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一　

は
じ
め
に

横
光
利
一
が
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
の
末
期
に
疎
開
し
た
、
そ
の
疎

開
先
で
あ
る
「
農
村
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
描
い
た
『
夜
の
靴
』（
鎌
倉
文
庫
、

一
九
四
七
・
一
一
）
と
、
横
光
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
を
主
題
と
し
た
『
欧
洲

紀
行
』（
創
元
社
、
一
九
三
七
・
四
）
の
二
つ
の
作
品
に
共
通
す
る
、
テ
ク
ス

ト
の
「
形
式
」
に
注
目
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、

こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
「
形
式
」
が
「
日
記
体
」
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

横
光
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊
の
前
年
に
、「
純
粋
小
説
論
」（『
改
造
』

一
九
三
五
・
四
）
の
な
か
で
、「
紀
行
文
」
や
「
日
記
」
と
い
っ
た
「
日
記
体
」

の
テ
ク
ス
ト
形
式
を
「
純
文
学
」
と
規
定
し
て
い
る
。「
純
粋
小
説
論
」
に

お
け
る
「
純
文
学
」
と
は
、
横
光
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
自
然
主
義
文
学
」

と
し
て
の
「
私
小
説
」
と
な
る
。「
自
己
身
辺
の
事
実
」、
あ
る
い
は
「
事
実

の
報
告
」
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
に
重
き
を
置
い
た
テ
ク
ス
ト
こ
そ
、
横
光
の

い
う
「
純
文
学
」
で
あ
る
。
そ
し
て
横
光
は
、そ
の
よ
う
な
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」

を
持
っ
た
「
純
文
学
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
、「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス

ト
形
式
と
、
構
造
的
な
繋
が
り
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
と

い
う
こ
と
は
、横
光
自
身
が
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
を
構
成
す
る
場
合
も
、

横
光
が
「
日
記
体
」
と
「
純
文
学
」
に
見
て
取
っ
た
構
造
的
な
繋
が
り
を
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
横
光
が
「
純
粋
小
説
論
」
に
お
い
て
、「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト

を
「
純
文
学
」
と
し
て
の
「
自
然
主
義
文
学
」
や
「
私
小
説
」
の
文
学
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
定
義
づ
け
た
そ
の
時
、
横
光
自
身
が
構
成
し
た
「
日
記
体
」
の

テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、
こ
の
「
純
粋
小
説
論
」
の
「
純
文
学
」
の
定
義
に
よ
っ

て
再
帰
的
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
横
光
が
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト

形
式
で
創
作
す
る
時
、
横
光
は
必
然
的
に
「
純
文
学
」
と
理
論
的
に
繋
が
り

の
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
創
作
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
『
夜
の
靴
』
と
『
欧
洲
紀
行
』
の
テ
ク
ス
ト
形
式

を
比
較
す
る
と
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
日
記
体
」
と
い
う
形
式
で
、
単
に

0

0

似
て
い
る

0

0

0

0

と
い
う
だ
け
の
関
係
で
は
な
く
な
る
。『
夜
の
靴
』と『
欧
洲
紀
行
』

は
「
日
記
体
」
の
形
式
に
お
い
て
、
横
光
が
定
義
し
た
「
純
文
学
」
と
い
う

文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
を
共
通
し
て
保
持
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
。
つ
ま
り
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
、「
純
文
学
」
の
形
式
を
保
持
す
る
テ

ク
ス
ト
と
し
て
比
較
さ
れ
得
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
で
は
、
横
光
が
「
純
粋
小
説
論
」
で
理
論
的
に
基
礎

横
光
利
一
『
夜
の
靴
』
に
内
在
す
る
『
欧
洲
紀
行
』
の
「
痕
跡
」
に
つ
い
て

位
　
　
田
　
　
将
　
　
司



− 2 −

研究紀要　第 77号

づ
け
た
、「
純
文
学
」
の
定
義
に
よ
っ
て
、
横
光
の
テ
ク
ス
ト
を
再
帰
的
に

解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
約
十
年
間
の
時
差
が
開
く
二
つ
の
テ
ク
ス

ト
の
間
に
、
構
造
的
な
連
関
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
連
関
が
『
夜
の
靴
』
に
内
在
す
る
、『
欧
洲

紀
行
』
の
「
痕
跡
」
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
「
痕

跡
」
は
、
単
に
こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
並
べ
た
だ
け
で
は
現
れ
な
い
、

再
帰
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
現
れ
る
構
造
上
の
存
在
と
い
え
る
。

こ
れ
ま
で
『
夜
の
靴
』
と
『
欧
洲
紀
行
』
の
間
に
広
が
る
十
年
の
時
差
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
き
た
。
だ
が
、

二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
形
式

0

0

を
考
察
す
る
こ
と
で
、『
夜
の
靴
』
の

テ
ク
ス
ト
に
、『
欧
洲
紀
行
』が
抱
え
て
い
た
テ
ク
ス
ト
の
構
造
上
の
問
題
を
、

同
じ
よ
う
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は『
夜
の
靴
』の
な
か
に
、『
欧

洲
紀
行
』
の
「
痕
跡
」
が
刻
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
解
釈
に
よ
っ
て
見

出
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
十
年
の
時
差
を
越
え
て
引
き
継
が
れ
て
い

る
「
痕
跡
」
を
め
ぐ
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
、「
純
粋
小
説
論
」

を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
連
関
さ
せ
て
読
解
す
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
論

じ
ら
れ
な
か
っ
た
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
相
同
性
と
差
異
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

二　
『
欧
洲
紀
行
』
と
「
穴
」
と
い
う
「
痕
跡
」

横
光
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
外
遊
し
、『
欧
洲
紀
行
』と
し
て
発
表
す
る
前
年
に
、

「
純
粋
小
説
論
」
で
、
自
ら
の
文
学
理
論
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
評

論
の
な
か
で
横
光
は
「
純
文
学
」
の
定
義
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
定
義

で
横
光
は
、「
近
代
小
説
の
生
成
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
昔
、
物
語
を
書
か

う
と
し
た
意
志
と
、
日
記
を
書
き
つ
け
よ
う
と
し
た
意
志
と
が
、
別
々
に
成

長
し
て
来
」
て
い
る
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
横
光
に
よ
れ
ば
、
日

本
の
「
近
代
小
説
」
は
、
二
つ
の
「
意
志
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
歴
史
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
「
意
志
」
は
対
立
関
係
に
あ
る
と
い

う
の
だ
。

「
物
語
を
書
か
う
と
し
た
意
志
」
が
「
通
俗
小
説
」
を
形
成
し
、「
日
記
を

書
き
つ
け
よ
う
と
し
た
意
志
」
が
「
純
文
学
」
を
形
成
し
た
。
こ
の
二
つ
の

「
意
志
」
は
対
立
関
係
に
あ
り
、
こ
の
対
立
関
係
こ
そ
が
、「
近
代
小
説
」
の

歴
史
そ
の
も
の
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
こ
の
対
立
を
止
揚

し
、
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
、
横
光
に
よ
っ
て
登
場
さ

せ
ら
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
「
純
粋
小
説
」
で
あ
り
、
そ
の
「
純
粋
小
説
」
を

実
現
す
る
人
称
が
「
四
人
称
」
だ
と
「
純
粋
小
説
論
」
で
は
主
張
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
純
粋
小
説
論
」
で
主
張
さ
れ
た
「
近
代
小
説
」
の
歴
史

か
ら
見
れ
ば
、『
欧
洲
紀
行
』
も
『
夜
の
靴
』
も
、
共
に
「
純
文
学
」
と
規

定
さ
れ
る
。
し
か
し
、こ
の
よ
う
な
規
定
は
「
純
文
学
と
は
何
か
」
と
い
う
、

日
本
近
代
文
学
全
体
を
射
程
に
収
め
る
よ
う
な
、
概
念
的
な
問
い
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
何
も
日
本
近
代
文
学
の
歴
史
の
内
部
で
は
、「
日

記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
す
べ
て
「
純
文
学
」
と
見
做
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
よ
う
な
普
遍
的
な
「
純
文
学
概
念
」
を
主
張
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、横
光
が
「
近
代
小
説
」
の
歴
史
に
読
み
取
っ
た
「
意
志
」
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か
ら
、
こ
の
規
定
は
導
き
出
さ
れ
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
『
欧
洲

紀
行
』
と
『
夜
の
靴
』
が
「
日
記
体
」
で
あ
る
以
上
、
横
光
は
自
ら
の
テ
ク

ス
ト
の
な
か
に
も
「
純
文
学
」
の
「
意
志
」
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」
に
従
っ
て
、「
純
文
学
」

