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一 

疎
開
者
小
説
の
問
い
か
け
る
も
の 

『
お
伽
草
紙
』（
一
九
四
五
年
一
〇
月 
筑
摩
書
房
）
の
「
カ
チ
カ
チ
山
」

の
冒
頭
は
「
カ
チ
カ
チ
山
の
物
語
に
於
け
る
兎
は
少
女
、
さ
う
し
て
あ
の

惨
め
な
敗
北
を
喫
す
る
狸
は
、
そ
の
兎
の
少
女
を
恋
し
て
ゐ
る
醜
男
。
こ

れ
は
も
う
疑
ひ
を
容
れ
ぬ
厳
然
た
る
事
実
の
や
う
に
私
に
は
思
は
れ
る
。
」

で
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
断
定
し
て
見
せ
る
語
り
手
の
、
そ

の
断
定
の
根
拠
は
、
必
ず
し
も
作
品
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
語
り
手
は
「
し
か
も
、
こ
の
狸
た
る
や
、
ア
ル
テ
ミ

ス
型
の
少
女
に
惚
れ
る
男
の
ご
た
ぶ
ん
に
も
れ
ず
、
狸
仲
間
で
も
風
采
あ

が
ら
ず
、
た
だ
団
々
と
し
て
、
愚
鈍
大
食
の
野
暮
天
で
あ
つ
た
と
い
ふ
に

於
い
て
は
、
そ
の
悲
惨
の
な
り
行
き
は
推
す
る
に
余
り
が
あ
る
。
」
と
狸
の

悲
惨
な
運
命
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
語
り
を
幾
度

繰
り
返
し
て
も
、
兎
と
狸
の
両
者
の
甚
だ
し
い
懸
隔
が
、
ど
こ
か
ら
や
っ

て
き
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
懸
隔
の
甚
だ
し
さ
に
つ
い
て
「
こ
れ
は

も
う
疑
ひ
を
容
れ
ぬ
厳
然
た
る
事
実
」
と
断
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
理
由
は
、
や
は
り
明
ら
か
で
は
な
い
。 

『
お
伽
草
紙
』
執
筆
の
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
一
九
四
五
年
三
月
か
ら
六
月

末
に
至
る
時
期
、
太
宰
は
空
襲
に
よ
る
家
屋
焼
失
と
疎
開
に
よ
る
移
動
・

避
難
生
活
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
諸
種
の
資
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
通
り
、「
前
書
き
」「
瘤
取
り
」「
浦
島
さ
ん
」「
カ
チ
カ
チ
山
」「
舌

切
雀
」
の
順
に
書
き
継
が
れ
て
い
く
時
間
の
経
緯
は
、
東
京
大
空
襲
、
妻

子
の
甲
府
へ
の
疎
開
、
三
鷹
に
空
襲
、
甲
府
・
石
原
家
へ
疎
開
、
甲
府
市

街
一
円
に
焼
夷
弾
投
下
、
石
原
家
全
焼
し
知
人
を
頼
り
避
難
生
活
、
と
め

ま
ぐ
る
し
く
移
動
し
て
い
く
軌
跡
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
家
屋
・

家
財
の
焼
失
に
と
も
な
う
疎
開
生
活
へ
の
転
落
と
い
う
構
図
、
言
い
換
え

れ
ば
、
所
有
す
る
者
か
ら
せ
ざ
る
者
へ
の
転
落
の
構
図
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
六
月
末
に
『
お
伽
草
紙
』
を
完
成
し
、
七
月
に
原
稿
を



 

 

 

二

小
山
清
に
託
し
た
後
、
七
月
末
、
甲
府
か
ら
上
野
駅
、
そ
こ
か
ら
四
昼
夜

を
か
け
て
金
木
の
生
家
に
妻
子
と
と
も
に
た
ど
り
つ
く
。 

「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
兎
は
「
ア
ル
テ
ミ
ス
型
の
少
女
」
と
さ
れ
、「
ア
ル

テ
ミ
ス
は
月
の
女
神
で
、
額
に
は
青
白
い
三
日
月
が
輝
き
」
、
「
小
柄
で
、

ほ
つ
そ
り
と
し
て
、
手
足
も
華
奢
で
可
愛
く
、
ぞ
つ
と
す
る
ほ
ど
あ
や
し

く
美
し
い
顔
を
し
て
ゐ
る
」
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
兎
の
月
光
の
よ

う
な
透
明
な
白
色
の
美
し
さ
は
、「
お
れ
は
こ
の
色
黒
の
た
め
生
れ
て
三
十

何
年
間
、
ど
の
や
う
に
味
気
な
い
思
ひ
を
し
て
来
た
か
わ
か
ら
な
い
。
」
と

言
い
、「
色
白
に
さ
へ
な
つ
た
ら
死
ん
だ
つ
て
か
ま
は
ん
の
だ
」
と
口
走
る

狸
の
醜
悪
魯
鈍
の
姿
と
の
甚
だ
し
い
懸
隔
に
お
い
て
、
一
層
際
立
つ
美
し

さ
と
そ
の
残
酷
さ
と
を
露
わ
に
す
る
こ
と
に
な
る
。 

〈
疎
開
者
〉
で
あ
る
こ
と
。
太
宰
治
が
実
際
に
〈
疎
開
者
〉
と
し
て
書

き
か
け
の
原
稿
を
抱
え
な
が
ら
生
活
の
場
を
求
め
て
移
動
し
た
経
験
は
、

〈
疎
開
者
〉
と
い
う
人
間
の
様
態
の
一
つ
を
通
じ
て
、
人
間
が
社
会
生
活

を
営
も
う
と
す
る
限
り
踏
み
外
す
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
も
の
が
何
で
あ
る

か
を
痛
切
に
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
痛
切
な
認
識
が
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
兎
と
狸
と
の
間
に
、
い
わ
ば
絶

対
の
懸
隔
を
差
し
挟
む
と
い
う
着
想
を
太
宰
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
カ
チ
カ
チ
山
」
は
、
疎
開
の
途
上
な
い
し
は
疎
開
先
で
の
生
活
に
取
材

し
た
と
思
わ
れ
る
か
な
り
の
数
に
上
る
作
品
の
、
い
わ
ば
祖
形
の
位
置
に

あ
る
と
い
え
る
よ
う
だ
。 

「
た
づ
ね
び
と
」（
『
東
北
文
学
』
一
九
四
六
年
一
二
月
）
は
「
ボ
ロ
服

の
乞
食
姿
で
、
子
供
を
二
人
も
連
れ
て
ゐ
る
色
魔
」
と
自
分
を
表
現
す
る

ほ
か
な
い
〈
疎
開
者
〉
の
語
り
手
自
身
が
、「
う
ま
く
い
つ
て
も
三
昼
夜
は

た
つ
ぷ
り
か
か
る
旅
程
」
の
途
上
、
食
料
に
窮
し
、
頼
る
人
も
な
い
疎
開

行
の
列
車
の
中
で
、「
え
え
、
も
う
、
こ
の
下
の
子
は
、
餓
死
に
き
ま
つ
た
、

自
分
も
三
十
七
ま
で
生
き
て
来
た
ば
か
り
に
、
い
ろ
い
ろ
の
苦
労
を
な
め

る
わ
い
」
と
開
き
直
っ
た
そ
の
時
、「
白
い
半
袖
の
シ
ヤ
ツ
」
を
着
た
「
若

い
女
の
ひ
と
」
に
過
分
な
食
料
を
与
え
ら
れ
救
わ
れ
た
経
験
が
語
ら
れ
て

い
る
。 

 

