
時
に
は
も
は
や
消
え
て

ゐ
ま
し
た
。
あ
と
に
花
び
ら
と
、
冷
め
た
い
虚
空
が
は
り
つ
め
て
ゐ
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る
ば
か
り
で
し
た
。」
と
い
う
部
分
は
、こ
の
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

で
語
り
手
が
最
初
に
述
べ
て
い
る
、
子
供
の
幻
を
描
い
て
狂
い
死
に

し
て
花
び
ら
に
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
母
親
を
連
想
さ
せ
る
た
め
、
男

も
こ
の
母
親
と
同
様
に
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
、
女
が
花
び
ら
と

な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
幻
を
描
い
て
、
そ
の
ま
ま
狂
い
死
に
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

第
二
章

第
一
節
　
女
の
支
配
下
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
男

　
「
首
遊
び
」
の
次
の
場
面
で
は
、
女
の
首
に
対
す
る
欲
望
の
キ
リ

の
な
さ
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
苦
し
み
を
感
じ
る

男
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
苦
し
む
男
は
女
の
命
令
に
反
発
し
て

み
る
も
結
局
言
い
く
る
め
ら
れ
、
ま
た
想
念
の
苦
し
み
の
世
界
に

入
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
挙
句
、
男
は
「
女
の
ゐ
る
家
」
へ
帰
る
勇
気

を
失
い
、
数
日
の
間
山
中
を
彷
徨
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
苦
し

み
の
中
に
い
た
男
は
、
あ
る
朝
目
が
覚
め
る
と
、
一
本
の
桜
の
木
の

下
で
横
に
な
っ
て
い
た
。

　

あ
る
朝
、
目
が
さ
め
る
と
、
彼
は
桜
の
花
の
下
に
ね
て
ゐ
ま

し
た
。
そ
の
桜
の
木
は
一
本
で
し
た
。
桜
の
木
は
満
開
で
し
た
。

彼
は
驚
い
て
飛
び
起
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
逃
げ
だ
す
た
め
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
た
つ
た
一
本
の
桜
の
木
で
し
た

か
ら
。
彼
は
鈴
鹿
の
山
の
桜
の
森
の
こ
と
を
突
然
思
ひ
だ
し
て

ゐ
た
の
で
し
た
。
あ
の
山
の
桜
の
森
も
花
盛
り
に
ち
が
ひ
あ
り

ま
せ
ん
。
彼
は
な
つ
か
し
さ
に
吾
を
忘
れ
、
深
い
物
思
ひ
に
沈

み
ま
し
た
。

　

こ
の
部
分
か
ら
わ
か
る
の
は
、「
一
本
の
桜
の
木
」
の
下
で
は
、

気
が
変
に
な
る
こ
と
も
、「
花
び
ら
が
ぽ
そ

散
る
や
う
に
魂
が

散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん

衰
へ
て
行
く
や
う
」
な
気
も
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
一
本
の
桜
の
木
」
は
、
桜
の
森
が

持
つ
よ
う
な
「
分
解
の
魔
術
」
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
の
「
桜
の
森
の
満
開
と
女
の
共
通
性
」
で
、
桜
の
花
の
森

が
「
形
成
」
さ
れ
る
要
件
と
し
て
、「
桜
の
木
の
集
合
」
と
「
桜
の

蕾
の
集
合
」
を
挙
げ
た
。
つ
ま
り
、「
一
本
の
桜
の
木
」
は
桜
の
花

の
森
を
「
形
成
」
す
る
材
料
の
一
つ
で
し
か
な
く
、「
森
」
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
「
魔
術
」
は
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
一
本
の
桜
の
木
」
は
作
中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
男
は
こ
の「
一
本
の
桜
の
木
」

の
下
に
寝
て
お
り
、
こ
の
木
が
満
開
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
驚
い

て
飛
び
起
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
逃
げ
だ
す
た
め
で
は
な
く
、「
鈴
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鹿
の
山
の
桜
の
森
の
こ
と
を
突
然
思
ひ
だ
し
」
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
桜
の
森
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
男
は
山
へ
帰
る
こ
と
を
決
意
す

る
。
彼
は
、「
山
へ
帰
る
の
だ
。
な
ぜ
こ
の
単
純
な
こ
と
を
忘
れ
て

ゐ
た
の
だ
ら
う
？
」
と
考
え
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
悪
夢
の
さ
め

た
思
ひ
」、「
救
は
れ
た
思
ひ
」
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
一

本
の
桜
の
木
」
は
、「
山
へ
帰
る
」
と
い
う
「
単
純
な
こ
と
」
す
ら

忘
れ
る
程
女
に
囚
わ
れ
て
い
た
男
に
元
の
居
場
所
を
思
い
出
さ
せ
る

き
っ
か
け
と
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、「
一
本
の
桜
の
木
」
を
見
た
と

き
に
男
が
思
い
出
し
た
の
が
「
鈴
鹿
の
山
の
桜
の
森
」
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
が
山
へ
帰
る
の
を
決
意
し
た
の
は
こ
の
桜
の

森
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
れ
を
な
つ
か
し
む
気
持
ち
が
湧
き
あ

が
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
、「
一
本
の
桜
の
木
」
は
男
が
山
へ

帰
る
と
決
意
す
る
最
初
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
も
の

の
、
直
接
的
な
要
因
で
は
な
い
。

　

男
が
「
山
へ
帰
ら
う
。
山
へ
帰
る
の
だ
。
な
ぜ
こ
の
単
純
な
こ
と

を
忘
れ
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
？
」と
考
え
、「
悪
夢
の
さ
め
た
思
ひ
」、「
救

は
れ
た
思
ひ
」
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
見
、
女
の
支
配
下
か
ら
抜

け
出
し
た
よ
う
に
思
え
る
も
の
の
、そ
の
帰
る
決
断
を
促
し
た
の
は
、

女
と
同
じ
「
魔
力
」
を
持
つ
「
鈴
鹿
の
山
の
桜
の
森
」
の
存
在
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
結
局
男
は
女
に
心
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
支
配
か
ら
は
逃
げ
出
せ
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。

　

ま
た
、
最
後
の
場
面
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

彼
は
始
め
て
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
坐
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
い
つ

ま
で
も
そ
こ
に
坐
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
は
も
う
帰

る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
す
か
ら
。

　

桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
は
誰
に
も
今
も
分
り
ま
せ
ん
。

あ
る
ひ
は
「
孤
独
」
と
い
ふ
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

満開の一本の桜の木
（山へ帰ることを決意す
ることに繋がる桜の森を
思い出させる）

鈴鹿の山の桜の森を思い
出し、「なつかしさに吾
を忘れ、深い物思ひ」に
沈む

「山へ帰らう。」
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な
ぜ
な
ら
、
男
は
も
は
や
孤
独
を
怖
れ
る
必
要
が
な
か
つ
た
の

で
す
。
彼
自
ら
が
孤
独
自
体
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
引
用
部
分
か
ら
見
え
る
の
は
、「
帰
る
と
こ
ろ
の
な
い
」
者

（
＝
孤
独
な
者
）
と
「
帰
る
と
こ
ろ
の
あ
る
」
者
（
＝
孤
独
で
な
い
者
）

の
対
比
で
あ
る
。
つ
ま
り
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
「
孤
独
な
者
」
は
桜

の
森
の
満
開
の
下
に
い
て
も
「
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん

衰

へ
て
行
く
や
う
」
な
「
怖
れ
や
不
安
」
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。帰
る
場
所
の
な
い「
孤
独
な
者
」は
、自
身
の
存
在
意
義
を
失
っ

て
お
り
、
魂
が
「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
抵
抗
も
な
い
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、男
に
は
山（
＝
帰
る
場
所
）が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
本
文
に
は
「
彼
は
も
う
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
す
か