と
し
て
『
欧
洲
紀
行
』
や
『
夜
の
靴
』
を
解
釈
す
る
と
、
何
が
解
明
さ
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

『
欧
洲
紀
行
』
の
テ
ク
ス
ト
形
式
で
は
、
一
日
の
出
来
事
が
記
さ
れ
る
文

章
の
冒
頭
に
は
、
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
二
月
二
十
四
日
」
の

日
付
が
記
さ
れ
る
部
分
で
は
、「
出
発
。
疲
れ
て
ゐ
る
の
で
、
上
海
の
こ
と

は
後
日
に
廻
し
日
記
は
香
港
か
ら
書
か
う
と
思
ふ
。」
と
あ
り
、
横
光
は
明

ら
か
に
「
日
記
」
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
形
式
化
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対

し
て
黒
田
大
河
は
、横
光
の
船
中
か
ら
家
族
に
宛
て
た
手
紙
に
あ
る
「
原
稿
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、「
こ
こ
の
「
原
稿
」
と
い
う
意
識
に
注
目
し
た
い
。

つ
ま
り
、
当
時
書
き
つ
つ
あ
っ
た
『
欧
洲
紀
行
』
は
作
者
の
素
顔
を
書
き
記

す
の
で
は
な
く
、「
原
稿
」と
し
て
対
象
化
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
」

と
指
摘
す
る
（
１
）。

つ
ま
り
『
欧
洲
紀
行
』
は
、
単
純
な
意
味
で
の
横
光
の
「
日
記
」
で
は
な

く
、「
原
稿
」
と
し
て
構
成
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
を
持
つ
と
、
黒

田
は
指
摘
す
る
の
だ
。
そ
の
指
摘
は
正
し
い
の
だ
が
、
し
か
し
こ
こ
で
問
題

な
の
は
『
欧
洲
紀
行
』
が
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、「
原
稿
」
と
意
識
す
る
こ
と
の
な
い
日
常
的
な
意
味
の
日
記
で
あ
っ

て
も
、
日
記
と
は
生
の
「
事
実
」
そ
の
も
の
の
描
写
で
は
な
い
。
そ
こ
に
日

記
の
「
筋
」
が
存
在
す
る
限
り
、
単
な
る
日
記
も
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
当

然
含
む
の
だ
。
故
に
こ
こ
で
検
討
す
べ
き
な
の
は
、『
欧
洲
紀
行
』
が
横
光

の
生
の
「
事
実
」
を
記
録
し
た
日
記
な
の
か
ど
う
か
で
は
な
く
、「
日
記
体
」

の
テ
ク
ス
ト
ゆ
え
に
構
造
上
抱
え
る
「
形
式
」
の
問
題
性
で
あ
る
。

『
欧
洲
紀
行
』
を
「
日
記
体
」
の
「
純
文
学
」
と
し
て
解
釈
す
る
時
、
そ

こ
に
は
構
造
的
な
一
つ
の
特
徴
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
の
特
徴
と
は
、

『
欧
洲
紀
行
』
に
登
場
す
る
横
光
の
「
俳
句
」
に
現
れ
て
い
る
。
横
光
は
『
欧

洲
紀
行
』
の
な
か
で
、
外
国
で
の
句
作
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に

告
白
す
る
。

五
月
廿
二
日
／
パ
リ
ー
に
ゐ
る
と
俳
句
は
作
る
気
に
な
ら
ぬ
。
隙
き

間
も
な
く
押
し
重
な
つ
て
来
る
考
へ
に
、
ぼ
け
て
し
ま
う
。
パ
リ
ー
ぼ

け
と
い
ふ
言
葉
が
こ
の
地
の
日
本
人
間
に
あ
る
が
、
ぼ
け
ず
に
こ
こ
に

ゐ
る
に
は
金
の
音
に
眼
を
醒
す
度
胸
が
い
る
の
だ
。
／
（
中
略
）
／
こ

こ
で
は
句
に
は
な
ら
ぬ
。
以
上
は
巴
里
着
即
後
の
私
の
句
で
あ
る
が
、

外
国
で
俳
句
を
作
る
に
は
発
明
の
た
め
に
句
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
困
難

さ
が
あ
る
。
／
印
度
洋
で
、
高
浜
虚
子
氏
は
、
／
印
度
洋
月
は
東
に
日

は
西
に
／
と
い
ふ
句
を
つ
く
ら
れ
た
が
、
こ
の
句
ほ
ど
下
手
な
句
は
な

い
に
も
拘
ら
ず
こ
の
幼
稚
な
平
凡
さ
に
落
ち
込
ん
だ
所
に
、
名
手
で
な

け
れ
ば
落
ち
込
み
難
い
、
外
国
と
い
ふ
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
穴
が
あ
る
。

／
小
説
も
こ
の
通
り
だ
と
思
ふ
。
本
格
と
い
ふ
も
の
は
型
か
ら
型
を
通

り
、
自
分
を
極
度
に
殺
し
、
押
し
の
け
、
突
き
拔
け
、
大
通
俗
に
達
し

た
と
き
を
云
ふ
の
で
、
こ
の
修
行
な
く
し
て
本
格
は
な
い
と
思
ふ
。
／

純
粋
さ
の
み
を
か
き
集
め
、
高
度
の
純
粋
さ
に
達
す
る
こ
と
は
一
種
の

低
級
さ
だ
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）
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横
光
は
「
パ
リ
ー
に
ゐ
る
と
俳
句
は
作
る
気
に
な
ら
ぬ
」
と
い
い
、「
印

度
洋
で
、
高
浜
虚
子
氏
は
、
印
度
洋
月
は
東
に
日
は
西
に
と
い
ふ
句
を
つ
く

ら
れ
た
が
、
こ
の
句
ほ
ど
下
手
な
句
は
な
い
」
と
虚
子
に
言
及
す
る
。
そ
し

て
句
作
が
で
き
な
い
こ
と
と
、
虚
子
の
句
が
「
下
手
」
に
な
る
の
は
、「
外

国
と
い
ふ
越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
穴
が
あ
る
」
こ
と
が
原
因
だ
と
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
時
横
光
は
、
虚
子
の
「
下
手
な
句
」
を
あ
え
て
「
通
俗
」
と
し

て
評
価

0

0

し
、「
大
通
俗
に
達
し
た
と
き
を
云
ふ
の
で
、
こ
の
修
行
な
く
し
て

本
格
は
な
い
と
思
ふ
。
純
粋
さ
の
み
を
か
き
集
め
、
高
度
の
純
粋
さ
に
達
す

る
こ
と
は
一
種
の
低
級
さ
だ
」
と
記
述
し
て
い
る
。

言
葉
遣
い
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
純
文
学
」
と
「
通

俗
小
説
」
の
融
合
を
主
張
し
た
、「
純
粋
小
説
論
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
高
浜
虚
子
の
「
客
観
写
生
」
を
旨
と
す
る
俳
句
か
ら
、「
穴
」
を
見

出
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
虚
子
は
「
日
常
の
事
や
が
て
詩
に
な

る
、
即
ち
触
目
の
事
悉
く
俳
句
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
俳
句
」
も
ま
た
、

日
常
性

0

0

0

に
お
け
る
「
客
観
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
２
）。

虚
子
の

俳
句
理
論
は
横
光
の
い
う
「
日
記
体
」
と
い
う
「
純
文
学
」
が
、「
日
常
性
」

を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
「
事
実
の
報
告
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
い
た

こ
と
と
重
な
る
。
そ
れ
故
、『
欧
洲
紀
行
』
の
日
記
の
文
末
に
必
ず
と
い
っ

て
い
い
ほ
ど
「
俳
句
」
が
添
え
ら
れ
る
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
。
つ

ま
り
『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う
「
純
文
学
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
、「
俳
句
」
の

リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
理
論
的
親
和
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
親
和
性
か
ら
考
え
る
と
、『
欧
洲
紀
行
』
の
「
日
記
」
と
い
う
「
純

文
学
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
形
式
、
お
よ
び
、
虚
子
の
い
う
「
客
観
写
生
」
の

「
俳
句
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
は
表
象
の
限
界
点
と
も
い
え
る
、「
外
国
と
い
ふ

越
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
穴
」
が
開
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
穴
」
は
単

純
な
意
味
で
の
比
喩
と
い
う
よ
り
も
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
的
な
「
穴
」
と
解

釈
で
き
る
。
横
光
は
、「
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
が
決
し
て
描
写
で
き
な
い