「
失
礼
し
ま
す
。
お
嬢
ち
や
ん
、
さ
や
う
な
ら
。
」 

 

女
の
ひ
と
は
、
さ
う
言
つ
て
私
の
と
こ
ろ
の
窓
か
ら
さ
つ
さ
と
降

り
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

私
も
妻
も
、
一
言
も
何
も
お
礼
を
言
ふ
ひ
ま
が
、
な
か
つ
た
の
で
す
。 

 

そ
の
ひ
と
に
、
そ
の
女
の
ひ
と
に
、
私
は
逢
ひ
た
い
の
で
す
。
と

し
の
頃
は
、
は
た
ち
前
後
。
そ
の
時
の
服
装
は
、
白
い
半
袖
の
シ
ヤ

ツ
に
、
久
留
米
絣
の
モ
ン
ペ
を
つ
け
て
ゐ
ま
し
た
。 

 
逢
つ
て
、
私
は
言
ひ
た
い
の
で
す
。
一
種
の
に
く
し
み
を
含
め
て

言
ひ
た
い
の
で
す
。 
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「
お
嬢
さ
ん
。
あ
の
時
は
、
た
す
か
り
ま
し
た
。
あ
の
時
の
乞
食

は
、
私
で
す
。
」
と
。 

 

 

「
白
い
ズ
ツ
ク
の
鞄
」
の
中
か
ら
次
々
と
食
料
を
取
り
出
し
、「
私
」
の

膝
の
上
に
積
み
重
ね
て
い
く
「
白
い
半
袖
の
シ
ヤ
ツ
」
の
「
は
た
ち
前
後
」

の
「
若
い
女
の
ひ
と
」
。
だ
が
「
私
」
は
こ
の
女
性
の
こ
の
と
き
の
振
る
舞

い
に
「
一
種
の
に
く
し
み
」
を
抱
く
と
い
う
の
だ
。
そ
う
し
て
「
お
嬢
さ

ん
。
あ
の
時
は
、
た
す
か
り
ま
し
た
。
あ
の
時
の
乞
食
は
、
私
で
す
。
」
と

そ
の
女
性
に
言
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
に
は
〈
疎
開
者
〉
が
「
乞
食
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
社
会
的

な
経
済
行
為
の
主
体
と
し
て
失
格
者
で
あ
る
こ
と
を
、
厳
然
た
る
事
実
と

し
て
突
き
付
け
ら
れ
た
〈
疎
開
者
〉
の
悲
し
み
が
、
宛
先
の
な
い
言
葉
と

な
っ
て
流
れ
出
し
て
い
る
。「
た
づ
ね
び
と
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
絶

対
の
懸
隔
を
目
の
前
に
、
な
お
言
葉
を
も
っ
て
主
体
性
の
奪
回
に
あ
え
て

奮
い
立
と
う
と
す
る
語
り
手
の
意
地
が
感
じ
ら
れ
る
。
だ
が
「
私
」
の
言

葉
は
、「
女
の
ひ
と
」
が
帯
び
る
絶
対
的
な
〈
良
さ
〉
に
対
す
る
愚
か
な
僻

み
、
「
女
の
ひ
と
」
へ
の
忘
恩
的
愚
行
と
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
「
東

北
文
学
」
と
い
う
文
学
雑
誌
の
誌
面
に
書
き
連
ね
ら
れ
た
「
私
」
の
言
葉

は
、
言
え
ば
言
う
ほ
ど
自
身
の
愚
か
さ
と
「
女
の
ひ
と
」
の
〈
良
さ
〉
と

の
懸
隔
を
露
呈
し
、
天
に
向
か
っ
て
唾
す
る
愚
行
と
な
る
ほ
か
な
い
の
だ
。 

 

絶
対
的
な
〈
正
し
さ
〉
と
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
は
、〈
疎
開
者
〉
に
と

っ
て
命
を
救
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
〈
正
し
さ
〉
を
あ
え
て
拒
絶
し

よ
う
と
す
る
〈
疎
開
者
〉
は
、
疎
開
せ
ず
空
襲
の
た
だ
な
か
に
残
る
こ
と

を
む
し
ろ
選
ぶ
の
が
よ
い
。
生
き
た
い
か
？
と
い
う
問
い
の
前
で
〈
疎
開

者
〉
は
い
わ
ば
畜
犬
の
よ
う
に
卑
屈
に
な
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。 

 

だ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
「
一
種
の
に
く
し
み
」
と
い
う
言
葉
に
た
く

す
こ
と
は
、
や
は
り
愚
か
な
こ
と
で
は
な
い
か
。「
た
づ
ね
び
と
」
一
篇
に

は
、
絶
対
的
な
〈
正
し
さ
〉
や
〈
良
さ
〉
が
暴
力
と
な
っ
て
し
ま
う
状
況

が
、
自
己
弁
明
の
不
可
能
性
と
い
う
無
間
奈
落
の
世
界
と
し
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
自
分
自
身
を
裏
切
っ
て
い
く
。
私
の
発
す

る
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
、
私
の
言
葉
を
封
殺
す
る
。 

 

「
お
嬢
さ
ん
。
あ
の
時
は
、
た
す
か
り
ま
し
た
。
あ
の
時
の
乞
食
は
、

私
で
す
。
」
と
い
う
言
葉
は
、
疎
開
者
小
説
の
本
質
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

と
り
わ
け
食
料
尽
き
て
疲
労
の
極
に
あ
る
〈
疎
開
者
〉
に
と
っ
て
、
経
済

社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
経
済
行
為
の
主
体
と
し
て
参
画
し
、
こ
の
窮
状

を
打
開
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
不
可
能
性
が
す
な
わ

ち
餓
死
へ
と
つ
な
が
る
道
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
行
き
倒
れ
て
い
く

〈
疎
開
者
〉
は
、
経
済
行
為
の
主
体
と
し
て
失
格
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
と
し
て
の
生
存
を
も
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
〈
疎
開
者
〉

と
は
人
間
と
し
て
の
主
体
性
の
質
を
、
経
済
行
為
の
担
い
手
た
り
う
る
か



 

 

 

四

の
一
点
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
存
在
な
の
だ
。
疎
開
者
小
説
と
い

う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
、社
会
と
人
間
と
の
抜
き
差
し
難
い
関
係
の
実
態
を
、

生
き
る
た
め
の
経
済
行
為
に
ま
で
純
化
さ
せ
、
抽
象
化
さ
せ
る
こ
と
で
、

こ
の
社
会
の
外
に
出
る
行
為
が
い
か
に
反
社
会
的
行
為
で
あ
る
か
、
一
個

の
生
命
の
維
持
を
す
ら
不
可
能
に
す
る
愚
行
で
あ
る
か
を
端
的
に
示
し
て

み
せ
る
。 

 