ら
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
男
が
山
で
は
な
く
女
を
「
帰

る
場
所
」、
つ
ま
り
自
身
の
拠
り
所
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　
女
の
「
首
遊
び
」
に
表
れ
て
い
る
も
の

　

女
は
山
に
い
る
間
、「
櫛
だ
の
笄
だ
の
簪
だ
の
紅
だ
の
を
大
事
に

し
」、「
ま
る
で
着
物
が
女
の
い
の
ち
で
あ
る
や
う
に
」
思
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
「
三
日
三
晩
と
た
ゝ
な
い
う
ち
に
女
の
廻

り
へ
積
み
あ
げ
て
み
せ
る
つ
も
り
」
で
男
は
女
と
共
に
都
へ
行
く
こ

と
を
決
意
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
都
行
き
の
目
的
は
、
装
飾
品
を

手
に
入
れ
る
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
都
で
暮
ら
す
中
で
、
女
は

装
飾
品
よ
り
も
人
の
首
を
欲
し
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
で

は
な
ぜ
女
は
装
飾
品
で
は
な
く
人
の
首
に
魅
力
を
感
じ
始
め
、「
首

遊
び
」
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
が
女
の
「
孤
独
性
」
で
あ
る
。
女

は
男
に
山
に
連
れ
ら
れ
て
き
た
際
、
ビ
ッ
コ
の
女
以
外
の
昔
の
女
房

を
斬
り
殺
す
こ
と
を
男
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、女
は「
人

と
関
係
を
築
く
以
前
に
破
壊
し
て
し
ま
う
」
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
男
と
ビ
ッ
コ
の
女
と
山
で
暮
ら
し
始
め
て
か

ら
も
、
女
は
「
大
変
な
わ
が
ま
ゝ
者
」
で
、
男
が
ど
ん
な
に
尽
く
し

て
も
「
必
ず
不
服
を
言
ひ
」、「
満
足
を
示
し
た
こ
と
は
」
な
か
っ
た
。

そ
の
上
、
物
語
を
通
し
て
女
の
物
言
い
は
常
に
命
令
口
調
で
高
圧
的

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
は
対
等
に
人
と
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
な

い
「
孤
独
」
な
人
物
な
の
で
あ
る
。

　
「
人
と
関
係
を
築
く
以
前
に
破
壊
し
て
し
ま
う
」
性
質
を
持
ち
、

人
と
対
等
に
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
孤
独
」
な
女
が
、
首

と
い
う
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
を
集
め
出
し
、「
首
遊
び
」
に
耽
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
他
者
と
の
繫
が
り
を
無
意
識
に
求
め
た
結
果
だ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。女
の「
首
遊
び
」の
様
子
を
見
て
み
る
と
、

首
は
「
家
族
」
を
「
形
成
」
し
、「
首
の
家
族
へ
別
の
首
の
家
族
が

遊
び
に
来
」
た
り
す
る
。
ま
た
、
首
同
士
が
恋
を
し
た
り
、
男
の
首
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が
女
の
首
を
泣
か
せ
た
り
、
姫
君
の
首
が
大
納
言
の
首
に
だ
ま
さ
れ

た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
女
は
人
間
同
士
の
基
本
的

な
関
わ
り
自
体
は
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
女
は

首
同
士
の
物
語
を
「
形
成
」
す
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
女
自
身
も
首
た

ち
と
関
わ
っ
て
い
る
。
女
は
、「
美
し
い
娘
の
首
」
を
「
自
分
の
娘

か
妹
の
や
う
に
可
愛
が
り
」、「
黒
い
髪
の
毛
を
す
い
て
や
り
、
顔
に

お
化
粧
し
て
」
や
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
ま
だ
う
ら
若
い
水
々
し
い

稚
子
の
美
し
さ
が
残
つ
て
ゐ
」
る
「
坊
主
の
首
」
を
「
よ
ろ
こ
ん
で

机
に
の
せ
酒
を
ふ
く
ま
せ
頰
ず
り
し
て
甜
め
た
り
く
す
ぐ
つ
た
り
」

し
て
可
愛
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
女
は
破
壊
性
を
秘
め

た
人
物
で
は
あ
る
も
の
の
、
自
身
よ
り
年
下
の
人
間
た
ち
を
慈
し
む

感
情
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
女
は

「
五
十
ぐ
ら
ゐ
の
大
坊
主
の
首
」
に
対
し
て
は
人
間
扱
い
を
し
て
い

な
い
。「
た
れ
た
目
尻
の
両
端
を
両
手
の
指
の
先
で
押
へ
て
、
ク
リ

と
吊
り
あ
げ
て
廻
し
た
り
、
獅
子
鼻
の
孔
へ
二
本
の
棒
を
さ
し

こ
ん
だ
り
、
逆
さ
に
立
て
ゝ
こ
ろ
が
し
た
り
」
と
、
ま
る
で
幼
児
が

玩
具
で
遊
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
最
終
的
に
「
自

分
の
娘
か
妹
の
や
う
に
可
愛
が
」
っ
て
い
た
娘
の
首
を
「
針
で
つ
ゝ

い
て
穴
を
あ
け
小
刀
で
切
つ
た
り
、
え
ぐ
つ
た
り
、
誰
の
首
よ
り
も

汚
ら
し
い
目
も
当
て
ら
れ
な
い
首
に
し
て
投
げ
だ
」し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
彼
女
の
「
歪
み
」
が
見
受
け
ら
れ
る
。
人
間

扱
い
を
し
て
慈
し
み
可
愛
が
る
首
も
あ
れ
ば
、
玩
具
の
よ
う
に
雑
に

扱
う
首
も
あ
る
。
同
じ
人
間
の
首
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
扱
い
が

丸
切
り
違
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は
、「
自
分
の
娘
か
妹
の
や

う
に
」
思
っ
て
可
愛
が
っ
て
い
た
は
ず
の
「
美
し
い
娘
の
首
」
を
「
破

壊
」し
て
し
ま
う
。
彼
女
は
ど
れ
だ
け
慈
し
ん
で
も
可
愛
が
っ
て
も
、

そ
し
て
首
の
家
族
や
物
語
を
「
形
成
」
し
て
も
結
局
「
破
壊
」
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
く
ら
彼
女
が
「
人
間
同
士
の
基
本

的
な
関
わ
り
」
を
理
解
し
て
お
り
、
社
会
性
の
あ
る
振
る
舞
い
が
で

き
た
と
し
て
も
、
人
間
を
人
間
と
し
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
り
、
破
壊

衝
動
に
駆
ら
れ
て
全
て
を
滅
茶
苦
茶
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
実
生
活

で
他
者
と
繫
が
り
、
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　

他
者
と
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
孤
独
」
な
女
が
他

者
と
繫
が
る
こ
と
を
無
意
識
に
求
め
た
結
果
が
「
首
遊
び
」
だ
っ
た

の
だ
。
女
は
装
飾
品
で
自
身
の
外
面
を
飾
り
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、

い
く
ら
着
飾
っ
た
と
こ
ろ
で
内
面
の
満
足
感
は
得
ら
れ
な
い
。
人
と

関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
人
間
は
欲
し
い
、
そ
の
欲
望

は
人
間
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
な
が
ら
も
人
間
と
し
て
は
不
完
全
な
形

の
「
首
」
を
集
め
、そ
れ
ら
の
世
界
を
形
作
る
こ
と
で
満
た
さ
れ
た
。

人
間
で
は
あ
る
が
決
し
て
喋
る
こ
と
の
な
い
死
ん
だ
首
た
ち
は
、
人

と
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
な
い
女
の
「
孤
独
」
を
埋
め
て
く
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
内
面
を
飾
り
立
て
る
」
た
め
に
都
合
の

良
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
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第
三
節
　
形
成
の
魔
術
の
助
手

　

論
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
装
飾
品
と
「
首
遊
び
」
は
ど
ち
ら