よ
う
な
限
界
、
テ
ク
ス
ト
が
構
造
上
抱
え
て
し
ま
う
表
象
の
限
界
を
、「
外

国
＝
穴
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

横
光
の
「
俳
句
」
は
二
月
二
十
四
日
の
上
海
に
到
着
の
日
記
よ
り
始
ま
り
、

以
後
ほ
ぼ
毎
日
詠
ま
れ
て
い
る
。
横
光
は
船
上
で
虚
子
主
催
の
句
会
に
も
参

加
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
横
光
が
地
中
海
に
入
る
や
い

な
や
、
三
月
二
十
五
日
以
降
（
五
月
二
十
二
日
・
七
月
二
日
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

到
着
以
前
の
句
が
紹
介
さ
れ
る
）、「
俳
句
」
は
詠
ま
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
俳
句
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
外
国
）
と
い
う
「
穴
」
に
消

失
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
「
俳
句
」
の
消
失
は
、
か
な
り
極
端
な
形
で
現

れ
て
い
る
。
横
光
が
水
原
秋
桜
子
と
帰
国
後
に
お
こ
な
っ
た「
対
談
記
」（『
俳

句
研
究
』
一
九
三
六
・
一
二
）
で
秋
桜
子
が
、「
パ
リ
に
い
ら
つ
し
や
つ
て
か

ら
俳
句
は
お
作
り
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
」
と
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
も
わ
か
る
。
ま
さ
し
く
地
中
海
以
降
の
『
欧
洲
紀
行
』
に
は
、「
俳
句
」

の
不
在
と
い
う
「
穴
」
が
開
い
て
し
ま
う
の
だ
。

さ
ら
に
こ
の
「
穴
」
は
、「
俳
句
」
以
外
の
対
象
に
も
及
ん
で
い
く
。
横

光
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
日
本
へ
の
帰
り
の
列
車
で
「
ヂ
イ
ド
」
に
出
会
う
。

し
か
し
、
横
光
は
決
し
て
「
ヂ
イ
ド
」
に
接
触
す
る
こ
と
は
な
い
。
横
光
に

と
っ
て
「
世
界
第
一
の
精
神
界
の
偉
人
」
を
代
表

0

0

す
る
「
ヂ
イ
ド
」
を
、
一

つ
の
「
風
景
」
と
し
て
眺
め
る
の
み
で
あ
る
。
横
光
は
決
し
て
「
ヂ
イ
ド
」
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と
直
接
接
触
し
よ
う
と
は
し
な
い
の
だ
。

し
か
し
こ
れ
は
意
識
的
に
接
触
を
避
け
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
接
触

で
き
な
い

0

0

0

0

と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う
「
純

文
学
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
横
光
に
対
し
て
「
ヂ
イ
ド
」
を
「
風
景
」
と
し

て
傍
観
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。い
わ
ば「
ヂ
イ
ド
」も
ま
た「
外
国
」（
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
）
と
同
様
、『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
で
は
代
表
＝
表
象
で

き
な
い
「
穴
」
と
し
て
、
触
れ
得
な
く
な
る
と
い
え
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
遊

の
前
、
若
手
の
文
学
者
た
ち
は
横
光
に
対
し
て
、
日
本
の
「
代
表
者
」
と
い

う
過
大
と
も
い
え
る
期
待
を
か
け
て
い
た
（
３
）。『
欧
洲
紀
行
』
と
は
、
そ
の
よ

う
に
横
光
が
日
本
を
代
表
＝
表
象
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
日
記

体
」
と
い
う
「
純
文
学
」
の
形
式
で
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
こ
に
は
「
純
文
学
」
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
に
構
造
的
に
存
在
し
て
し
ま
う
、

代
表
＝
表
象
を
の
が
れ
る
「
穴
」
が
開
い
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
（
４
）。

こ
こ
ま
で
『
欧
洲
紀
行
』
が
構
造
的
に
抱
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
限
界
点
を
、

「
純
文
学
」
や
「
俳
句
」
の
側
面
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
「
穴
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
の
限
界
は
、
横
光
個
人
の
文
学
観
や
資
質
に
帰
す
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
テ
ク
ス
ト
の
形
式
こ
そ
が
、
横
光
に
こ
の
よ
う
な
代
表
＝

表
象
の
限
界
を
強
い
て
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、「
日
記
体
」
を
「
純
文
学
」

と
見
做
し
、「
事
実
の
報
告
」
と
い
う
自
然
主
義
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
規
定

し
た
横
光
は
、『
夜
の
靴
』
と
い
う
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
に
も
、『
欧
洲

紀
行
』
の
テ
ク
ス
ト
と
同
じ
構
造
上
の
問
題
を
抱
え
込
む
は
ず
で
あ
る
。

三　
『
夜
の
靴
』
に
お
け
る
「
日
記
化
＝
時
間
化
」

『
夜
の
靴
』
は
「
日
記
体
」
の
体
裁
を
と
っ
て
お
り
、「
一
日
」
を
表
わ
し

て
い
る
文
章
の
冒
頭
は
、
例
え
ば
八
月
な
ら
ば
、「
八
月
│
│
日
」
と
記
さ

れ
る
。
た
だ
し
、「
月
」
は
明
記
さ
れ
る
が
、「
日
」
の
詳
細
は
「
│
│
」
と

し
て
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
解
釈
の
余
地
は
残
さ
れ
て

い
る
。『
夜
の
靴
』
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
り
、
日
に
ち
は
伏
せ
ら
れ

て
い
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
か
ら
「
八
月
十
五
日
」
と
い
う
こ
と
が
判
明

す
る
。

八
月
│
│
日
／
駈
け
て
来
る
足
駄
の
音
が
庭
石
に
躓
い
て
一
度
よ
ろ

け
た
。
す
る
と
、
柿
の
木
の
下
へ
顕
れ
た
義
弟
が
真
つ
赤
な
顔
で
、「
休

戦
休
戦
。」
と
い
ふ
。
借
り
物
ら
し
い
足
駄
で
ま
た
そ
こ
で
躓
い
た
。

躓
き
な
が
ら
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
全
部
承
認
。」
と
い
ふ
。

こ
の
よ
う
に
『
夜
の
靴
』
は
敗
戦
を
境
に
書
か
れ
始
め
た
、
と
い
う
形
式

を
と
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

も
ま
た
横
光
の
「
事
実

0

0

」
の
経
験
が
作
品
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
十
重

田
裕
一
は
、「
鎌
倉
文
庫
刊
行
の
『
夜
の
靴
』
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ン
ゲ
文

庫
所
蔵
の
二
つ
の
校
正
刷
か
ら
、
具
体
的
な
検
閲
の
指
示
が
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な
る
」
と
、『
夜
の
靴
』
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
５
）。
例
え
ば
「
十
一
月
」

の
日
付
を
も
つ
日
記
の
会
話
に
は
、「
何
ん
だ
つ
て
云
へ
る
時
代
」
と
い
う

言
葉
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、「
敗
戦
」
に
よ
っ
て
到
来
し
た
「
言
論
の
自
由
」

自
体
が
、
逆
説
的
に
は
「
検
閲
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
『
夜
の
靴
』
の
テ
ク
ス
ト
が
表
す
の
は
、「
日
記
体
」
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
横
光
の
「
事
実

0

0

」
の
経
験
の
記
録
で
は
な
く
、
ま
た
「
敗
戦
後
」

の
無
媒
介
に
「
何
ん
だ
つ
て
云
へ
る
」
言
語
空
間
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

従
っ
て
本
論
で
は
、『
夜
の
靴
』
を
単
な
る
横
光
の
日
記
と
し
て
見
る
の

で
は
な
く
、日
記
と
し
て
構
成
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
。
つ
ま
り
、

「
検
閲
」
が
『
夜
の
靴
』
の
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
の
限
界
を
縁
取
っ
て
い
る
よ

う
に
、「
日
記
体
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
形
式
自
体
も
ま
た
、『
夜
の
靴
』
の

テ
ク
ス
ト
の
一
つ
の
限
界
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
だ
。
で
は
、
そ
の

限
界
を
画
定
す
る
た
め
に
も
、『
夜
の
靴
』
が
ど
の
よ
う
な
形
で
「
日
記
体
」

と
し
て
「
日
記
化
」
さ
れ
成
立
し
た
の
か
を
、分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
夜
の
靴
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、『
夜
の
靴
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
「
夏

臘
日
記
」（『
思
索
』
一
九
四
六
・
七
）、「
木
蠟
日
記
」（『
新
潮
』

一
九
四
六
・
七
）、「
秋
の
日
」（『
新
潮
』一
九
四
六
・
一
二
）、「
雨
過
日
記
」（『
人

間
』
一
九
四
七
・
五
）
と
い
う
四
つ
の
「
日
記
」
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
で
あ