〈
疎
開
者
〉
は
し
た
が
っ
て
救
い
の
訪
れ
を
常
に
待
っ
て
い
る
。
そ
し

て
同
時
に
、
そ
の
救
い
の
残
忍
さ
を
恐
れ
て
も
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
「
カ

チ
カ
チ
山
」
の
「
狸
の
死
ぬ
る
い
ま
は
の
際
の
一
言
に
だ
け
留
意
し
て
置

い
た
ら
、
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」
と
い
う
結
び
の
段
に
い
た
る
の
で

あ
る
。
「
惚
れ
た
が
悪
い
か
。
」
と
い
い
な
が
ら
狸
は
「
は
じ
め
て
兎
の
悪

計
を
見
抜
い
た
」
と
い
う
。
だ
が
時
は
「
既
に
お
そ
か
つ
た
」
。 

 

兎
の
絶
対
的
な
美
し
さ
に
焦
が
れ
つ
つ
、
し
か
し
何
一
つ
報
わ
れ
る
こ

と
の
な
か
っ
た
狸
は
、
泥
船
に
よ
っ
て
こ
の
世
か
ら
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
泳
げ
な
い
狸
が
最
期
に
発
し
た
言
葉
に
は
、
絶
対
的
な
美
し
さ
に

焦
が
れ
て
生
き
て
き
た
人
生
の
肯
定
と
、
遂
に
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
絶
対
的
な
懸
隔
の
重
大
な
意
味
、
す
な
わ
ち
希
望
と
絶
望
と
が
と
も

に
そ
の
懸
隔
の
大
き
さ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
刻

ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
狸
の
認
識
は
〈
疎
開
者
〉
と
絶
対

的
な
〈
正
し
さ
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
、
現
実
に
生
き
る
人
間
の
体
験
と

し
て
ま
さ
に
現
前
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
狸
は
死
ぬ
が
、〈
疎
開
者
〉
は
生

き
延
び
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
〈
疎
開
者
〉
が
確
実
に
生
き
延
び
る

保
証
が
な
い
以
上
、〈
疎
開
者
〉
と
狸
と
の
間
に
は
懸
隔
が
な
い
。
両
者
は

存
在
論
的
に
同
一
な
の
だ
。
希
望
と
絶
望
が
常
に
同
じ
状
況
の
中
に
出
現

す
る
。
惚
れ
る
こ
と
と
、
主
体
性
の
抹
殺
と
は
同
時
な
の
だ
か
ら
。
だ
が

「
た
づ
ね
び
と
」
の
「
私
」
は
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
狸
の
よ
う
に
容
易
に

死
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
私
」
は
父
な
の
で
あ
る
。
「
女
の
ひ
と
」
の

絶
対
的
な
〈
良
さ
〉〈
正
し
さ
〉
に
、
無
駄
と
知
り
つ
つ
抗
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
種
の
に
く
し
み
」

の
吐
露
が
ど
れ
ほ
ど
愚
か
な
冒
涜
の
言
葉
に
聞
こ
え
よ
う
と
も
、
父
は
こ

の
言
葉
に
よ
っ
て
自
ら
を
深
く
傷
つ
け
る
こ
と
で
父
と
し
て
生
き
延
び
て

い
く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

疎
開
者
小
説
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
父
の
倫
理
性
の
問
題
へ
と
読
者
を

呼
び
寄
せ
る
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。 

 

二 

〈
正
し
さ
〉
と
は
何
か 

 

「
親
と
い
ふ
二
字
」（
『
新
風
』
一
九
四
六
年
一
月
）
は
、「
二
度
も
罹
災

し
て
、
た
う
と
う
津
軽
の
兄
の
家
へ
逃
げ
込
ん
で
居
候
と
い
ふ
身
分
に
な

つ
た
」
「
私
」
の
疎
開
生
活
の
一
齣
を
描
く
と
い
う
設
定
の
作
品
で
あ
る
。

「
私
」
は
疎
開
中
、
戦
災
で
末
娘
を
失
っ
た
と
い
う
一
人
の
「
爺
さ
ん
」



 

 

 

五

疎
開
す
る
太
宰
治
―
―
疎
開
者
小
説
の
可
能
性 

と
郵
便
局
で
知
り
合
う
。
こ
の
「
爺
さ
ん
」
は
文
字
が
書
け
な
い
。
預
金

の
「
払
戻
し
用
紙
」
に
は
、
小
説
家
の
「
私
」
が
代
筆
す
る
。
預
金
の
名

義
は
「
竹
内
ト
キ
」
。
「
実
に
し
ば
し
ば
そ
の
爺
さ
ん
と
郵
便
局
で
顔
を
合

せ
」
る
「
私
」
は
、
「
爺
さ
ん
」
の
「
二
十
六
に
な
る
末
娘
」
「
竹
内
ト
キ

さ
ん
」
が
、
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
、
彼
女
自
身
も
大
や
け
ど
を
し
て
、「
象

さ
ん
が
来
た
、
象
さ
ん
が
来
た
、
と
う
は
ご
と
を
言
つ
て
、
息
を
引
き
と

つ
た
」
こ
と
な
ど
を
知
る
。 

 

「
爺
さ
ん
」は
そ
の
末
娘
と
青
森
市
内
の
家
で
同
居
し
て
い
た
の
だ
が
、

戦
災
で
家
を
失
い
、
そ
の
際
の
空
襲
で
末
娘
も
死
亡
し
て
、
単
身
青
森
か

ら
「
北
津
軽
郡
金
木
村
」
に
移
っ
て
き
た
〈
疎
開
者
〉
で
あ
る
。「
私
」
も

ま
た
こ
の
金
木
の
「
兄
の
家
」
に
転
が
り
込
ん
で
き
た
〈
疎
開
者
〉
で
あ

り
、
小
説
家
の
「
私
」
は
こ
の
「
お
ど
お
ど
し
て
、
さ
う
し
て
、
ど
こ
か

ず
る
さ
う
な
、
顔
も
か
ら
だ
も
ひ
ど
く
小
さ
い
爺
さ
ん
」
と
奇
妙
な
連
帯

意
識
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。「
大
酒
飲
み
に
違
ひ
な
い
、
と
私
は
同
類
の
敏

感
で
、
ひ
と
め
見
て
断
じ
た
」
と
。 

  
 

 

「
旦
那
。
」
と
呼
び
、
さ
う
し
て
、
「
書
い
て
く
れ
や
。
」
と
言
ふ
。 

 
 

 

「
い
く
ら
？
」 

 
 

 

「
四
拾
円
。
」 

 
 

 

い
つ
も
、
き
ま
つ
て
ゐ
た
。 

 
 
 