も
「
形
成
と
分
解
の
魔
術
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
形
成

の
魔
術
」
に
欠
か
せ
な
い
の
が
男
の
存
在
で
あ
る
。

　

男
は
女
の
美
を
「
形
成
」
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
作
り
出
し

た
り
、
水
を
汲
み
に
行
っ
た
り
と
苦
労
を
惜
し
ま
な
い
。
男
は
「
形

成
の
魔
術
の
助
手
」と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
男
は
女
の
美
の「
形

成
」
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
の
と
同
様
、
女
の
「
首
遊
び
」
に

も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。女
に
首
を
も
た
ら
す
の
は
男
で
あ
り
、

こ
の
男
が
い
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
女
は
首
の
家
族
や
物
語
を
「
形

成
」
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

男
は
「
魔
術
の
助
手
」
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
彼
自
身
も
「
魔
術

の
一
つ
の
力
」
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
彼

が
望
む
の
は
女
の
外
側
の
美
を
「
形
成
」
す
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
。

男
は
女
の
美
の
「
形
成
」
に
関
し
て
は
積
極
的
に
「
魔
術
の
助
手
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
首
を
集
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
「
退
屈
」
し
て

い
る
。
つ
ま
り
男
は
、
女
の
「
首
遊
び
」
に
お
け
る
「
形
成
の
魔
術

の
助
手
」
に
な
る
こ
と
に
は
か
な
り
消
極
的
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
男

は
、
女
の
美
の
「
形
成
の
魔
術
の
助
手
」
に
な
る
こ
と
に
は
積
極
的

で
あ
る
の
に
、女
の
「
首
遊
び
」
に
お
け
る
「
形
成
の
魔
術
の
助
手
」

に
な
る
こ
と
に
対
し
て
は
消
極
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
の

助
手
に
な
る
こ
と
が
彼
自
身
の
利
益
に
な
る
か
否
か
に
よ
る
。
彼
が

女
の
美
の
「
形
成
」
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
は
、

女
が
外
面
を
飾
り
立
て
、
美
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
で
男
自
身
も
満

た
さ
れ
る
か
ら
だ
。
一
方
、「
首
遊
び
」
の
方
は
男
に
利
益
が
全
く

な
い
。
女
の
「
首
遊
び
」
の
様
子
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
女
は
「
人

間
同
士
の
基
本
的
な
関
わ
り
」
を
理
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

男
は
理
解
で
き
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
女
が
首
を
求
め
る
気

持
ち
も
理
解
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
男
は
「
首
遊
び
」
の
「
形
成
」

に
関
わ
っ
た
と
し
て
も
何
の
満
足
感
も
得
ら
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
「
退

屈
」
な
の
で
あ
る
。

　

男
は
、
人
間
共
を
「
退
屈
な
も
の
」
だ
と
捉
え
て
お
り
、
人
間
同

士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
最
も
大
切
な
「
お
喋
り
」
す
ら
し
よ

う
と
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
喋
れ
ば
喋
る
ほ
ど
退
屈
」
だ
の
、

喋
り
た
い
こ
と
な
ん
か
な
い
、
と
い
っ
た
発
言
ま
で
し
て
い
る
。
つ

ま
り
女
は
、
彼
女
の
持
つ
破
壊
性
故
に
人
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
が
、
男
の
方
は
そ
も
そ
も
社
会
性
自
体
が
身
に
つ
い
て

お
ら
ず
、「
人
間
同
士
の
基
本
的
な
関
わ
り
」
を
理
解
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
女
が
首
を
集
め
る
こ
と
の
意
味
も
男
に
は
わ

か
ら
な
い
。

　
「
人
間
同
士
の
基
本
的
な
関
わ
り
」
を
理
解
し
て
い
る
女
は
、
彼

女
の
持
つ
破
壊
性
故
に
実
生
活
で
は
そ
の
社
会
性
を
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
彼
女
は
死
ん
だ
首
た
ち
の
物
語
を
「
形
成
」
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
彼
女
の
「
孤
独
」
を
埋
め
、
そ
の
狭
い
世
界
の
中
で
社

会
性
を
発
揮
す
る
こ
と
で
精
神
的
な
満
足
感
を
得
て
い
る
。「
人
間

同
士
の
基
本
的
な
関
わ
り
」
を
理
解
で
き
ず
、
社
会
性
を
身
に
つ
け

て
い
な
い
男
に
は
、
彼
女
が
「
内
面
を
飾
り
立
て
る
」
た
め
に
首
を

集
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
理
解
不
能
な
の
で
あ
る
。

　

男
が
い
く
ら
退
屈
で
あ
る
と
し
て
も
、「
形
成
の
魔
術
の
助
手
」

で
あ
る
男
は
女
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
。
人
間
を
人
間

と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
残
酷
さ
や
最
終
的
に
全
て
を
滅
茶
苦
茶
に

し
て
し
ま
う
と
い
う
破
壊
性
を
持
つ
女
で
あ
っ
て
も
、
死
ん
だ
首
し

か
い
な
い
世
界
で
は
、「
関
係
を
築
く
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

自
身
の
中
に
あ
る
社
会
性
を
、
死
ん
だ
人
間
の
首
社
会
の
中
で
存
分

に
発
揮
し
、
首
同
士
の
関
係
を
「
形
成
」
し
た
り
、
首
に
愛
情
を
注

い
だ
り
と
、彼
女
は
彼
女
が
作
り
出
し
た「
疑
似
人
間
社
会
」に
浸
り
、

抜
け
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
女
は
首
の
世
界
を
「
形
成
」
し
、
そ

の
世
界
の
中
で
生
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
彼
女
の

世
界
を
形
作
る
首
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
は
男
だ
け
な
の
だ
。
そ

ん
な
男
を
女
は
手
放
せ
る
わ
け
が
な
い
。
本
文
に
も
、「
女
は
男
な

し
で
は
生
き
ら
れ
な
く
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
新
し
い
首
は
女
の
い
の

ち
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
首
を
女
の
た
め
に
も
た
ら
す
者
は
彼
の
外

に
は
な
か
つ
た
か
ら
で
す
。
彼
は
女
の
一
部
で
し
た
。
女
は
そ
れ
を

放
す
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
男
が
望
も
う
が

望
む
ま
い
が
、男
は
女
の
「
形
成
の
魔
術
」
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
だ
。

　

桜
の
森
の
満
開
の
下
と
女
は
「
形
成
と
分
解
の
魔
術
」
を
持
つ
と

い
う
共
通
点
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
一
つ
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
桜
の
森
は
桜
の
森
だ
け
で
「
形
成
と
分
解
の
魔
術
」
を
作
用
さ

せ
て
い
る
の
に
対
し
、
女
は
「
分
解
」
は
一
人
で
行
う
が
、「
形
成
」

に
関
し
て
は
男
と
い
う
「
魔
術
の
助
手
」
を
要
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
男
は
女
の
「
形
成
の
魔
術
」
に
組
み
込
ま

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
桜
の
森
の
満
開
は
「
形
成
と
分
解
の
魔
術
」

を
そ
れ
の
み
で
作
用
さ
せ
ら
れ
る
が
、
女
の
場
合
、「
形
成
の
魔
術
」

は
男
と
の
共
同
作
業
で
あ
る
。

　

破
壊
性
を
持
つ
彼
女
は
彼
女
の
み
で
「
分
解
の
魔
術
」
を
作
用
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
人
で
何
か
を
「
形
成
」
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。「
形
成
」す
る
た
め
に
は
男
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、

そ
の
点
に
お
い
て
「
彼
は
女
の
一
部
」
な
の
で
あ
る
。

第
四
節
　
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密

　

本
文
に
は
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
は
「
孤
独
」
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
、
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
孤
独
」
を
持
つ
者

と
し
て
女
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
々
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