る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、『
夜
の
靴
』
の
本
文
の
も
と
に
な
っ
て

い
る
横
光
自
身
が
作
成
し
た
草
稿
的
取
材
メ
モ
が
存
在
す
る
。
こ
の
草
稿
的

取
材
メ
モ
は
、
暫
定
的
に
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
（
６
）。

こ

の
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
と
『
夜
の
靴
』
と
を
比
較
す
る
と
テ
ク
ス
ト
の
構
造

的
な
差
異
が
強
調
で
き
る
。

第
一
日
目

◎
雨
　
い
よ
い
よ
熄
ま
な
い
。
／
こ
の
雨
で
は
稲
に
打
撃

だ
。
こ
こ
で
一
時
間
で
も
二
時
間
で
も
さ
つ
と
照
ら
な
い
と
稲
は
実
に

な
ら
ず
茎
ば
か
り
に
な
る
恐
れ
あ
る
。
困
つ
た
こ
と
だ
と
い
ふ
憂
色
全

村
に
満
ち
て
ゐ
る
。
／
今
日
の
雨
は
こ
こ
特
有
の
も
の
で
は
な
く
全
国

的
の
雨
天
で
本
ぶ
り
の
雨
だ
／
（
一
行
ア
キ
）
／
主
婦
、
田
螺
を
針
で

ほ
ぜ
く
つ
て
ゐ
る
／
板
の
間
の
入
口
で
明
る
み
の
方
を
向
い
て
座
り
、

亭
主
は
朝
か
ら
憂
鬱
に
寝
室
に
入
つ
て
寝
て
し
ま
ふ
。
山
鳩
の
ホ
、

ホ
ー
、
ホ
、
ホ
ー
と
鳴
く
声
。
／
午
後
に
は
雨
に
濡
れ
た
青
紫
素
を
い

つ
ぱ
い
積
み
上
げ
、
葉
を
毟
い
で
ゐ
る
主
婦
　
強
い
芳
香
が
あ
た
り
に

漂
つ
て
ゐ
て
明
窓
か
ら
射
す
う
す
明
か
り
に
、葉
は
濡
れ
光
つ
て
ゐ
る
。

／
香
に
洗
は
れ
た
薄
暗
の
底
で
、
紫
素
の
青
さ
は
、
雨
滴
を
板
の
間
に

拡
げ
て
ゆ
く
夕
暮
れ
。
笊
に
つ
も
る
紫
素
の
実
　
重
苦
し
い
湿
り
。
／

第
二
日
目

◎
ど
こ
の
農
家
も
米
が
ま
す
ま
す
な
く
な
つ
て
来
る
。
じ

や
が
芋
と
南
瓜
で
喰
ひ
つ
な
ぐ
家
が
多
く
な
る
。
こ
ん
な
と
き
芋
を
売

る
や
う
な
家
は
、
米
が
あ
る
か
ら
だ
と
す
ぐ
分
る
の
で
、
芋
も
売
ら
な

い
。
／
去
年
の
供
出
に
際
し
て
、
持
つ
て
ゐ
る
の
に
無
い
や
う
な
顔
を

し
た
も
の
の
顕
れ
て
ゆ
く
の
も
今
だ
。
／
米
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、

一
種
の
誇
り
に
な
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
ど
こ
か
供
出

に
際
し
て
狡
い
行
為
を
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
が
、
暗
黙
の
う
ち
に

分
る
微
妙
さ
で
、
各
自
が
米
を
借
り
歩
く
不
平
の
貌
。
中
に
は
、
米
が

あ
る
の
に
歩
調
を
合
せ
る
た
め
の
悩
み
も
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
あ
る
こ

と
を
知
ら
れ
て
ゐ
る
家
へ
集
ま
る
恨
み
か
ら
、
超
然
と
し
が
た
い
苦
し

さ
も
、
こ
の
雨
の
中
を
歩
く
顔
の
中
に
は
混
つ
て
ゐ
る
。
／
し
か
し
、

村
の
共
同
の
精
米
所
は
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
あ
る
か
睨
ん
で
ゐ
る
静
か
さ

で
、
ひ
つ
そ
り
と
し
て
戸
を
閉
め
つ
づ
け
て
ゐ
る
。
／
第
三
日
目

早

朝
の
空
を
見
上
げ
晴
れ
の
徴
候
が
あ
る
と
き
の
主
婦
の
歓
声
ひ
と
声
、
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い
つ
も
黙
つ
て
ゐ
る
主
婦
の
ひ
と
声
。
／
「
も
や
も
や
し
て
る
の
う
、

天
気
だ
。」
／
夜
中
か
ら
暴
風
に
な
る
ら
し
い
気
配
だ
。（
後
略
）（
引

用
中
の
二
重
囲
み
の
日
付
は
引
用
者
が
便
宜
上
付
与
し
た
）

以
上
の
よ
う
に
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
で
は
、
日
付
は
一
切
登
場
せ
ず
、
セ

ン
テ
ン
ス
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
テ
ク
ス
ト
内
の
時
系
列
は
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
引
用
文
に
は
便
宜
的
に
二
重
囲
み
の
日
付
を
挿
入
し
、

『
夜
の
靴
』
の
本
文
と
の
対
応
を
わ
か
り
や
す
く
し
た
。「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」

の
引
用
部
分
に
対
応
す
る
『
夜
の
靴
』
の
テ
ク
ス
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
日
目

九
月
│
│
日
／
雨
や
ま
な
い
。
こ
の
雨
で
稲
は
打
撃
だ
。
こ
こ
で
一

時
間
で
も
良
い
さ
つ
と
照
ら
な
い
と
、
稲
は
実
に
な
ら
ず
、
茎
ば
か
り

肥
る
憂
ひ
あ
り
。困
つ
た
こ
と
だ
と
い
ふ
憂
色
が
全
村
に
満
ち
て
ゐ
る
。

／
主
婦
の
清
江
は
板
の
間
の
入
口
で
、
明
る
み
の
方
を
向
い
て
座
り
、

田
螺
を
針
で
ほ
ぜ
く
つ
て
ゐ
る
。
参
右
衛
門
は
朝
か
ら
憂
鬱
さ
う
に
寝

室
に
入
つ
て
寝
て
し
ま
ふ
。
山
鳩
の
ホ
ツ
ホ
ー
、
ホ
ツ
ホ
ー
と
鳴
く
声

に
、
牛
が
ま
た
丁
度
、
空
襲
の
サ
イ
レ
ン
と
同
じ
高
ま
り
で
鳴
き
つ
づ

け
る
。
／
午
後
│
│
雨
に
濡
れ
た
青
紫
蘇
を
い
つ
ぱ
い
に
積
み
上
げ
た

中
で
、
清
江
は
そ
の
葉
を
一
枚
づ
つ
む
し
り
と
る
。
芳
香
が
あ
た
り
に

漂
つ
て
ゐ
て
、
窓
か
ら
射
す
う
す
明
か
り
に
葉
は
濡
れ
光
つ
て
ゐ
る
。

紫
蘇
の
青
さ
が
雨
滴
を
板
の
間
に
し
み
拡
げ
て
ゆ
く
夕
暮
、
雨
蛙
が
鳴

き
、
笊
に
つ
も
つ
た
紫
蘇
の
実
の
重
い
湿
り
に
あ
た
り
が
洗
は
れ
、
匂

ひ
つ
つ
夜
に
な
る
。
ホ
ツ
ホ
ー
、
ホ
ツ
ホ
ー
と
、
山
鳩
の
ま
だ
鳴
く
雨

だ
。
穏
か
で
な
い
、
重
苦
し
い
夜
の
雨
│
│

第
二
日
目

九
月
│
│
日
／
ど
こ
の
農
家
も
ま
す
ま
す
米
が
無
く
な
つ
て
来
た
様

子
だ
。
馬
鈴
薯
と
南
瓜
で
食
べ
つ
な
ぐ
家
が
多
く
な
る
。
こ
ん
な
と
き

芋
を
売
る
家
は
、
米
が
あ
る
か
ら
だ
と
す
ぐ
分
る
。
去
年
の
供
出
に
際

し
て
、
持
つ
て
ゐ
る
の
に
無
い
顔
を
装
つ
た
も
の
の
、
露
は
れ
て
ゆ
く

の
も
今
だ
。
米
が
無
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
一
種
の
誇
り
に
な
り
変
つ
て

来
て
ゐ
る
の
も
今
だ
、
各
自
の
米
を
借
り
歩
く
不
平
貌
に
、
あ
る
物
ま

で
伏
せ
て
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
急
が
は
し
げ
な
歩
調
の
悩
み
も
あ
る
。