さ
う
し
て
、
そ
の
間
に
、
ち
よ
い
ち
よ
い
か
れ
か
ら
話
を
聞
い
た
。

そ
れ
に
依
る
と
、
か
れ
は
、
案
に
た
が
は
ず
酒
飲
み
で
あ
つ
た
。
四

拾
円
も
、
そ
の
日
の
う
ち
に
か
れ
の
酒
代
に
な
る
ら
し
い
。
こ
の
辺

に
は
ま
だ
、
闇
の
酒
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

「
爺
さ
ん
」
の
こ
の
行
為
は
、
倫
理
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
か
。「
私
」
は

し
か
し
娘
の
預
金
か
ら
「
四
拾
円
」
ず
つ
引
き
出
し
て
は
酒
代
に
す
る
こ

の
「
爺
さ
ん
」
に
、「
み
ん
な
飲
ん
で
し
ま
ひ
な
さ
い
、
と
私
は
よ
つ
ぽ
ど

か
れ
に
言
つ
て
や
ら
う
か
と
思
つ
た
。
」
と
書
く
。 

「
十
五
年
間
」
（
『
文
化
展
望
』
一
九
四
六
年
四
月
）
の
語
り
手
「
私
」

も
ま
た
「
れ
い
の
戦
災
を
か
う
む
り
、
自
分
ひ
と
り
な
ら
、
ま
た
べ
つ
だ

が
、
五
歳
と
二
歳
の
子
供
を
か
か
へ
て
ゐ
る
の
で
窮
し
、
た
う
と
う
津
軽

の
生
家
に
も
ぐ
り
込
ん
で
、
親
子
四
人
、
居
候
と
い
ふ
身
分
に
な
つ
た
」

と
書
い
て
〈
疎
開
者
〉
と
し
て
の
自
分
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
語
り
始
め

て
い
る
。
そ
の
「
私
」
が
「
私
の
半
生
は
、
ヤ
ケ
酒
の
歴
史
で
あ
る
。
」
と

断
定
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
語
る
。 

  
 
 

秩
序
あ
る
生
活
と
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
ニ
コ
チ
ン
を
抜
い
た
清
潔
な

か
ら
だ
を
純
白
の
シ
ー
ツ
に
横
た
へ
る
事
と
を
、
い
つ
も
念
願
に
し

て
ゐ
な
が
ら
、
私
は
薄
汚
い
泥
酔
者
と
し
て
場
末
の
露
路
を
う
ろ
つ



 

 

 

六

き
ま
は
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
や
う
な
結
果
に
な
つ
て

し
ま
ふ
の
だ
ら
う
。
そ
れ
を
今
こ
こ
で
、
二
言
か
三
言
で
説
明
し
去

る
の
も
、
あ
ん
ま
り
い
い
気
な
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
は

私
た
ち
の
年
代
の
日
本
の
知
識
人
全
部
の
問
題
か
も
知
れ
な
い
。
私

の
こ
れ
ま
で
の
作
品
こ
と
ご
と
く
を
挙
げ
て
答
へ
て
も
な
ほ
足
り
ず

と
す
る
大
き
な
問
題
か
も
知
れ
な
い
。 

 

こ
の
文
章
の
あ
と
に
、「
私
は
サ
ロ
ン
芸
術
を
否
定
し
た
。
サ
ロ
ン
思
想

を
嫌
悪
し
た
。
要
す
る
に
私
は
、
サ
ロ
ン
な
る
も
の
に
居
た
た
ま
ら
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
一
文
が
続
く
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ

こ
で
「
私
」
は
「
サ
ロ
ン
思
想
」「
サ
ロ
ン
芸
術
」
を
公
然
と
否
定
す
る
思

想
や
芸
術
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
公
然
と
否
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で

あ
る
よ
う
な
「
思
想
」「
芸
術
」
と
し
て
「
サ
ロ
ン
」
は
存
在
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。 

「
十
五
年
間
」
の
「
私
」
は
「
サ
ロ
ン
」
を
称
し
て
「
知
識
の
淫
売
店
」

「
戦
時
日
本
の
新
聞
」
「
知
識
の
『
大
本
営
発
表
』
」
と
あ
ら
ゆ
る
言
葉
を

総
動
員
し
て
非
難
す
る
が
、
そ
の
ど
れ
よ
り
も
「
サ
ロ
ン
」
は
「
ま
だ
悪

い
」
。
要
す
る
に
「
サ
ロ
ン
」
は
絶
対
的
な
〈
正
し
さ
〉
や
〈
良
さ
〉
の
価

値
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
は
、
そ
の
自
ら
発
し
た
言
葉

に
よ
っ
て
否
定
し
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

「
サ
ロ
ン
」
と
は
い
わ
ば
必
然
的
推
論
の
前
提
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
推

論
は
こ
の
前
提
か
ら
流
れ
出
す
。「
サ
ロ
ン
」
を
否
定
す
る
論
理
は
、
そ
れ

は
単
に
論
理
的
な
誤
り
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
正
し
い
推
論
は
、
必
ず
こ
の

前
提
を
支
持
す
る
結
論
に
到
達
す
る
。
そ
れ
が
必
然
的
推
論
と
い
う
も
の

な
の
で
あ
る
。 

「
私
」
が
「
薄
汚
い
泥
酔
者
と
し
て
場
末
の
露
路
を
う
ろ
つ
き
ま
は
つ

て
ゐ
た
」
の
は
、
直
接
的
に
は
「
サ
ロ
ン
」
と
距
離
を
と
り
、
そ
れ
へ
の

抵
抗
の
姿
勢
を
示
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
薄
汚
い
泥
酔
者
」

で
し
か
な
い
そ
の
姿
勢
の
ど
こ
に
、「
サ
ロ
ン
」
を
越
え
う
る
思
想
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。「
私
」
は
「
私
」
の
半
生
を
振
り
返
り
、
そ
こ
に
常
に
立
ち
塞

が
る
よ
う
に
存
在
し
た
問
題
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
考
え
、
そ
の
困
難
を

「
日
本
の
知
識
人
全
部
の
問
題
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

  
 
 

私
は
サ
ロ
ン
の
偽
善
と
戦
つ
て
来
た
と
、
せ
め
て
そ
れ
だ
け
は
言

は
せ
て
く
れ
。
さ
う
し
て
私
は
、
い
つ
ま
で
も
薄
汚
い
の
ん
だ
く
れ

だ
。
本
棚
に
私
の
著
書
を
並
べ
て
ゐ
る
サ
ロ
ン
は
、
ど
こ
に
も
無
い
。 

 

こ
の
主
張
自
体
、「
サ
ロ
ン
」
に
認
め
ら
れ
な
い
悔
し
さ
と
僻
み
に
過
ぎ

ぬ
も
の
と
読
め
ば
読
め
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。「
私
」
は
む
ろ
ん
そ
れ
を
も
承

知
の
上
で
語
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
絶
対
的
な
〈
正
し
さ
〉〈
良



 

 

 

七

疎
開
す
る
太
宰
治
―
―
疎
開
者
小
説
の
可
能
性 

さ
〉
の
中
心
に
あ
る
「
サ
ロ
ン
」
が
強
要
し
て
く
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
サ