女
は
彼
女
の
持
つ
破
壊
性
故
に
人
と
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
な
い

「
孤
独
」
な
人
物
で
あ
り
、
他
者
と
関
係
を
構
築
で
き
な
い
「
孤
独
」
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な
女
が
他
者
と
繋
が
る
こ
と
を
無
意
識
に
求
め
た
結
果
が「
首
遊
び
」

で
あ
る
。

　

男
は
女
を
絞
め
殺
し
、
女
と
い
う
拠
り
所
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
で
「
孤
独
」
と
な
っ
た
が
、
女
の
方
は
元
々
「
孤
独
」
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
通
り
、「
帰
る
と
こ
ろ
の
な
い
」
者
（
＝

孤
独
な
者
）
は
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
座
っ
て
い
ら
れ
る
（
滞
在
で

き
る
）
が
、「
帰
る
と
こ
ろ
の
あ
る
」
者
（
＝
孤
独
で
な
い
者
）
は

桜
の
森
の
満
開
の
下
に
座
っ
て
い
ら
れ
な
い
（
滞
在
で
き
な
い
）。

つ
ま
り
、
帰
る
場
所
の
な
い
「
孤
独
」
な
者
は
、
自
身
の
存
在
意
義

を
失
っ
て
い
る
た
め
、
魂
が
「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
抵
抗
が

な
く
、「
怖
れ
や
不
安
」
を
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
女
を
負
ぶ
っ
て

桜
の
森
の
満
開
の
下
に
入
っ
た
男
に
は
「
分
解
」
の
作
用
が
二
重
に

働
い
て
男
は
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
女
は
生
き

て
お
り
、
男
に
は
「
帰
る
場
所
」（
拠
り
所
）
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら

当
然
で
あ
る
。
一
方
、
女
の
方
は
桜
の
森
の
満
開
の
下
で
パ
ニ
ッ
ク

に
な
っ
た
と
い
う
描
写
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
女
は
そ
も
そ
も「
孤
独
」

で
あ
る
た
め
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
滞
在
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
作
品
は
、
男
と
女
が
消
え
て
し
ま
う
シ
ー
ン
で
締
め
括
ら

れ
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
第
一
章
の
最
後
の
節
で
も
触
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
論
者
は
、
女
の
姿
が
「
搔
き
消
え
て
た
ゞ
幾
つ
か
の
花

び
ら
に
な
つ
」
た
の
は
男
の
幻
視
で
、
彼
の
身
体
が
消
え
、「
あ
と

に
花
び
ら
と
、冷
め
た
い
虚
空
が
は
り
つ
め
て
ゐ
」
た
と
い
う
の
は
、

彼
が
心
を
失
い
、
狂
い
死
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
ま
で
の
論
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
に

は
も
う
一
つ
別
の
捉
え
方
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
男
と
女
の
身
体

が
消
え
、
桜
の
花
び
ら
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
が

「
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
」
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
つ
ま

り
彼
ら
が
「
孤
独
」
で
あ
っ
た
た
め
に
桜
の
森
の
満
開
と
一
体
化
し
、

花
び
ら
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
」
は
「
孤
独
」
で
あ
る
。
自
身
の

存
在
意
義
を
持
た
な
い
「
孤
独
」
な
者
た
ち
は
桜
の
森
の
満
開
の
下

に
入
っ
て
も
、
魂
を
「
分
解
」
さ
れ
る
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
ず
に
そ
の

場
に
滞
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
々
「
孤
独
」
で
あ
っ
た
女
の
死

体
と
、
女
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
り
「
孤
独
」
と
な
っ
た
男
は
桜
の
森

の
満
開
の
下
と
共
鳴
し
合
い
、
花
び
ら
と
な
り
、
桜
の
森
の
満
開
の

一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
章

第
一
節
　
桜
の
森
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て

　

本
作
品
の
六
年
後
に
発
表
さ
れ
た
安
吾
の
エ
ッ
セ
イ
「
明
日
は
天

気
に
な
れ
」
の
「
桜
の
花
ざ
か
り
」（
一
九
五
三
年
四
月
五
日
発
行
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の
『
西
日
本
新
聞
』
第
二
五
〇
三
八
号
〈
夕
刊
〉
の
第
一
面
に
発
表
）

に
は
、
戦
争
の
真
っ
最
中
に
も
咲
い
て
い
た
桜
の
花
の
こ
と
が
書
か

れ
て
い
る
。

　

戦
争
の
真
ッ
最
中
に
も
桜
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
当
り
前
の

話
で
あ
る
が
、
私
は
と
て
も
異
様
な
気
が
し
た
こ
と
が
忘
れ
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

私
の
住
ん
で
る
あ
た
り
で
は
ち
ょ
う
ど
桜
の
咲
い
て
る
と
き

に
空
襲
が
あ
っ
て
、
一
晩
で
焼
け
野
原
に
な
っ
た
あ
と
、
三
十

軒
ば
か
り
焼
け
残
っ
た
と
こ
ろ
に
桜
の
木
が
二
本
、
咲
い
た
花

を
つ
け
た
ま
ま
や
っ
ぱ
り
焼
け
残
っ
て
い
た
の
が
異
様
で
あ
っ

た
。

　

す
ぐ
近
所
の
防
空
壕
で
人
が
死
ん
で
る
の
を
掘
り
だ
し
て
、

そ
の
木
の
下
へ
並
べ
、
太
陽
が
ピ
カ
ピ
カ
照
っ
て
い
た
。
我
々

も
当
時
は
死
人
な
ど
に
は
馴
れ
き
っ
て
し
ま
っ
て
、
な
ん
の
感

傷
も
起
ら
な
い
。
死
人
の
方
に
は
な
ん
の
感
傷
も
起
ら
ぬ
け
れ

ど
も
、
桜
の
花
の
方
に
変
に
気
持
が
ひ
っ
か
か
っ
て
仕
様
が
な

か
っ
た
。

焼
死
者
を
見
て
も
焼
鳥
を
見
て
る
と
全
く
同
じ
だ
け
の
無
関
心

し
か
起
ら
な
い
状
態
で
、
そ
れ
は
我
々
が
焼
死
者
を
見
な
れ
た

せ
い
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
だ
っ
て
一
時
間
後
に
こ
う

な
る
か
も
知
れ
な
い
。
自
分
の
代
り
に
誰
か
が
こ
う
な
っ
て
い

る
だ
け
で
、
自
分
も
い
ず
れ
は
こ
ん
な
も
の
だ
と
い
う
不
逞
な

悟
り
か
ら
来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
別
に
悟
る
た
め
に
苦
心
し

て
悟
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
が
お
の
ず
か
ら
押
し
つ
け
た

不
逞
な
悟
り
で
あ
っ
た
。
ど
う
に
も
逃
げ
ら
れ
な
い
悟
り
で
あ

る
。
そ
う
い
う
悟
り
の
頭
上
に
桜
の
花
が
咲
い
て
れ
ば
変
テ
コ

な
も
の
で
あ
る
。

　

空
襲
に
よ
っ
て
焼
け
野
原
に
な
り
、
焼
死
体
が
そ
こ
ら
中
に
転

が
っ
て
い
る
と
い
う
「
死
」
と
絶
望
の
空
気
に
包
ま
れ
た
町
中
で
、

桜
の
花
が
「
生
」
の
オ
ー
ラ
を
放
ち
な
が
ら
咲
き
誇
っ
て
い
る
の
は
、

ち
ぐ
は
ぐ
で
、
異
様
な
光
景
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま

た
、
一
時
間
後
に
は
自
分
も
焼
死
体
と
な
っ
て
そ
こ
ら
辺
に
転
が
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
常
に
自
分
の
「
死
」
を
意
識
し
て

い
る
状
況
の
中
、頭
上
で
は
美
し
く
桜
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
、「
死
」