明
ら
か
に
有
る
こ
と
の
分
つ
て
ゐ
る
家
へ
集
ま
る
恨
み
か
ら
、
超
然
と

は
し
が
た
い
苦
し
さ
や
、
い
や
、
た
し
か
に
自
分
の
家
だ
け
は
無
い
と

い
ふ
堅
苦
し
い
表
情
な
ど
、
そ
れ
ら
が
雨
の
中
を
さ
迷
ひ
歩
く
暇
の
間

も
、
村
の
共
同
精
米
所
だ
け
は
、
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
あ
る
か
、
無
い
か

を
睨
ん
だ
静
け
さ
で
、
ひ
つ
そ
り
と
戸
を
閉
め
つ
づ
け
て
ゐ
る
不
気
味

さ
だ
。

第
三
日
目

九
月
│
│
日
／
早
朝
の
空
を
見
上
げ
、
雲
間
か
ら
晴
れ
の
徴
候
を
み

て
と
る
と
、
い
つ
も
黙
つ
て
ゐ
る
清
江
も
ひ
と
声
、
／
も
や
も
や
し
て

る
の
う
。
天
気
だ
。」
／
と
云
ふ
。
し
か
し
、
そ
れ
も
間
も
な
く
か
き

曇
つ
て
来
る
。（
後
略
）（
引
用
中
の
二
重
囲
み
の
日
付
は
引
用
者
が
便
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宜
上
付
与
し
た
）

引
用
部
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
『
夜
の
靴
』
で
は
、
日
付
が
与
え
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
で
は
露
わ
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
、「
日

記
」
の
時
間
構
造
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
。『
夜
の
靴
』
か
ら
遡
行
的
に
「
夜

の
靴
ノ
ー
ト
」
の
引
用
部
分
と
対
照
す
る
と
、「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
の
引
用

部
は
三
日
間
の
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
実
際
に
「
夜
の

靴
ノ
ー
ト
」
が
三
日
間
に
分
割
で
き
る
か
ど
う
か
は
、「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」

を
読
解
す
る
だ
け
で
は
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
の
本
文
は
、
時
間
を
特
定
で
き
る
よ
う
な

日
付
は
な
く
、ス
ケ
ッ
チ
風
の
文
章
が
羅
列
さ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
だ
。
一
見
、

「
◎
」
の
記
号
が
日
付
区
分
と
対
応
す
る
か
に
見
え
る
の
だ
が
、
他
の
箇
所

で
は
そ
う
で
な
く
、
引
用
部
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
第
三
日
目
」
に

は
「
◎
」
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、「
第
二
日
目
」
と
「
第
三
日
目
」
の
境
界

は
曖
昧
で
あ
る
。
ま
た
他
の
箇
所
で
は
、「
◎
」
が
文
意
の
強
調
に
使
用
さ

れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
場
所
も
あ
り
、
必
ず
し
も
法
則
性
が
発
見
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
『
夜
の
靴
』
の
本
文
は
、
日
付
が
付
与
さ
れ
、
日
記
と
し

て
時
間
系
列
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
「
純
粋
小
説
論
」
の

「
定
義
」
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」

で
は
、「
純
文
学
」
が
「
必
然
性
・
日
常
性
」
の
文
学
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
物
語
に
生
起
す
る
出
来
事
の
系
列
が
、
時
間
的
に
整
序
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
横
光
に
と
っ
て
「
純
文
学
」

と
は
、「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
の
よ
う
に
時
系
列
が
存
在
せ
ず
、「
偶
然
」
に
出

来
事
が
羅
列
し
て
い
る
よ
う
な
構
造
で
は
な
く
、「
日
常
」
の
出
来
事
の
因

果
関
係
が
、
時
間
的
な
「
必
然
性
」
の
も
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

な
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
時
間
的
因
果
関
係
の
も
と
で
「
必
然
」
と
し
て

表
現
さ
れ
て
始
め
て
、「
日
常
」
が
「
事
実
の
ま
ま
」
に
記
述
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
。
横
光
に
と
っ
て
「
純
文
学
」
と
は
、「
日
常
」
を
時
間
的
に

必
然
化

0

0

0

し
て
表
現
す
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
。
横
光
が
「
純
文
学
」

を
「
必
然
性
」
の
文
学
と
定
義
す
る
時
、「
日
記
」
の
構
造
を
持
ち
だ
す
の

は
こ
の
た
め
な
の
だ
。
こ
の
意
味
で
ま
さ
に
『
夜
の
靴
』
は
、「
偶
然
」
の

出
来
事
が
羅
列
さ
れ
る
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
か
ら
、「
必
然
化
＝
時
間
化
」

さ
れ
、「
日
記
化
」
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
い
え
る
。

で
は
、『
夜
の
靴
』
が
『
欧
洲
紀
行
』
と
同
じ
構
造
を
持
っ
た
、「
日
記
体
」

の
「
純
文
学
」
の
形
式
だ
と
し
た
ら
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
問
題

と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

四　
『
夜
の
靴
』に
お
け
る「
記
憶
の
痕
跡
」と「
歯
車
」の「
廻
転
」

『
夜
の
靴
』
の
九
月
の
日
記
に
は
、「
私
は
毎
日
、
農
村
研
究
を
し
て
ゐ
る

の
だ
が
、
実
は
、
私
の
目
的
は
や
は
り
人
間
研
究
を
し
て
ゐ
る
の
だ
」
と
あ

る
。
そ
の
「
農
村
研
究
」、「
人
間
研
究
」
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、「
私
が

働
か
な
い
と
い
ふ
弱
点
を
も
つ
て
眺
め
暮
し
」、
そ
し
て
「
比
較
的
正
し
さ

に
近
づ
く
方
法
と
し
て
で
も
、
傍
観
の
徳
と
い
ふ
こ
と
は
有
り
得
る
の
で
あ

る
」
と
、「
私
」
の
「
傍
観
」
的
な
立
場
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」

が
「
傍
観
」
の
立
場
を
占
め
て
村
人
か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
で
、
村
人
の
行
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動
が
客
観
的
に
観
察
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
傍
観
的
態

度
は
、「
私
」
に
負
い
目
を
植
え
付
け
る
。「
十
月
」
の
日
記
で
「
私
」
は
次

の
よ
う
に
い
う
。

と
き
ど
き
我
な
が
ら
い
や
な
気
持
ち
が
起
つ
て
来
る
。
私
が
疎
開
者

同
樣
の
く
せ
に
ど
こ
か
疎
開
者
ら
し
く
な
い
気
持
ち
の
起
る
こ
と
だ
。

事
実
、
私
は
ま
だ
東
京
の
所
帯
主
で
こ
こ
で
は
私
の
妻
が
所
帯
主
に
な

つ
て
ゐ
る
。
妻
と
子
供
が
疎
開
者
で
私
だ
け
は
さ
う
で
な
く
、
研
究
心

を
も
つ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
義
務
だ
と
思
ふ
あ
る
観
想
の
仕

わ
ざ
の
た
め
だ
。（
中
略
）
倦
く
ま
で
研
究
心
を
失
ひ
た
く
は
な
い
と

思
ふ
虚
剛
と
、
人
間
ら
し
か
ら
ざ
る
観
察
者
の
気
持
ち
を
伏
せ
折
り
た

く
も
あ
つ
て
、
個
人
の
中
の
こ
の
政
治
は
甚
だ
調
和
を
失
つ
て
醜
い
。

傍
線
部
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
私
」
は
自
分
の
疎
開
先
で
の
立
ち

位
置
を
、
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
「
私
」
が
「
疎
開
者
」
で
は
あ

り
え
ず
、「
人
間
ら
し
か
ら
ざ
る
観
察
者
」
で
あ
る
の
は
、「
私
」
の
性
格
的

内
面
に
原
因
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
「
日
記
体
」
と
い
う
テ

ク
ス
ト
の
形
式
自
体
が
、「
私
」
の
傍
観
的
立
ち
位
置
を
呼
び
込
ん
で
い
る

と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。
こ
れ
は
『
欧
洲
紀
行
』
で
、
横
光
が
「
ヂ
イ
ド
」

を
「
風
景
」
と
し
て
傍
観

0

0

す
る
し
か
な
か
っ
た
問
題
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
傍
観
的
立
ち
位
置
は
、「
戦
争
」
の
「
敗
け
」

そ
の
も
の
を
見
失
わ
せ
る
。『
夜
の
靴
』
の
八
月
十
五
日
と
推
定
さ
れ
る
日

記
に
は
、「
敗
け
た
。
│
│
い
や
見
な
け
れ
ば
分
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
処