ロ
ン
」
は
「
サ
ロ
ン
」
で
あ
る
と
い
う
強
烈
な
同
語
反
復
、
あ
る
い
は
誤

り
よ
う
の
な
い
必
然
的
推
論
の
磁
場
に
捉
え
ら
れ
た
者
に
は
、
「
泥
酔
者
」

で
し
か
な
い
「
私
」
の
言
葉
は
、「
サ
ロ
ン
」
へ
の
ひ
ね
こ
び
た
劣
等
感
で

こ
そ
あ
れ
、「
日
本
の
知
識
人
全
部
の
問
題
」
を
提
言
す
る
挑
発
的
発
言
で

は
あ
り
得
な
い
の
だ
。 

さ
て
、「
竹
内
ト
キ
さ
ん
」
の
父
親
は
、
こ
の
戦
災
死
し
た
末
娘
の
預
金

を
酒
代
に
使
う
父
親
で
あ
る
。
娘
を
戦
災
に
よ
っ
て
失
っ
た
父
親
が
そ
の

悲
し
み
を
ど
の
よ
う
に
鎮
め
る
か
。「
私
」
が
思
わ
ず
「
み
ん
な
飲
ん
で
し

ま
ひ
な
さ
い
」
と
声
を
か
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
う
し
て
娘
の
大
切
な

預
金
を
酒
代
に
費
や
し
浪
費
し
て
い
く
こ
と
だ
け
が
、「
爺
さ
ん
」
の
悲
し

み
の
絶
対
値
を
す
り
減
ら
し
う
る
方
法
だ
と
「
私
」
は
気
づ
い
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。「
サ
ロ
ン
」
向
き
の
鎮
魂
歌
は
こ
の
「
無
筆
の
親
」
の
悲
し
み

に
届
く
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。「
爺
さ
ん
」
は
娘
の
預
金
通
帳
か
ら
引
き
出

し
た
「
四
拾
円
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
悲
し
み
の
絶
対
値
の
大
き
さ
に
気

づ
く
の
だ
。
飲
め
ば
飲
む
ほ
ど
、
悲
し
み
の
深
さ
に
「
爺
さ
ん
」
は
沈
ん

で
い
く
の
だ
。
そ
れ
は
も
は
や
癒
し
で
も
、
鎮
魂
で
も
な
い
。
た
だ
悲
し

む
こ
と
の
繰
り
返
し
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。 

や
が
て
「
爺
さ
ん
」
は
末
娘
の
死
亡
保
険
金
を
手
に
し
、「
娘
の
名
儀
で

こ
ん
に
ち
入
金
の
つ
も
り
で
ご
い
す
。
」
と
「
私
」
に
告
げ
る
。「
私
」
も

ま
た
、
こ
の
日
「
私
の
貯
金
の
ほ
と
ん
ど
全
部
」
を
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」「
十

本
ば
か
り
」
に
投
ず
る
た
め
に
郵
便
局
に
来
て
い
た
の
で
あ
る
。 

  
 
 

「
そ
れ
は
結
構
で
し
た
。
け
ふ
は
、
僕
の
は
う
が
、
う
け
出
し
な

ん
で
す
。
」 

 
 
 

甚
だ
妙
な
成
り
行
き
で
あ
つ
た
。
や
が
て
二
人
の
用
事
は
す
ん
だ

が
、
私
が
現
金
支
払
ひ
の
窓
口
で
手
渡
さ
れ
た
札
束
は
、
何
の
事
は

無
い
、
た
つ
た
い
ま
爺
さ
ん
の
入
金
し
た
札
束
そ
の
も
の
で
あ
つ
た

の
で
、
な
ん
だ
か
ひ
ど
く
爺
さ
ん
に
す
ま
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。 

 
 
 

さ
う
し
て
そ
れ
を
或
る
人
に
手
渡
す
時
に
も
、
竹
内
ト
キ
さ
ん
の

保
険
金
で
ウ
ヰ
ス
キ
イ
を
買
ふ
や
う
な
、
へ
ん
な
錯
覚
を
私
は
感
じ
た
。 

 

こ
う
し
て
「
爺
さ
ん
」
の
悲
し
み
が
「
私
」
に
手
渡
さ
れ
る
。「
私
」
は

彼
女
の
死
亡
保
険
金
を
酒
代
に
投
じ
、「
爺
さ
ん
」
の
悲
し
み
を
背
負
う
錯

覚
に
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
錯
覚
は
、
作
品
末
尾
に
描
か
れ
る
「
女
房
」

と
「
這
ひ
寄
る
二
歳
の
子
」
の
姿
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
生
き
る
現
実
の
悲

し
み
に
変
容
す
る
。「
竹
内
ト
キ
さ
ん
」
の
死
亡
保
険
金
と
錯
覚
さ
れ
た
も

の
は
「
私
の
貯
金
の
ほ
と
ん
ど
全
部
」
を
う
け
出
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

ず
、
こ
の
浪
費
に
よ
っ
て
「
私
」
は
「
女
房
」
と
「
這
ひ
寄
る
二
歳
の
子
」

の
生
活
の
糧
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
「
私
」
は
作
中



 

 

 

八

こ
こ
で
初
め
て
父
の
立
場
に
は
っ
き
り
と
据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

だ
が
「
私
」
に
と
っ
て
父
の
倫
理
と
は
何
で
あ
ろ
う
。「
爺
さ
ん
」
も
ま

た
父
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、「
私
」
が
「
爺
さ
ん
」
か
ら
手
渡
さ
れ
た
父
の

悲
し
み
は
、
娘
の
死
を
冒
涜
す
る
背
徳
的
な
偽
善
と
は
無
縁
の
も
の
だ
。

「
私
」
が
「
爺
さ
ん
」
の
悲
し
み
を
語
る
の
は
、「
爺
さ
ん
」
を
背
徳
無
頼

の
徒
と
み
る
「
サ
ロ
ン
」
の
思
想
か
ら
守
る
た
め
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
作
品
末
尾
の
次
の
一
節
に
は
、「
私
」
の
小
説
家
と
し
て

の
意
気
込
み
が
、
父
の
倫
理
を
語
る
〈
正
し
い
〉
言
説
に
よ
っ
て
崩
壊
し

て
い
く
様
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 

数
日
後
、
ウ
ヰ
ス
キ
イ
は
私
の
部
屋
の
押
入
れ
に
運
び
込
ま
れ
、

私
は
女
房
に
向
つ
て
、 

 
 

「
こ
の
ウ
ヰ
ス
キ
イ
に
は
ね
、
二
十
六
歳
の
処
女
の
い
の
ち
が
溶
け

込
ん
で
ゐ
る
ん
だ
よ
。
こ
れ
を
飲
む
と
、
僕
の
小
説
に
も
め
つ
き
り

艶
つ
ぽ
さ
が
出
て
来
る
と
い
ふ
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
」 

 
 

 

と
言
ひ
、
そ
も
そ
も
郵
便
局
で
無
筆
の
あ
は
れ
な
爺
さ
ん
に
逢
つ

た
事
の
は
じ
め
か
ら
、
こ
ま
か
に
語
り
起
す
と
、
女
房
は
半
分
も
聞

か
ぬ
う
ち
に
、 

 
 