と
「
生
」
が
混
在
し
た
中
に
あ
っ
て
は
、
変
な
気
持
ち
に
な
る
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
異
様
」
さ
や
、「
変
に
気
持
が
ひ
っ

か
か
」
る
、「
変
テ
コ
」
と
い
う
の
は
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
で
、

満
開
の
桜
の
森
の
下
を
通
る
時
の
「
気
が
変
に
な
る
」
と
い
う
感
覚

や
、こ
の
物
語
全
体
に
漂
う
異
様
な
雰
囲
気
と
重
な
る
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
、「
焼
死
者
を
見
て
も
焼
鳥
を
見
て
る
と
全
く
同
じ
だ
け
の
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無
関
心
し
か
起
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
、「
自
分
も
い
ず
れ
は
こ
ん

な
も
の
だ
」
と
い
う
「
逃
げ
ら
れ
な
い
悟
り
」
を
開
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
か
ら
、
精
神
的
に
疲
弊
し
、
正
気
の
沙
汰
で
は
な
い
こ
と
が

窺
え
る
。
つ
ま
り
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
を
通
る
と
き
の
、「
花
び

ら
が
ぽ
そ

散
る
や
う
に
魂
が
散
つ
て
い
の
ち
が
だ
ん

衰
へ

て
行
く
や
う
」
な
感
覚
、
つ
ま
り
「
魂
が
分
解
さ
れ
て
い
く
よ
う
な

感
覚
」
に
陥
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
桜
の
花
ざ
か
り
」
の
中
に
は
、「
あ
る
謡
曲

vi

に
子
を
失
っ

て
発
狂
し
た
母
が
子
を
た
ず
ね
て
旅
に
で
て
、
満
開
の
桜
の
下
で
わ

が
子
の
幻
を
見
て
狂
い
死
す
る
物
語
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
花
見
の
人

の
姿
の
な
い
桜
の
花
ざ
か
り
の
下
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
物
語
に
ふ

さ
わ
し
い
狂
的
な
冷
た
さ
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
な
感
に
う
た
れ

た
。」
と
い
う
部
分
が
あ
る
が
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
で
も
、「
能

に
も
、
さ
る
母
親
が
愛
児
を
人
さ
ら
ひ
に
さ
ら
は
れ
て
子
供
を
探
し

て
発
狂
し
て
桜
の
花
の
満
開
の
林
の
下
へ
来
か
か
り
見
渡
す
花
び
ら

の
陰
に
子
供
の
幻
を
描
い
て
狂
ひ
死
し
て
花
び
ら
に
埋
ま
つ
て
し
ま

ふ
（
こ
の
と
こ
ろ
小
生
の
蛇
足
）
と
い
ふ
話
も
あ
り
」
と
同
じ
話
を

持
ち
出
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
空
襲
の
後
に
見
た
桜
も
、「
桜
の

森
の
満
開
の
下
」
の
桜
の
森
も
、安
吾
に
と
っ
て
「
狂
的
な
冷
た
さ
」

を
持
つ
も
の
だ
と
言
え
る
。「
桜
の
花
ざ
か
り
」
の
中
に
は
「
花
見

の
人
の
一
人
も
い
な
い
満
開
の
桜
の
森
と
い
う
も
の
は
、
情
緒
な
ど

は
ど
こ
に
も
な
く
、
お
よ
そ
人
間
の
気
と
絶
縁
し
た
冷
た
さ
が
み
な

ぎ
っ
て
い
て
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
に
わ
か
に
逃
げ
だ
し
た
く
な
る

よ
う
な
静
寂
が
は
り
つ
め
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。」
と
も
書
か
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
に
書
か
れ
る
、
そ
こ
を
通

る
と
き
に
人
々
が
感
じ
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
桜
の
森
は
、

安
吾
が
空
襲
の
後
に
見
た
桜
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　「
孤
独
」
に
つ
い
て

　

戦
争
は
人
間
の
生
活
、
精
神
、
肉
体
す
べ
て
を
「
破
壊
」
す
る
も

の
で
あ
る
。
肉
体
に
お
い
て
は
最
早
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
ぬ

よ
う
な
「
破
壊
」
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
安
吾
は
当
時

の
自
分
を
「
焼
死
者
と
焼
鳥
と
に
区
別
を
つ
け
が
た
い
ほ
ど
無
関
心

な
悟
り
に
お
ち
こ
ん
で
い
た
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の

よ
う
な
精
神
状
態
に
な
る
程
そ
こ
か
し
こ
に
死
体
が
大
量
に
転
が
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
火
葬
が

追
い
付
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
浅
子
逸

男
の
「『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
に
つ
い
て
」（『
花
園
大
学
文
学
部

研
究
紀
要
』　

第
五
三
号　

二
〇
二
一
年
三
月
）
に
は
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。
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「
桜
の
花
ざ
か
り
」
で
安
吾
が
見
た
場
所
に
は
三
月
の
空
襲
で

亡
く
な
っ
た
人
々
の
遺
体
が
放
置
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

　

ま
も
な
く
そ
の
上
野
の
山
に
や
っ
ぱ
り
桜
の
花
が
さ
い

て
、
し
か
し
そ
こ
に
は
緋
の
モ
ー
セ
ン
も
茶
店
も
な
け
れ

ば
、
人
通
り
も
あ
り
ゃ
し
な
い
。
た
だ
も
う
桜
の
花
ざ
か

り
を
野
ッ
原
と
同
じ
よ
う
に
風
が
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ョ
ウ
と
吹
い

て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
花
ビ
ラ
が
散
っ
て
い
た
。

と
安
吾
は
記
し
て
い
る
が
、
花
の
下
は
死
体
が
集
め
ら
れ
て
い

た
場
所
で
あ
っ
た
。
も
し
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
死
体

の
上
に
は
花
び
ら
を
舞
い
散
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
月
に

息
を
引
き
取
っ
た
死
者
が
火
葬
も
さ
れ
ず
埋
葬
さ
れ
な
か
っ
た

と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
桜
の

森
の
満
開
の
下
」
で
描
か
れ
る
首
遊
び
の
場
面
で
、
首
の
鼻
が

欠
け
た
姿
に
な
る
の
は
、
上
野
の
山
の
死
体
が
桜
の
季
節
に

な
る
一
ヶ
月
間
で
変
容
し
て
い
く
様
な
の
で
は
な
い
か
。「
桜

の
森
の
満
開
の
下
」
に
「
姫
君
の
首
も
大
納
言
の
首
も
も
は
や

毛
が
ぬ
け
肉
が
く
さ
り
ウ
ジ
虫
が
わ
き
骨
が
の
ぞ
け
て
ゐ
ま
し

た
。
二
人
の
首
は
酒
も
り
を
し
て
恋
に
た
わ
ぶ
れ
、
歯
の
骨
と

噛マ
マ

み
合
つ
て
カ
チ

鳴
り
、
く
さ
つ
た
肉
が
ペ
チ
ャ

く

つ
つ
き
合
ひ
鼻
も
つ
ぶ
れ
目
の
玉
も
く
り
ぬ
け
て
ゐ
ま
し
た
」

と
描
か
れ
る
ほ
ど
、
桜
の
下
の
死
体
は
腐
敗
し
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
安
吾
は
、「
桜
の
花
ざ
か
り
」
で
触
れ
た
上
野
の
桜
と
、

そ
の
下
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
死
体
を
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

の
な
か
で
用
い
た
の
で
あ
る
。
焼
鳥
と
か
わ
ら
な
い
死
体
か
ら

肉
が
く
さ
っ
て
ウ
ジ
も
わ
い
た
死
体
は
、
い
わ
ば
屍
体
変
相
図

の
様
相
で
あ
る
。

　
「
首
遊
び
」
の
場
面
で
描
か
れ
た
生
々
し
い
「
人
の
首
の
腐
敗
の

様
子
」
は
、
や
は
り
そ
れ
を
目
に
し
た
経
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
の
筆