を
見
る
の
だ
。
こ
の
村
は
む
か
し
の
古
戦
場
の
跡
で
そ
れ
だ
け
だ
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、「
私
」
は
「
村
」
の
な
か
に
、
日
本
の
「
敗
け
」
そ
れ
自
体

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
、「
村
」
が
か
つ
て
の
「
古
戦
場
」

だ
っ
た
痕
跡

0

0

を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト

形
式
が
呼
び
込
む
「
私
」
の
傍
観
的
態
度
は
、「
八
月
」
の
日
記
で
、
以
下

の
よ
う
に
疎
開
先
を
表
象
す
る
。

こ
の
村
の
人
た
ち
も
空
襲
の
恐
怖
や
戦
火
の
惨
状
と
い
ふ
も
の
に
つ

い
て
は
、
無
感
動
と
い
ふ
よ
り
も
、
全
然
知
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
共
通
の
想
ひ
を
忍
ば
せ
る
ス
タ
ン
ダ
ア
ド
と
な
る
べ
き
一
点
が
な

い
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
は
異
国
人
も
同
様
の
際
だ
つ
た
。
た
し
か
に
、

知
ら
せ
よ
う
に
も
方
法
の
な
い
村
民
た
ち
と
物
を
い
ふ
に
も
、も
早
や
、

ど
う
で
も
い
い
こ
と
ば
か
り
の
心
の
部
分
で
、
話
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
忍
耐

が
必
要
だ
。
こ
の
判
然
と
分
れ
た
心
の
距
離
、
胸
中
は
つ
き
り
引
か
れ

た
境
界
線
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
ち
ら
に
は
分
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
向
ふ

に
は
分
ら
な
い
。
人
情
、
非
人
情
と
い
ふ
や
う
な
、
人
間
的
な
も
の
で

は
な
く
、
深
い
谷
間
の
や
う
な
、
不
通
線
だ
。
農
民
の
み
と
は
限
ら
ず
、

一
般
の
人
間
の
間
に
も
生
じ
て
ゐ
る
こ
の
不
通
線
は
、
焼
け
た
も
の
、

焼
け
残
り
、
出
征
者
や
、
居
残
り
組
、
疎
開
者
や
受
入
れ
家
族
、
な
ど

幾
多
の
間
に
生
じ
て
ゐ
る
無
感
動
さ
の
錯
綜
、
重
複
、
混
乱
が
、
ひ
ん

曲
り
、
捻
ぢ
あ
ひ
、
噛
み
つ
き
あ
つ
て
、
喚
き
ち
ら
し
て
ゐ
る
の
が
現

在
だ
。

こ
の
よ
う
に
「
村
」
や
「
村
の
人
た
ち
」
に
対
し
て
、「
私
」
は
、
見
通

し
の
き
か
な
い
「
不
通
線
」
と
い
う
痕
跡

0

0

と
し
て
し
か
認
識
で
き
な
い
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
も
ま
た
『
夜
の
靴
』
と
い
う
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
が

招
き
入
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
。
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「
村
の
人
た
ち
」
が
「
異
国
人
」
の
よ
う
に
「
戦
争
」
の
「
惨
状
」
に
対

し
て
「
無
感
動
」
な
の
で
は
な
い
。『
夜
の
靴
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
形
式
自

体
が
、「
私
」
を
「
異
国
人
」
と
し
て
「
村
の
人
た
ち
」
を
傍
観
さ
せ
て
い

る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
村
」
と
「
村
の
人
た
ち
」
は
、「
私
」
に
と
っ
て

錯
綜
し
た
見
通
し
の
き
か
な
い
、「
不
通
線
」
と
し
て
し
か
現
れ
な
い
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
欧
洲
紀
行
』
で
、横
光
に
と
っ
て
「
外
国
」
が
「
穴
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
関
係
で
あ
る
。「
不
通
線
」

と
は
『
夜
の
靴
』
の
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
が
代
表
＝
表
象
で
き
な

い
、ま
さ
に
構
造
上
の
「
穴
」
に
相
当
す
る
。『
夜
の
靴
』
に
も
『
欧
洲
紀
行
』

同
様
、
テ
ク
ス
ト
の
形
式
上
、
表
象
が
不
可
能
と
な
っ
た
「
不
通
線
＝
穴
」

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
八
月
」
最
終
日
の
日
記
で
、「
私
」
は
、
村
内
で
生
じ
て
い
る

家
族
や
友
人
た
ち
と
の
対
立
を
、「
戦
争
」
と
同
一
視
し
な
が
ら
、「
敵
愾
心

も
な
く
、
戦
闘
心
も
な
い
、
粋
な
鑑
賞
精
神
が
、
思
は
ず
弾
と
一
緒
に
開
い

た
響
き
」
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。「
私
」
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
村
内
の
人

間
関
係
の
対
立
と
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
と
を
無
媒
介
に
比
較
す
る
こ

と
は
、
本
来
無
意
味
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
同
一
視
は
、「
粋
な
鑑
賞

精
神
」
を
可
能
に
す
る
「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
を
通
し
て
の
み
、
可

能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
日
記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
を
通
す
こ
と

に
よ
っ
て
、「
私
」
は
村
内
の
対
立
と
「
戦
争
」
と
を
同
一
の
地
平
で
眺
め

る
「
観
察
者
」
の
視
点
を
占
め
る
。
そ
の
結
果
、「
私
」
は
「
村
」
の
ど
こ

を
探
し
て
も
「
敗
け
」
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
戦
争
」
そ
の
も
の

も
「
村
の
人
た
ち
」
の
対
立
に
還
元
し
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
日
本
は
戦
争

に
「
敗
け
」
た
の
で
は
な
く
、
日
記
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
戦
争
は
停
止
」

し
て
い
る
と
表
現
さ
れ
る
に
至
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
「
敗
け
」
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
否
認
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
私
」
が
、
常
に
「
戦
争
」
と
「
敗
け
」
と
に
出
会
い
損
ね
続
け
る

と
い
う
問
題
性
は
、『
夜
の
靴
』
の
結
末
部
で
登
場
す
る
日
付
に
も
現
れ
る
。

そ
の
日
付
と
は
結
末
に
現
れ
る
「
十
二
月
八
日
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

日
付
が
登
場
す
る
意
味
は
重
要
だ
と
い
え
る
。
何
故
な
ら
『
夜
の
靴
』
の
冒

頭
は
、「
八
月
十
五
日
」
の
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
承
認
」
で
始
ま
り
、
そ
の
結

末
は
「
十
二
月
八
日
」
と
い
う
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
「
戦
争
」
が
本
格
的

に
開
始
さ
れ
る
時
間
を
表
す
日
付
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
夜
の
靴
』
の

時
系
列
は
「
敗
戦
」
と
「
開
戦
」
に
よ
っ
て
循
環

0

0

し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て

こ
の
循
環

0

0

が
な
ぜ
可
能
な
の
か
と
い
え
ば
、
ま
さ
し
く
『
夜
の
靴
』
が
「
日

記
体
」
の
テ
ク
ス
ト
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。

草
稿
メ
モ
で
あ
る
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」
で
は
、
出
来
事
は
偶
然

0

0

に
羅
列
さ

れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
出
来
事
の
連
続
性
を
認
識
さ
せ
る

よ
う
な
秩
序
が
存
在
し
な
い
た
め
、
出
来
事
の
循
環
そ
の
も
の
が
不
可
能
と

な
る
。
し
か
し
、『
夜
の
靴
』
の
出
来
事
は
、
時
間
の
秩
序
に
従
っ
て
必
然

0

0

化
さ
れ
、
日
付
の
秩
序
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
循
環

0

0

は
ま
さ
し
く
、「
日

記
体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
と
し
て
「
必
然
化
＝
時
間
化
」
さ
れ
る

こ
と
で
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
出
来
事
が
時
間
の
秩
序
の
な
か
で

計
量

0

0

可
能
に
な
っ
て
始
め
て
、
出
来
事
は
時
間
的
連
続
性
を
獲
得
し
、
循
環

し
反
復
す
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
カ
レ
ン
ダ
ー
に
記
さ
れ
た
記
念

日
や
祝
日
が
毎
年
循
環
し
て
反
復
し
て
巡
る
の
は
、
日
付
の
「
時
間
化
」
の
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構
造
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。

こ
う
考
え
る
と
、
例
え
ば
八
月
の
日
記
で
「
映
写
機
」
の
比
喩
が
現
れ
る

が
、
こ
の
比
喩
は
「
日
記
体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
が
抱
え
込
む
、

循
環
の
構
造
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
と
、「
映
写
機
」
が
『
夜
の
靴
』