「
ウ
ソ
、
ウ
ソ
。
お
父
さ
ん
は
、
ま
た
、
て
れ
隠
し
の
作
り
話
を
お

つ
し
や
つ
て
る
。
ね
え
、
坊
や
。
」 

 
 
 

と
言
つ
て
、
這
ひ
寄
る
二
歳
の
子
を
膝
へ
抱
き
上
げ
た
。 

 

父
の
倫
理
に
つ
い
て
の
〈
正
し
さ
〉
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
娘
を
失
っ

た
「
爺
さ
ん
」
の
悲
し
み
の
在
り
処
を
、「
作
り
話
」
と
し
て
倫
理
の
問
題

の
埒
外
に
排
除
し
て
し
ま
う
。「
爺
さ
ん
」
と
「
私
」
が
共
有
し
た
悲
し
み

の
在
り
処
は
、
そ
の
悲
し
み
と
正
対
し
、
よ
り
そ
の
悲
し
み
の
奥
に
沈
み
、

深
い
負
い
目
を
避
け
る
こ
と
な
く
背
負
い
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う

や
く
開
け
て
く
る
世
界
で
あ
っ
た
。
倫
理
と
は
、
す
な
わ
ち
倫
理
的
煩
悶

の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
倫
理
的
煩
悶
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
父
と
し
て
の

倫
理
な
ど
な
い
の
で
あ
っ
た
。 

だ
が
こ
う
し
た
悲
し
み
の
形
、
倫
理
を
生
き
る
生
き
方
は
、
や
は
り
現

実
に
要
求
さ
れ
る
父
の
〈
正
し
い
〉
倫
理
的
姿
勢
に
比
較
し
た
と
き
、
絶

望
的
に
無
力
な
の
で
あ
る
。
疎
開
生
活
が
父
に
求
め
る
倫
理
性
が
、
す
ぐ

れ
て
経
済
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
生
活
の
糧
の
問
題
を
解

決
す
る
こ
と
を
措
い
て
は
、
父
は
父
た
る
資
格
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
疎
開

者
小
説
は
、
倫
理
の
問
題
を
経
済
行
為
の
主
体
に
限
定
す
る
現
実
の
力
学

を
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
し
、
問
題
処
理
と
紛
争
回
避
の
能
力
の
中
に
父
の

倫
理
を
解
消
し
て
し
ま
う
〈
正
し
さ
〉
の
奇
妙
さ
を
描
き
出
す
。 

紛
争
解
決
能
力
は
手
続
き
的
理
性
に
よ
る
論
理
展
開
の
能
力
に
よ
り
近

く
、
倫
理
と
は
本
来
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
む



 

 

 

九

疎
開
す
る
太
宰
治
―
―
疎
開
者
小
説
の
可
能
性 

ろ
ん
経
済
行
為
の
主
体
と
し
て
経
済
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
は
、
〈
疎
開

者
〉
に
と
っ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
維
持
す
る
た
め
に
必
須
の

問
題
解
決
能
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
倫
理
的
煩
悶
に
深
く
沈
み
込
み
、

問
題
解
決
の
糸
口
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
倫
理
的
煩
悶
は
人

間
の
心
身
を
崩
壊
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
人
間
は
、
あ
え
て
倫
理

的
煩
悶
を
切
り
捨
て
、
経
済
的
主
体
と
し
て
現
実
社
会
に
逃
避
す
る
し
か

な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
的
煩
悶
を
背
負
い
続
け
る
心
優

し
い
人
間
の
共
同
体
と
い
う
理
想
郷
は
、
結
局
経
済
社
会
の
オ
ー
ト
マ
テ

ィ
ズ
ム
の
流
れ
に
押
し
流
さ
れ
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
肯
定
と
い
う
戦
後
的
大

義
の
前
に
、
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
次
に
節
を
改
め

て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

三 

倫
理
と
経
済 

「
冬
の
花
火
」
（
『
展
望
』
一
九
四
六
年
六
月
）
に
登
場
す
る
二
人
の
女

性
、「
数
枝
」
と
そ
の
継
母
「
あ
さ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
倫
理
的
な
煩
悶
を
抱

え
て
生
き
て
い
る
。「
数
枝
」
は
東
京
で
の
結
婚
生
活
と
そ
の
破
綻
に
関
す

る
煩
悶
を
半
ば
公
然
と
抱
え
て
お
り
、
疎
開
先
の
生
家
で
、
父
「
伝
兵
衛
」

の
〈
正
し
さ
〉
の
前
に
、
た
だ
こ
の
よ
う
に
抗
弁
す
る
他
言
葉
を
持
た
な
い
。 

 

 
 

（
数
枝
） 

（
顔
を
挙
げ
て
）
お
父
さ
ん
、
あ
な
た
は
、
あ
た
し
が

東
京
で
ど
ん
な
苦
労
を
し
て
来
た
か
、
知
つ
て
ゐ
ま
す
か
。 

 

一
方
、
「
あ
さ
」
の
抱
え
る
倫
理
的
煩
悶
は
、
夫
の
「
伝
兵
衛
」
、
娘
の

「
数
枝
」
を
は
じ
め
と
し
て
誰
ひ
と
り
知
る
者
は
い
な
い
。
そ
れ
は
村
の

男
「
金
谷
清
蔵
」
と
の
間
に
起
こ
っ
た
六
年
前
の
秘
密
で
あ
る
。
「
あ
さ
」

が
「
数
枝
」
に
は
じ
め
て
そ
の
事
実
を
告
げ
る
場
面
は
、「
あ
さ
」
が
「
数

枝
」
と
同
様
の
体
験
を
正
直
に
「
数
枝
」
に
打
ち
明
け
る
こ
と
で
、
六
年

間
抱
き
続
け
た
煩
悶
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
は
決

し
て
至
る
こ
と
が
な
い
。 

  
 

（
あ
さ
） 

ち
が
ひ
ま
す
。
あ
た
し
は
、
お
前
よ
り
ず
つ
と
ず
つ
と

悪
い
女
で
す
。
あ
た
し
は
、
あ
の
晩
、
あ
の
ひ
と
を
殺
さ
う
と

し
た
の
は
、
お
前
の
た
め
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
あ
た
し
の

た
め
で
す
。
数
枝
、
あ
た
し
を
こ
の
ま
ま
死
な
せ
て
お
く
れ
。

死
ぬ
の
が
一
ば
ん
仕
合
せ
な
の
で
す
。
数
枝
、
あ
の
ひ
と
は
、

六
年
前
、
ち
や
う
ど
あ
の
や
う
に
し
て
、
こ
の
あ
た
し
を
、
…
…
。 

 
 

（
数
枝
） 

（
顔
を
挙
げ
、
蒼
ざ
め
る
） 

 
 

（
あ
さ
） 

あ
た
し
は
、
馬
鹿
で
、
だ
ま
さ
れ
ま
し
た
。
女
は
、
女

は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
、
…
…
。
（
泣
く
） 



 

 

 

一
○

 
「
数
枝
」
は
継
母
「
あ
さ
」
の
愛
情
を
幼
い
こ
ろ
か
ら
全
身
に
注
が
れ
、

「
あ
さ
」
の
心
根
の
美
し
さ
を
疑
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。「
優
し
す
ぎ
る