致
で
あ
ろ
う
。
火
葬
の
追
い
付
か
な
か
っ
た
大
量
の
死
体
は
肉
が
腐

り
ウ
ジ
が
湧
い
て
「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
。
人
間
と
し
て
生
き
て
き

た
そ
の
肉
体
は
、
一
個
人
の
尊
厳
な
ど
最
初
か
ら
な
か
っ
た
か
の
よ

う
に
無
残
に
無
慈
悲
に
「
破
壊
」
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
他
者
と

関
係
を
構
築
し
、
帰
る
場
所
が
あ
っ
た
は
ず
の
人
間
た
ち
は
、
空
襲

に
よ
り
命
を
失
っ
た
瞬
間
「
孤
独
」
と
な
り
、
抵
抗
す
る
こ
と
の
な

い
肉
体
は
満
開
の
桜
の
木
の
下
で
無
残
に
静
か
に
「
分
解
」
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
桜
の
花
ざ
か
り
」
の
中
で
安
吾
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

我
々
は
桜
の
森
に
花
が
さ
け
ば
、
い
つ
も
賑
や
か
な
花
見
の
風

景
を
考
え
な
れ
て
い
る
。そ
の
と
き
の
桜
の
花
は
陽
気
千
万
で
、

夜
桜
な
ど
と
電
燈
で
照
し
て
人
が
集
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
た
な
ま

め
か
し
い
も
の
で
あ
る
。
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け
れ
ど
も
花
見
の
人
の
一
人
も
い
な
い
満
開
の
桜
の
森
と
い

う
も
の
は
、
情
緒
な
ど
は
ど
こ
に
も
な
く
、
お
よ
そ
人
間
の
気

と
絶
縁
し
た
冷
た
さ
が
み
な
ぎ
っ
て
い
て
、ふ
と
気
が
つ
く
と
、

に
わ
か
に
逃
げ
だ
し
た
く
な
る
よ
う
な
静
寂
が
は
り
つ
め
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。

　

血
の
通
っ
た
生
き
た
人
間
が
い
る
と
き
の
桜
の
森
の
満
開
の
下
は

「
陽
気
千
万
」
で
「
な
ま
め
か
し
い
」。
一
方
、
血
の
通
っ
た
人
間
の

い
な
い
桜
の
森
の
満
開
の
下
は
「
お
よ
そ
人
間
の
気
と
絶
縁
し
た
冷

た
さ
が
み
な
ぎ
っ
て
」
お
り
、「
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
に
わ
か
に
逃

げ
だ
し
た
く
な
る
よ
う
な
静
寂
が
は
り
つ
め
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

安
吾
は
そ
の
恐
ろ
し
い
静
寂
か
ら
逃
げ
出
し
た
く
な
っ
て
い
る
が
、

自
身
と
同
じ
人
間
で
あ
っ
た
は
ず
の
死
体
は
そ
の
静
寂
か
ら
逃
げ
出

す
こ
と
も
な
く
、
桜
の
森
の
満
開
の
下
に
身
を
横
た
え
、
抵
抗
す
る

こ
と
な
く
「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
。「
花
見
の
人
の
姿
の
な
い
桜
の

花
ざ
か
り
の
下
」
に
は
「
狂
的
な
冷
た
さ
が
み
な
ぎ
っ
て
」
お
り
、

安
吾
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
し
た
い
と
思
う
自
分
と
、
逃
げ
出
す
こ
と

な
く
「
分
解
」
さ
れ
ゆ
く
「
元
は
人
間
で
あ
っ
た
物
体
」
を
対
比
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
生
き
て
い
る
人
間
」で
あ
る
自
分
と「
死

ん
だ
人
間
」
で
あ
る
死
体
の
違
い
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
帰
る
場
所
」

が
あ
る
か
否
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
と
の
繫
が
り
の
あ
る
安

吾
に
は
「
帰
る
場
所
」
が
あ
る
。
し
か
し
、死
ん
だ
者
た
ち
に
は
「
帰

る
場
所
」
な
ど
な
い
。
死
ん
だ
者
た
ち
は
自
分
自
身
を
失
い
、
そ
し

て
他
者
と
の
繫
が
り
も
失
い
、「
永
遠
の
孤
独
者
」と
な
る
の
で
あ
る
。

自
分
自
身
も
他
者
も
失
っ
た
「
孤
独
な
死
者
た
ち
」
は
、「
狂
的
な

冷
た
さ
」
が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
桜
の
森
の
満
開
の
下
か
ら
逃
げ
出
す

こ
と
な
く
静
か
に
無
残
に
朽
ち
果
て
て
い
く
。
安
吾
自
身
は
逃
げ
出

し
た
い
の
に
死
者
た
ち
は
逃
げ
出
す
こ
と
も
抵
抗
す
る
こ
と
も
な
く

「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
。
桜
の
花
の
下
で
同
じ
人
間
で
あ
っ
た
は
ず

の
者
た
ち
が
生
前
の
形
を
失
い
、
自
分
自
身
も
存
在
意
義
も
失
っ
て

朽
ち
果
て
て
い
く
様
子
は
、
強
烈
な
死
の
「
孤
独
」
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
安
吾
が
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘

密
」
と
し
て
挙
げ
た
「
孤
独
」、
そ
し
て
本
作
品
で
描
か
れ
た
、「
孤

独
な
者
た
ち
」
が
「
分
解
の
魔
術
」
に
抵
抗
す
る
こ
と
な
く
桜
の
森

の
下
に
居
続
け
ら
れ
る
様
子
は
、
安
吾
の
こ
の
経
験
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
三
節
　
戦
争
と
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」

　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
前
年
に
発
表
さ
れ
た
「
堕
落
論
」

（
一
九
四
六
年
四
月
一
日
発
行
の『
新
潮
』第
四
三
巻
第
四
号
で
発
表
）

に
、
戦
時
下
の
自
身
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

私
は
血
を
見
る
こ
と
が
非
常
に
嫌
ひ
で
、
い
つ
か
私
の
眼
前
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で
自
動
車
が
衝
突
し
た
と
き
、
私
は
ク
ル
リ
と
振
向
い
て
逃
げ

だ
し
て
ゐ
た
。け
れ
ど
も
私
は
偉
大
な
破
壊
が
好
き
で
あ
つ
た
。

　

け
れ
ど
も
私
は
偉
大
な
破
壊
を
愛
し
て
ゐ
た
。
運
命
に
従
順

な
人
間
の
姿
は
奇
妙
に
美
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

私
は
戦
き
な
が
ら
、
然
し
、
惚
れ

と
そ
の
美
し
さ
に
見

と
れ
て
ゐ
た
の
だ
。
私
は
考
へ
る
必
要
が
な
か
つ
た
。
そ
こ
に

は
美
し
い
も
の
が
あ
る
ば
か
り
で
、人
間
が
な
か
つ
た
か
ら
だ
。

―
中
略
―
戦
争
中
の
日
本
は
嘘
の
や
う
な
理
想
郷
で
、
た
ゞ
虚

し
い
美
し
さ
が
咲
き
あ
ふ
れ
て
ゐ
た
。
―
中
略
―
た
と
へ
爆
弾

の
絶
え
ざ
る
恐
怖
が
あ
る
に
し
て
も
、
考
へ
る
こ
と
が
な
い
限

り
、
人
は
常
に
気
楽
で
あ
り
、
た
ゞ
惚
れ

と
見
と
れ
て
ゐ

れ
ば
良
か
つ
た
の
だ
。
私
は
一
人
の
馬
鹿
で
あ
つ
た
。
最
も
無

邪
気
に
戦
争
と
遊
び
戯
れ
て
ゐ
た
。

　