に
登
場
す
る
必
然
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
農
村
と
い
ふ
も
の
を
映
す
高
速
度
の
映
写
機
を
、
一
度
た
め
し

に
使
つ
て
み
た
い
。
完
全
な
廻
転
に
用
す
る
歯
車
は
完
全
な
円
形
で
は

駄
目
だ
と
い
ふ
法
則
が
あ
る
。
高
速
度
映
写
機
も
そ
の
学
理
を
応
用
し

て
ゐ
る
。
Ａ
は
Ｂ
と
相
等
し
く
、
Ｂ
は
Ｃ
と
相
等
し
い
場
合
に
、
Ａ
は

Ｃ
と
相
等
し
、
と
い
ふ
数
学
上
の
定
理
が
、
今
は
さ
う
で
は
な
く
、
Ａ

と
Ｃ
と
は
等
し
か
ら
ず
、
と
い
ふ
、
新
し
い
数
法
が
生
じ
て
来
た
さ
う

だ
。
こ
れ
を
半
順
序
概
念
と
い
ふ
さ
う
だ
が
、
他
の
何
事
よ
り
も
こ
れ

は
大
革
命
の
端
緒
と
な
る
も
の
│
│
と
し
て
も
、
そ
れ
は
さ
て
置
き
等

し
き
も
の
は
何
も
な
い
と
い
ふ
こ
の
美
し
さ
。
お
そ
ら
く
ど
こ
の
農
村

も
、
農
村
の
存
す
る
と
こ
ろ
す
べ
て
が
異
つ
て
ゐ
る
こ
と
だ
ら
う
が
、

高
速
度
機
も
か
う
な
る
と
必
要
だ
。
一
疋
の
蚤
も
、
半
順
序
概
念
の
Ａ

と
し
て
、
こ
の
農
村
を
計
量
す
る
何
も
の
か
、
私
の
円
形
な
ら
ざ
る
歯

車
の
一
つ
に
な
ら
ば
幸
ひ
だ
。

疎
開
先
の
「
農
村
」
を
記
録
し
た
「
映
写
機
」
は
、
フ
ィ
ル
ム
の
一
コ
マ

一
コ
マ
が
時
間
と
し
て
「
計
量
」
さ
れ
「
歯
車
」
に
よ
っ
て
「
廻
転
」
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
風
景
を
運
動
と
し
て
再
生
す
る
。
フ
ィ
ル
ム
は
あ
た

か
も
日
記
の
よ
う
に
一
コ
マ
一
コ
マ
が
時
間
的
に
秩
序
化
さ
れ
、
そ
れ
が
連

続
性
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、「
農
村
」
の
運
動
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
し
て『
夜
の
靴
』は
、

映
画
的
な
構
造
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
「
映
写
機
」
の
フ
ィ
ル
ム
を
「
廻
転
」
さ
せ
る
「
歯
車
」
の
構
造

は
、
単
純
な
循
環
構
造
な
の
で
は
な
い
。「
私
」
が
「
半
順
序
概
念
」
と
呼

ぶ
よ
う
に
、「
歯
車
」
は
、「
完
全
な
円
形
」
を
保
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
映
写
機
」
の
「
円
形
な
ら
ざ
る
」
構
造
は
非
常
に
興
味
深
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
『
夜
の
靴
』
が
描
い
た
日
付
の
構
造
も
ま
た
「
映
写
機
」
と
同
じ
く

「
円
形
な
ら
ざ
る
」
循
環
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
夜
の
靴
』
の
日
付
は
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
敗
戦
」
の
「
八
月
十
五

日
」
を
起
点
と
し
て
、
そ
の
約
四
か
月
後
の
「
十
二
月
八
日
」
と
い
う
、
ア

メ
リ
カ
と
の
「
開
戦
」
を
象
徴
す
る
日
付
で
終
わ
っ
て
い
る
。
日
付
だ
け
を

見
れ
ば
、
確
か
に
「
敗
戦
」
と
「
開
戦
」
が
循
環
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
登
場
す
る
「
十
二
月
八
日
」
は
一
九
四
五
年
で
あ
っ
て
、
一
九
四
一

年
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、『
夜
の
靴
』
に
現
れ
る
日
付
の
循
環
も
「
映
写
機
」

の
「
歯
車
」
同
様
に
、「
完
全
な
円
形
」
で
は
な
く
捩
れ
を
内
在
し
て
い
る

の
だ
。
こ
こ
に
現
れ
る
「
十
二
月
八
日
」
は
、「
敗
戦
後0

」
の
日
付
で
あ
っ
て
、

純
粋
な
意
味
で
「
開
戦
」
の
日
付
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

横
光
は
「
映
写
機
」
の
「
歯
車
」
が
抱
え
込
む
「
円
形
な
ら
ざ
る
」
循
環

構
造
を
、『
夜
の
靴
』
の
日
付
に
も
与
え
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
「
映
写
機
」

で
撮
影
す
る
よ
う
に
、
疎
開
先
の
「
農
村
」
を
描
い
た
と
い
え
る
。
そ
こ
に

は
「
敗
戦
」
か
ら
「
開
戦
」
へ
と
逆
戻
り
す
る
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
る
、
つ

ま
り
は
「
敗
け
」
を
再
び
「
開
戦
」
に
よ
っ
て
無
効
に
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、

捩
れ
た
時
間
秩
序
が
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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横
光
は
確
か
に
、『
夜
の
靴
』
を
「
映
写
機
」
の
「
歯
車
」
の
構
造
に
似

せ
る
こ
と
で
、「
農
村
を
計
量
」
し
、「
農
村
」
の
「
す
べ
て
が
異
つ
て
ゐ
る
」

所
を
フ
ィ
ル
ム
に
焼
き
付
け
る
よ
う
に
、
一
コ
マ
一
コ
マ
詳
細
に
描
写
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
し
か
し
そ
の
「
歯
車
」
の
「
円
形
な
ら
ざ
る
」
構
造

故
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
敗
け
」
を
と
ら
え
損
ね
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。『
夜
の
靴
』
に
現
れ
る
開
戦
の
日
付
は
本
来
、
一
九
四
五
年
の
「
十
二

月
八
日
」
で
あ
っ
て
、「
十
二
月
八
日
」
と
い
う
日
付
に
よ
っ
て
「
敗
け
」

を
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
一
九
四
五
年
」
を
省

略
す
る
こ
と
で
、
ま
る
で
「
完
全
な
円
形
」
の
よ
う
な
時
間
的
循
環
を
演
出

し
、「
敗
け
」
を
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
夜
の
靴
』
の
「
私
」
は
「
戦
争
」
や
「
敗
け
」
そ
の
も
の
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
私
」
の
前
で
、「
古
戦
場
」、「
不
通
線
」、「
銃

貫
創
（
７
）」
と
い
う
痕
跡

0

0

と
し
て
は
現
れ
る
が
、「
戦
争
」
や
「
敗
け
」
そ
の
も

の
に
は
つ
ね
に
出
会
い
損
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
欧
洲
紀
行
』
が
「
外

国
」
即
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
「
穴
」
と
し
て
し
か
表
象
で
き
ず
、「
ヂ
イ
ド
」

と
出
会
い
損
ね
て
し
ま
っ
た
、「
日
記
体
＝
純
文
学
」
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
構

造
の
問
題
と
し
て
共
通
し
て
い
る
の
だ
。そ
れ
故『
夜
の
靴
』に
お
い
て
、「
私
」

は
「
古
戦
場
」、「
不
通
線
」、「
銃
貫
創
」
と
い
っ
た
、
痕
跡

0

0

の
周
り
を
循
環

0

0

す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
夜
の
靴
』
と
い
う
「
日
記

体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式
で
は
、「
戦
争
」
や
「
敗
け
」
と
い
っ
た

問
題
が
、
必
然
的
に
逃
れ
去
っ
て
し
ま
う
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

五　

ま
と
め
─
─
『
夜
の
靴
』
と
『
欧
洲
紀
行
』
─
─

『
夜
の
靴
』
の
「
十
月
」
の
日
記
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

寝
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
で
話
す
村
人
の
会
話
を
聞
い
て
ゐ
る
と
、
こ
の

あ
た
り
の
発
音
は
、
ま
す
ま
す
フ
ラ
ン
ス
語
に
似
て
聞
え
る
。
こ
の
谷

間
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
味
が
分
ら
ぬ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
田
舎
に

ゐ
る
や
う
で
、
私
は
う
つ
と
り
と
寝
床
の
中
で
聴
き
惚
れ
て
ゐ
る
。

「
私
」
は
『
欧
洲
紀
行
』
の
記
憶

0

0

を
思
い
起
こ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
十
二

月
」
に
は
、『
欧
洲
紀
行
』
で
お
こ
な
っ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
訪
問
が
「
ハ
ン