わ
、
よ
す
ぎ
る
わ
。
」
「
だ
か
ら
あ
た
し
も
意
地
に
な
つ
て
、
う
ん
と
我
儘

を
し
よ
う
と
考
へ
た
の
よ
。
」
と
父
に
語
り
、
「
あ
さ
」
を
看
病
し
な
が
ら

「
日
本
に
は
も
う
世
界
に
誇
る
も
の
が
な
ん
に
も
無
く
な
っ
た
け
れ
ど
、

で
も
、
あ
た
し
の
お
母
さ
ん
は
、
あ
た
し
の
お
母
さ
ん
だ
け
は
。
」
と
「
あ

さ
」
に
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
「
あ
さ
」
は
「
数
枝
」
の
こ
の
信
頼
を
、

自
身
の
煩
悶
を
打
ち
明
け
る
こ
と
で
自
ら
断
ち
切
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
倫
理
的
煩
悶
の
深
み
に
沈
み
な
が
ら
、「
あ
さ
」
は
「
あ
た
し
を
こ

の
ま
ま
死
な
せ
て
お
く
れ
。
」
と
「
数
枝
」
に
懇
願
す
る
の
で
あ
る
。
「
世

界
で
一
ば
ん
仕
合
せ
な
子
に
し
た
か
つ
た
」
と
い
う
、「
あ
さ
」
の
願
い
も

ま
た
こ
の
と
き
潰
え
た
の
で
あ
る
。 

「
数
枝
」
が
「
あ
さ
」
の
告
白
に
よ
っ
て
失
っ
た
も
の
は
、
敗
戦
後
の

日
本
に
唯
一
残
っ
た
世
界
に
誇
れ
る
美
し
く
優
し
い
母
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
母
は
、「
数
枝
」
と
の
絶
対
的
な
懸
隔
に
お
い
て
越
え
難
い
〈
正
し
さ
〉

〈
良
さ
〉
を
持
つ
母
で
あ
っ
た
。
そ
の
越
え
難
さ
が
若
い
「
数
枝
」
に
と

っ
て
相
当
な
負
担
、
い
わ
ば
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
だ
が
、
そ
の
越
え
難
さ
の
感
覚
こ
そ
が
東
京
か
ら
「
数
枝
」
を
呼

び
戻
し
た
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
な
の
で
あ
る
。 

「
あ
さ
」
が
「
数
枝
」
の
継
母
で
あ
る
こ
と
が
、「
数
枝
」
に
は
越
え
難

い
絶
対
的
な
〈
正
し
さ
〉〈
良
さ
〉
を
根
底
か
ら
崩
壊
さ
せ
る
伏
線
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
同
じ
男
に
言
い
寄
ら
れ
た
二
人
の
女
。
た

だ
そ
れ
だ
け
の
関
係
に
一
気
に
転
落
し
て
し
ま
っ
た
「
数
枝
」
と
「
あ
さ
」

と
の
間
に
、
新
た
な
倫
理
的
共
感
が
生
じ
る
に
は
時
間
が
必
要
だ
ろ
う
。

実
際
、
こ
の
場
面
以
後
、
二
人
の
間
に
は
一
言
の
会
話
も
交
わ
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。「
数
枝
」
を
「
こ
の
東
北
の
は
て
の
生
ま
れ
た
家
」
に
惹
き
つ

け
、
留
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
の
「
あ
さ
」
は
す
で
に
衰
弱
し
、「
あ
さ
」

を
信
じ
「
あ
さ
」
と
暮
ら
そ
う
と
願
っ
た
「
桃
源
境
」
の
よ
う
な
世
界
の

夢
を
「
数
枝
」
は
自
ら
破
棄
し
て
、
そ
の
夢
の
無
効
を
宣
言
す
る
。 

  
 

（
数
枝
） 

（
略
）
え
い
、
勝
手
に
な
さ
い
だ
。
あ
た
し
、
東
京
の

好
き
な
男
の
と
こ
ろ
へ
行
く
ん
だ
。
落
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
、
落

ち
て
行
く
ん
だ
。
理
想
も
へ
ち
ま
も
あ
る
も
ん
か
。 

  

「
数
枝
」
が
「
理
想
」
と
考
え
た
世
界
は
、「
気
の
合
つ
た
友
だ
ち
ば
か

り
で
田
畑
を
耕
し
て
、
桃
や
梨
や
林
檎
の
木
を
植
ゑ
て
、
ラ
ジ
オ
も
聞
か

ず
、
新
聞
も
読
ま
ず
、
手
紙
も
来
な
い
し
、
選
挙
も
無
い
し
、
演
説
も
無

い
し
、
み
ん
な
が
自
分
の
過
去
の
罪
を
自
覚
し
て
気
が
弱
く
て
、
そ
れ
こ

そ
、
お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
隣
人
を
愛
し
て
、
さ
う
し
て
疲
れ
た
ら
眠



 

 

 

一
一

疎
開
す
る
太
宰
治
―
―
疎
開
者
小
説
の
可
能
性 

つ
て
、
そ
ん
な
部
落
」
だ
と
い
う
。
倫
理
的
な
負
い
目
を
背
負
っ
た
人
々

が
集
ま
り
、
経
済
行
為
を
す
べ
て
排
除
し
た
自
給
自
足
の
生
活
で
あ
る
。

東
京
に
住
む
「
鈴
木
」
と
い
う
男
性
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
「
数
枝
」

は
生
家
で
の
生
活
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
。 

 

 

拝
啓
。
為
替
三
百
円
た
し
か
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
へ
来
て

か
ら
、
お
金
の
使
ひ
道
が
ち
つ
と
も
無
く
て
、
あ
な
た
か
ら
こ
れ
ま

で
送
つ
て
い
た
だ
い
た
お
金
は
、
ま
だ
そ
つ
く
り
ご
ざ
い
ま
す
。
あ

な
た
の
は
う
こ
そ
、
い
く
ら
で
も
お
金
が
要
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
に
、

も
う
こ
れ
か
ら
は
、
お
金
を
こ
ち
ら
へ
送
つ
て
寄
こ
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
さ
う
し
て
、
も
し
そ
ち
ら
で
お
金
が
急
に
要
る
や
う
な
事
が

あ
つ
た
ら
、
電
報
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
ま
し
。
こ
ち
ら
で
は
、
本
当

に
な
ん
に
も
要
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
い
く
ら
で
も
す
ぐ
に
お
送
り

申
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
、
お
あ
づ
か
り
致
し
て
置
き
ま
せ
う
。 

 

 

生
家
で
の
生
活
は
「
数
枝
」
を
貨
幣
経
済
か
ら
遠
ざ
け
、
経
済
的
主
体

と
し
て
生
き
た
東
京
で
の
経
済
行
為
を
、
遠
く
相
対
化
し
て
眺
め
る
位
置

に
「
数
枝
」
を
立
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
島
田
が

戦
地
か
ら
未
帰
還
で
あ
る
こ
と
、
鈴
木
が
「
わ
た
し
よ
り
年
が
ず
つ
と
下

の
ひ
と
」
で
あ
る
こ
と
、
幼
い
「
睦
子
」
を
連
れ
て
生
き
て
い
く
こ
と
の

難
し
さ
な
ど
、「
数
枝
」
の
東
京
で
の
苦
労
の
本
質
が
、
経
済
的
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
手
紙
の
文
面
に
溢
れ
る
幸
福
感
に
照
ら
し
て
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。 