や
は
り
戦
争
に
言
及
し
た
「
焼
夷
弾
の
ふ
り
し
き
る
頃
」（
生
前

未
発
表　

一
九
四
六
年
頃
に
執
筆
）、
そ
し
て
「
わ
が
戦
争
に
対
処

せ
る
工
夫
の
数
々
」（
一
九
四
七
年
四
月
二
〇
日
発
行
の『
文
学
季
刊
』

第
三
輯
の
「
創
作
特
輯
」
欄
で
発
表
）
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、
安
吾
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

兄
か
ら
新
潟
へ
疎
開
し
て
は
、
と
い
う
話
が
あ
っ
た
が
辞
退

し
た
の
は
、
東
京
の
最
後
の
日
、
つ
ま
り
日
本
の
最
後
の
日
を

見
と
ど
け
よ
う
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
東
京
と
一
緒
に
死
ん

で
も
仕
方
が
な
い
と
考
え
て
い
た
。
露
の
命
と
い
う
も
の
に
さ

ほ
ど
執
着
は
な
か
っ
た
か
ら
、
劇
し
い
も
の
の
好
き
な
私
は
降

り
し
き
る
バ
ク
ダ
ン
が
怖
し
く
も
あ
っ
た
が
、
何
も
な
い
平
凡

よ
り
は
マ
シ
だ
と
思
っ
て
い
た
。（「
焼
夷
弾
の
ふ
り
し
き
る

頃
」）

　

私
は
友
人
縁
者
か
ら
疎
開
を
す
ゝ
め
ら
れ
、
家
を
提
供
す
る

と
い
ふ
親
切
な
人
も
二
三
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を
断
つ
て
危
険
の

多
い
東
京
の
、
お
ま
け
に
工
場
地
帯
に
が
ん
ば
つ
て
ゐ
た
。
私

は
戦
争
を
「
見
物
」
し
た
か
つ
た
の
だ
。
死
ん
で
馬
鹿
者
と
云

は
れ
て
も
良
か
つ
た
の
で
、そ
れ
は
私
の
最
後
の
ゼ
イ
タ
ク
で
、

い
の
ち
の
危
険
を
代
償
に
世
紀
の
壮
観
を
見
物
さ
せ
て
貰
ふ
つ

も
り
だ
つ
た
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
決
し
て
死
に
就
て
悟
り
を

ひ
ら
い
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
私
が
、
否
、
人
一
倍
死
を
怖
れ

て
ゐ
る
私
が
、
そ
れ
を
押
し
て
も
東
京
に
ふ
み
と
ど
ま
り
、
戦

禍
の
中
心
に
最
後
ま
で
逃
げ
の
こ
り
、
敵
が
上
陸
し
て
包
囲
さ

れ
、
重
砲
で
ド
カ

や
ら
れ
、
飛
行
機
に
ピ
ュ
ー

機
銃

を
ば
ら
ま
か
れ
て
、
最
後
に
白
旗
が
あ
が
る
ま
で
息
を
殺
し
て

ど
こ
か
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
て
や
ら
う
と
い
ふ
の
は
、
大
い
に
矛
盾
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し
て
ゐ
る
。
―
中
略
―
私
は
命
令
さ
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
嫌
ひ

だ
。
そ
し
て
命
令
さ
れ
な
い
限
り
、
最
も
大
き
な
生
命
の
危
険

に
自
ら
身
を
横
へ
て
み
る
こ
と
の
好
奇
心
に
は
ひ
ど
く
魅
力
を

覚
え
て
ゐ
た
。
私
は
好
奇
心
で
い
つ
ぱ
い
だ
つ
た
。
そ
こ
で
又
、

私
は
特
殊
な
訓
練
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
言
ふ

ま
で
も
な
く
、こ
れ
も
亦
、最
大
の
危
険
の
下
で
、如
何
に
し
て
、

な
る
べ
く
死
な
ゝ
い
や
う
に
す
る
か
、
と
い
ふ
こ
と
だ
。（「
わ

が
戦
争
に
対
処
せ
る
工
夫
の
数
々
」）

　

以
上
の
引
用
か
ら
、
安
吾
が
戦
争
の
持
つ
暴
力
的
な
破
壊
性
に
惹

か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
安
吾
は
こ
の
「
偉
大
な
破
壊
」
を
愛

し
、
見
惚
れ
て
い
た
。
爆
弾
を
恐
ろ
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
ま
た
人

一
倍
死
を
怖
れ
な
が
ら
も
「
危
険
の
多
い
東
京
の
、
お
ま
け
に
工
場

地
帯
」
に
踏
み
と
ど
ま
る
く
ら
い
に
は
、
安
吾
は
戦
争
の
「
偉
大
な

破
壊
」
に
惹
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
破
壊
性
を
持
つ
者

と
し
て
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
女
は
「
首
遊
び
」
で
人
間
の
肉
体
を

「
分
解
」し
た
。
そ
し
て
、男
の
魂
を
引
き
込
み「
分
解
」し
つ
つ
あ
っ

た
。
更
に
、
彼
女
は
ビ
ッ
コ
の
女
以
外
の
昔
の
女
房
た
ち
を
殺
す
こ

と
を
男
に
命
じ
た
り
と
、
関
係
を
築
く
前
に
他
者
を
「
破
壊
」
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
と
女
に
は
人
間
の
肉
体
も
精
神
も
、
そ
し
て

他
者
と
の
関
係
も
全
て
「
破
壊
」
し
尽
く
す
と
い
う
共
通
性
が
あ
る

の
で
あ
る
。

　

安
吾
は
戦
争
の
持
つ
暴
力
的
な
破
壊
性
に
惹
か
れ
て
い
た
。
そ
の

「
破
壊
」
を
見
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
「
特
殊
な
訓
練
」
を
す
る
ほ
ど
、

安
吾
は
そ
の
破
壊
性
に
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
程
ま

で
に
惹
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、「
安
吾
の
魂
は
戦
争
の
破
壊

に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
る
で
女
に

引
き
込
ま
れ
、
魂
を
「
分
解
」
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
男
の
よ
う
に
。
こ

の
こ
と
か
ら
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
男
と
女
は
、
安
吾
と
戦

争
を
投
影
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

ま
た
、「
青
春
論
」（
前
半
は
一
九
四
二
年
一
一
月
一
日
発
行
の
『
文

学
界
』
第
九
巻
第
一
一
号
で
発
表
さ
れ
、
後
半
は
翌
一
二
月
一
日
発

行
の
『
文
学
界
』
第
九
巻
第
一
二
号
で
発
表
）
の
中
に
は
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。

　

こ
の
や
う
な
微
妙
な
心
、
秘
密
な
匂
ひ
を
ひ
と
つ

意
識

し
な
が
ら
生
活
し
て
ゐ
る
女
の
人
に
と
つ
て
は
、
一
時
間
一
時

間
が
抱
き
し
め
た
い
や
う
に
大
切
で
あ
ら
う
と
僕
は
思
ふ
。
自

分
の
身
体
の
ど
ん
な
小
さ
な
も
の
、
一
本
の
髪
の
毛
で
も
眉
毛

で
も
、
僕
等
に
分
ら
ぬ
「
い
の
ち
」
が
女
の
人
に
は
感
じ
ら
れ

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

こ
の
や
う
な
女
の
人
に
比
べ
る
と
、
僕
の
毎
日
の
生
活
な
ど
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は
ま
る
で
中
味
が
カ
ラ
ッ
ポ
だ
と
言
つ
て
い
ゝ
ほ
ど
一
時
間
一