 

「
数
枝
」
が
思
い
描
く
「
支
那
の
桃
源
境
み
た
い
な
」
「
そ
ん
な
部
落
」

を
脅
か
す
の
は
、
し
た
が
っ
て
こ
の
「
部
落
」
の
住
人
が
貨
幣
経
済
的
な

社
会
性
を
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
あ
さ
」
の
存
在
は
、
こ

の
「
部
落
」
の
精
神
的
な
象
徴
の
位
置
に
あ
っ
て
、「
部
落
」
の
人
々
が
寄

り
添
っ
て
生
き
る
喜
び
の
源
泉
で
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。「
あ
さ
」
は
、
経

済
的
主
体
の
対
極
に
位
置
す
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

と
こ
ろ
が
、「
あ
さ
」
が
六
年
前
の
「
清
蔵
」
の
一
件
を
「
数
枝
」
に
告

白
す
る
。
「
あ
た
し
は
、
だ
ま
さ
れ
ま
し
た
」
と
。
「
清
蔵
」
は
「
数
枝
」

に
自
分
の
社
会
的
優
位
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
。 

  

（
清
蔵
） 

（
何
か
勘
違
ひ
し
た
ら
し
く
、
も
ぞ
り
と
一
膝
す
す
め

て
）
さ
う
、
さ
う
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
だ
め
で
す
。
思
ひ

切
つ
て
生
活
を
か
へ
る
事
で
す
。
睦
子
さ
ん
ひ
と
り
く
ら
ゐ
は

立
派
に
私
が
引
受
け
て
見
せ
ま
す
。
私
の
家
は
ご
承
知
の
や
う

に
こ
の
へ
ん
で
た
つ
た
一
軒
の
精
米
屋
で
す
か
ら
、
米
の
は
う

は
、
ど
ん
な
に
し
た
つ
て
や
り
く
り
が
つ
く
の
で
す
。
い
ま
は

精
米
屋
が
一
ば
ん
で
す
。
地
主
よ
り
も
誰
よ
り
も
米
の
自
由
が



 

 

 

一
二

き
く
の
で
す
。 

  

「
あ
さ
」
が
「
清
蔵
」
に
「
だ
ま
さ
れ
」
た
と
知
り
、「
出
刃
包
丁
を
取

り
出
し
、
逆
手
に
持
つ
て
清
蔵
の
胸
を
刺
さ
ん
と
す
る
」
行
為
に
ま
で
及

ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
誠
実
さ
の
貸
借
対
照
表
の
帳
尻
合
わ
せ
で
は

な
い
と
誰
が
い
え
よ
う
。「
あ
さ
」
が
「
清
蔵
」
に
求
め
た
も
の
が
倫
理
的

な
〈
正
し
さ
〉
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
て
、
金
銭
の
貸
借
対
照
表

で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
利
害
得
失
の
背
信
行
為
を
責
め
る
に
十
分
な

経
済
観
念
を
「
あ
さ
」
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
そ
の
こ
と
を
理
由
に
「
あ
さ
」
を
「
数
枝
」
が
責
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。「
数
枝
」
が
生
家
に
身
を
寄
せ
て
、
金
銭
の
心
配
か
ら
解
放
さ

れ
て
い
る
の
も
、
一
家
の
家
政
を
「
あ
さ
」
が
預
か
り
、
や
り
く
り
し
て

い
る
か
ら
だ
。
「
数
枝
」
は
「
清
蔵
」
を
罰
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

だ
が
「
数
枝
」
が
夢
見
た
自
給
自
足
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、「
あ
さ
」
の
経

済
観
念
に
基
盤
を
も
つ
、
誠
実
さ
の
貸
借
対
照
表
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
の
感

覚
に
よ
っ
て
、
確
実
に
支
柱
を
失
う
こ
と
に
な
る
。「
数
枝
」
が
農
業
に
よ

る
自
給
自
足
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
貨
幣
に
よ
る
商
品
売
買
の
正
義
の
維
持

と
、
倫
理
に
よ
る
誠
実
さ
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
維
持
と
が
い
ず
れ
も
き

わ
め
て
困
難
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
も
こ
の
二
つ
の
〈
正
し
さ
〉
は
人
間

の
行
動
規
範
の
な
か
で
密
接
に
絡
ま
り
あ
い
、
分
割
不
可
能
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
倫
理
と
経
済
は
、
収
支
の
帳
尻
合
わ
せ
を
求
め
る
領
域
と
し

て
、「
数
枝
」
を
こ
れ
ま
で
苦
し
め
て
き
た
〈
正
し
さ
〉
の
根
源
に
他
な
ら

な
い
の
だ
。 

「
あ
さ
」
の
衰
弱
す
る
姿
は
、
そ
れ
自
体
が
「
数
枝
」
に
対
す
る
倫
理

的
な
〈
正
し
さ
〉
を
改
め
て
要
求
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
「
数
枝
」
の
夢
想
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
崩
落
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た

経
済
的
規
範
に
よ
っ
て
常
に
裁
断
さ
れ
る
〈
疎
開
者
〉
の
悲
し
み
の
深
度

を
描
き
取
る
疎
開
者
小
説
そ
の
も
の
の
崩
壊
を
す
ら
意
味
し
て
い
る
。 

戯
曲
「
冬
の
花
火
」
は
、「
数
枝
」
が
「
あ
さ
」
の
看
病
を
放
棄
し
、
帰

京
し
困
窮
し
た
生
活
に
再
び
戻
る
し
か
な
い
と
い
う
「
数
枝
」
の
決
意
と
、

東
京
か
ら
の
電
報
の
到
来
に
よ
っ
て
幕
が
下
り
る
。
こ
の
と
き
「
数
枝
」

を
待
ち
受
け
る
東
京
は
、「
カ
チ
カ
チ
山
」
の
狸
を
飲
み
込
ん
だ
淵
と
同
じ

で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
狸
は
し
か
し
、
死
の
間
際
、
水
面
に
体
を
沈
め
な
が

ら
、
な
お
兎
へ
の
焦
が
れ
る
思
い
を
吐
い
て
い
た
。
だ
が
東
京
の
雑
踏
に

姿
を
消
す
「
数
枝
」
に
、
あ
の
美
し
い
兎
は
も
は
や
い
な
い
。
兎
の
美
し

い
残
忍
性
は
、
い
か
な
る
〈
正
し
さ
〉
も
要
求
し
な
い
。「
あ
さ
」
は
兎
で

は
な
い
。
兎
が
求
め
て
い
た
も
の
は
、
た
だ
美
し
く
あ
る
こ
と
だ
け
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

（
や
ま
さ
き 

ま
さ
ず
み
・
本
学
教
授
） 