時
間
が
実
感
に
乏
し
く
、
且
、
だ
ら
し
が
な
い
。
て
ん
で
い
の

ち
が
籠
つ
て
を
ら
ぬ
。
一
本
の
髪
の
毛
は
愚
か
な
こ
と
、
一
本

の
指
一
本
の
腕
が
な
く
な
つ
て
も
、
そ
の
不
便
に
就
て
の
実
感

や
、
外
見
を
怖
れ
る
見
栄
に
就
て
の
実
感
な
ど
は
あ
る
に
し
て

も
、
失
は
れ
た
「
小
さ
な
い
の
ち
」
と
い
ふ
も
の
に
何
の
感
覚

も
持
た
ぬ
で
あ
ら
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
浅
子
前
掲
論
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

櫛
、
笄
、
簪
、
紅
と
い
っ
た
美
の
断
片
を
集
め
、
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
美
を
結
晶
さ
せ
る
。
だ
が
、
男
は
そ
れ
を
理
解
で
き

な
い
。
た
だ
そ
の
不
思
議
を
見
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。「
一
時

間
一
時
間
が
実
感
に
乏
し
」
い
と
は
、
生
き
て
い
る
う
え
で
の

区
切
り
が
な
く
、
断
片
断
片
の
つ
な
が
り
を
自
覚
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。「
失
は
れ
た
「
小
さ
な
い
の
ち
」
と
い
ふ
も

の
」
は
髪
で
あ
っ
た
り
、
指
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
過
ぎ

ゆ
く
一
時
間
一
時
間
で
あ
り
、
ま
た
女
が
大
切
に
す
る
美
の
断

片
で
も
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
命
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
命

の
断
片
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
女
性
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
安
吾
は
そ
の
よ
う
な
感
覚
は
理
解
で
き

な
か
っ
た
。
山
賊
が
美
の
断
片
を
理
解
で
き
ず
、「
こ
ん
な
も

の
が
な
あ
」
と
言
う
し
か
な
か
っ
た
よ
う
に
。

　
「
個
と
し
て
は
意
味
を
も
た
な
い
不
完
全
か
つ
不
可
解
な
断
片
が

集
ま
る
こ
と
に
よ
つ
て
一
つ
の
物
を
完
成
」
し
、「
そ
の
物
を
分
解

す
れ
ば
無
意
味
な
る
断
片
に
帰
す
る
」
と
い
う
女
の
美
の
「
形
成
」

と
「
分
解
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
は
、「
今
迄
は
意
味
も
値
打

も
み
と
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
装
飾
品
に
、

「
魔
力
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
作
中
に
は
、「
魔
力
は
物
の
い
の

ち
で
し
た
。
物
の
中
に
も
い
の
ち
が
あ
り
ま
す
。」
と
、「
魔
力
＝
物

の
い
の
ち
」
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
男
に
は
理
解

で
き
な
か
っ
た
「
物
の
い
の
ち
」
を
、
彼
が
「
魔
力
」
と
し
て
理
解

し
た
と
い
う
意
味
で
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
男
が
、
美
の
断
片
を
「
い
の
ち
」
と
し
て
理
解
で
き
な
い
の

と
同
様
、
浅
子
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
安
吾
も
理
解
が
で
き

な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
安
吾
は
、
こ
の
男
に
自
身

を
重
ね
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
安
吾
が
自
分
を
重
ね
て

い
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
男
は
、破
壊
性
を
持
つ
女
に
心
を
支
配
さ
れ
、

女
に
魂
を
「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
同
様
、
戦
時
下
の
安
吾

は
戦
争
の
「
破
壊
」
に
魅
了
さ
れ
、心
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
作
品
の
桜
の
森
は
、
安
吾
が
見
た
戦
時
下
の
桜
の
木
が
モ
デ
ル

に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
第
三
章
第
一
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ



― 20 ―

る
。
ま
た
、「
桜
の
森
の
満
開
の
下
の
秘
密
」
で
あ
る
「
孤
独
」
に

関
し
て
は
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
桜
の
下
で
「
以
前
は
人
間
で
あ
っ
た

者
た
ち
」
が
死
に
よ
っ
て
「
永
遠
の
孤
独
者
」
と
な
り
、
抵
抗
な
く

「
分
解
」
さ
れ
て
い
く
様
子
を
見
て
思
い
つ
い
た
も
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
も
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
安
吾
は
戦
争
の
持
つ
「
偉
大

な
破
壊
」
に
魅
了
さ
れ
、
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
。「
堕
落
論
」、「
焼

夷
弾
の
ふ
り
し
き
る
頃
」、
そ
し
て
「
わ
が
戦
争
に
対
処
せ
る
工
夫

の
数
々
」
の
引
用
か
ら
も
、
彼
が
激
し
く
戦
争
の
「
破
壊
」
に
惹
か

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
通
り
、
そ
の
惹
か

れ
よ
う
は
、
本
作
品
で
男
が
女
に
心
を
奪
わ
れ
る
様
子
と
重
な
る
の

で
あ
る
。
戦
争
と
女
は
激
し
い
破
壊
性
を
持
っ
て
お
り
、「
青
春
論
」

の
引
用
部
か
ら
は
安
吾
が
男
と
同
じ
よ
う
な
性
質
を
持
っ
た
人
物
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
安
吾
は
本
作
品
に
お
い
て
、
自
身
を

男
、
戦
争
の
「
破
壊
」
を
女
に
当
て
は
め
、
魂
が
「
分
解
」
さ
れ
る

が
如
く
戦
争
の
「
破
壊
」
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
自
身
の
姿
を
描
き
出

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

i　

河
内
重
雄
「
坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』：
理
性
の
限
界
に
関

す
る
文
脈
」（『
語
文
研
究
』　

一
二
五
巻　

二
〇
一
八
年
六
月
九
日　

九

州
大
学
国
語
国
文
学
会
）

　
　

土
屋
忍
「
坂
口
安
吾
『
櫻
の
森
の
満
開
の
下
』
を
読
む
―
―
愛
と
美
と

殺
戮
と
―
―
」（『
日
本
文
学
』　

六
四
巻
一
二
号　

二
〇
一
五
年
一
二
月

一
〇
日　

日
本
文
学
協
会
）

　
　

織
田
淳
子
「
坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
研
究
―
―
花
の
下
に

見
る
時
空
間
―
―
」（『
富
大
比
較
文
学
』　

五
巻　

二
〇
一
二
年
一
二
月

一
二
日　

富
山
大
学
比
較
文
学
会
）

　
　

原
卓
史
「
坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
の
〈
終
わ
り
〉」（『
国

文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』　

至
文
堂　

七
五
巻
九
号　

二
〇
一
〇
年
九
月
）

　
　

加
藤
達
彦
「『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
―
ウ
ツ
・
ロ
・
ヒ
の
テ
ク
ス
ト
」

（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』　

至
文
堂　

七
一
巻
一
一
号　

二
〇
〇
六
年

一
一
月
）

　
　

応
傑
「『
美
し
い
女
』
と
『
満
開
の
桜
の
森
』
の
真
相
―
『
桜
の
森

の
満
開
の
下
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
朝
日
大
学
経
営
論
集
』　

二
一
巻　

二
〇
〇
六
年
九
月
三
〇
日　

朝
日
大
学
経
営
学
会
）

ii　

河
内　

注
i
前
掲
論

iii　

河
内　

注
i
前
掲
論
、
織
田　

注
i
前
掲
論
、
原　

注
i
前
掲
論
、
加

藤　

注
i
前
掲
論

iv　

土
屋　

注
i
前
掲
論
、
応　

注
i
前
掲
論

　
　

水
本
次
美
「
坂
口
安
吾
『
桜
の
森
の
満
開
の
下
』
論
―
男
の
〈
慾
望
〉」

（『
文
学
論
藻
』
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
編　

七
八
号　

二
〇
〇
四
年
二
月　

東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
研
究
室
）

v　

河
内　

注
i
前
掲
論
、
原　

注
i
前
掲
論
、
応　

注
i
前
掲
論

vi　

謡
曲
「
桜
川
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。