ガ
リ
ヤ
で
一
人
の
踊
子
、
イ
レ
エ
ネ
」
と
い
う
形
象
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
の

で
あ
る
。『
夜
の
靴
』
に
は
、
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
形
式
だ
け
で
な
く
、

物
語
内
容
で
も
『
欧
洲
紀
行
』
の
痕
跡

0

0

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

横
光
は
『
夜
の
靴
』
の
な
か
で
、『
欧
洲
紀
行
』
が
描
い
た
欧
州
体
験
を

反
復
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
復
は
心
地
よ
い
感
覚
に
変
換

0

0

さ
れ
、『
欧

洲
紀
行
』
で
は
「
地
獄
」
と
ま
で
呼
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
の
言
葉
に
さ
え
も
、「
聴

き
惚
れ
」
て
い
る
（
８
）。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
『
夜
の
靴
』
の
な
か
に
、『
欧

洲
紀
行
』
の
「
記
憶
の
痕
跡
」
が
反
復
さ
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
確
か

に
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
十
年
も
の
時
差
が
広
が
っ
て
い
る
。し
か
し
、

「
日
記
体
＝
純
文
学
」
と
い
う
共
通
の
テ
ク
ス
ト
形
式
が
、
二
つ
の
テ
ク
ス

ト
を
呼
応
さ
せ
、
そ
の
「
記
憶
の
痕
跡
」
を
互
い
に
反
復
さ
せ
続
け
て
い
る

の
で
あ
る
。『
夜
の
靴
』
の
日
付
が
循
環
構
造
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、『
欧

洲
紀
行
』
と
『
夜
の
靴
』
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
も
ま
た
、「
映
写
機
」

の
「
歯
車
」
に
よ
っ
て
「
廻
転
」
さ
せ
ら
れ
て
、
互
い
が
循
環
し
反
復
す
る
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構
造
を
成
し
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
反
復
に
は
二
つ
の
側
面
が
存
在
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
横
光

や
「
私
」
が
対
象
と
出
会
い
損
ね
る
瞬
間
そ
の
も
の
を
、
反
復
が
表
現
し
て

い
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
記
憶
は
常
に
す
で
に
欠
落
を
構
造
的
に
内
在
さ

せ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
欧
洲
紀
行
』
に
お
け
る
「
外
国
と
い
ふ
越
ゆ

べ
か
ら
ざ
る
穴
」
や
「
ヂ
イ
ド
」、ま
た
『
夜
の
靴
』
に
お
い
て
は
「
古
戦
場
」

や
「
不
通
線
」、「
銃
貫
創
」
の
よ
う
に
、
横
光
や
「
私
」
は
記
憶
の
痕
跡
の

周
り
を
循
環
し
反
復
す
る
が
、
追
い
求
め
る
対
象
そ
れ
自
体
に
は
決
し
て
た

ど
り
着
か
な
い
。「
八
月
十
五
日
」
以
降
に
、「
私
」
が
「
農
村
」
に
決
し
て

「
戦
争
」
や
「
敗
け
」
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
反
復
と

循
環
の
構
造
が
『
夜
の
靴
』
に
内
在
し
て
い
る
か
ら
だ
。

一
方
こ
の
反
復
に
は
、
別
の
側
面
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
常
に
記
憶
を
反

復
す
る
が
故
に
、
記
憶
が
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
復
に
よ
っ
て

記
憶
は
欠
落
を
内
在
さ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
記
憶
は
そ
の
欠

落
を
埋
め
る
た
め
に
、さ
ら
に
反
復
し
持
続
す
る
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、

記
憶
の
持
続
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
常
に
、「
戦
争
」
や
「
敗
け
」
と
の
出
会

い
損
ね
を「
享
楽
」す
る
記
憶
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
横
光
や「
私
」

が
「
敗
け
」
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
（
痕
跡
）
を
、反
復
と
循
環
と
い
う
「
享
楽
」

の
構
造
に
よ
っ
て
、回
避
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
（
９
）。

こ
の『
欧

洲
紀
行
』
と
『
夜
の
靴
』
に
共
通
す
る
「
日
記
体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト

形
式
か
ら
、
横
光
の
戦
争
に
対
す
る
応
接
の
仕
方
を
、
批
判
的
に
考
察
す
る

こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

横
光
の
所
謂
「
文
学
者
の
戦
争
責
任
」
に
言
及
す
る
時
、
戦
時
中
の
横
光

の
発
言
や
行
動
、
そ
し
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
内
容

0

0

を
即
自
的
に
批
判
す

る
だ
け
で
は
な
く
、「
戦
前
」
と
「
敗
戦
後
」
を
貫
通
す
る
テ
ク
ス
ト
の
構

造
（
形
式

0

0

）
も
含
め
て
分
析
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
全
部
承
認
」
を
境
に
「
戦
前
」
と
「
敗
戦
後
」
を
分
割
す
る
よ
う

な
、
恣
意
的
な
時
間
軸
を
疑
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
テ
ク
ス
ト
の

構
造
に
お
い
て
横
光
は
、『
欧
洲
紀
行
』
か
ら
『
夜
の
靴
』
ま
で
の
十
年
の

時
差
を
、「
日
記
体
＝
純
文
学
」
と
い
う
共
通
す
る
テ
ク
ス
ト
形
式
で
記
録

し
（
記
憶
し
）、
そ
れ
を
痕
跡
と
し
て
テ
ク
ス
ト
に
残
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

横
光
に
文
学
者
と
し
て
の
「
戦
争
」
へ
の
「
責
任
」
を
見
出
す
場
合
、
そ
れ

は
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し
て
の
「
敗
戦
」
か
ら
考
え
る
の
で
は
な
く
、
少
な

く
と
も
こ
の
十
年
の
時
差
を
含
む
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
形
式
の
連
続
性
の
分
析

か
ら
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
日
記
体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
で
出
来
事
を
記
録
＝
記
憶
す
る
こ
と
、

「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
が
「
十
二
月
八
日
」
や
「
八
月
十
五
日
」
と
い

う
日
付
に
象
徴
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
日
付
の
「
前
後
」
で
分
割
で
き

る
よ
う
な
出
来
事
と
見
な
さ
れ
る
の
も
、
日
付
に
よ
る
秩
序
化
が
原
因
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
戦
争
」
を
こ
の
よ
う
な
日
付
に
象
徴
し
て
理
解
す
る

と
い
う
こ
と
自
体
、「
否
認
の
構
造
」
の
な
か
で
「
戦
争
」
を
把
握
し
て
い

る
と
い
う
証
拠
な
の
だ
。
こ
の
構
造
の
中
で
は
、常
に
「
戦
争
」
は
「
否
認
」

さ
れ
、
出
会
い
損
ね
ら
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、『
欧
洲
紀
行
』
と
『
夜

の
靴
』
の
テ
ク
ス
ト
形
式
の
呼
応
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
否

認
の
構
造
」
を
相
対
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

二
つ
の
テ
ク
ス
ト
形
式
の
呼
応
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
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日
付
で
「
戦
争
」
を
象
徴
化
し
、
分
割
す
る
こ
と
の
恣
意
性
を
問
い
に
付
す

こ
と
は
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
欧
洲
紀
行
』
と
『
夜
の
靴
』
を
結
び
つ

け
る
記
憶
の
絆
は
、「
痕
跡
」
を
め
ぐ
る
反
復
と
循
環
の
構
造
に
よ
っ
て
固

く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。『
夜
の
靴
』
に
内
在
す
る
『
欧

洲
紀
行
』
の
「
記
憶
の
痕
跡
」
は
、「
日
記
体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
形

式
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
反
復
さ
れ
、「
戦
前
」
と
「
敗
戦
後
」
の
横
光
の
テ

ク
ス
ト
を
呼
応
さ
せ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）　
黒
田
大
河
「
作
品
と
し
て
の
『
歐
洲
紀
行
』
│
│
『
旅
愁
』
へ
の
助

走
│
│
」（『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
九
三
・
五
）

（
２
）　
高
浜
虚
子
「
写
生
を
説
く
種
々
の
場
合
」（「
写
生
と
い
ふ
こ
と
」、『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
一
九
二
五
・
九
）

（
３
）　
神
谷
忠
孝
「
横
光
利
一
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
」（『
近
代
文
学
の
多
様

性
』
所
収
、
翰
林
書
房
、
井
上
謙
編
、
一
九
九
八
・
一
二
）
を
参
照
。

（
４
）　『
欧
洲
紀
行
』
と
い
う
「
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
に
構
造
的
に
開
い

た
「
穴
」
と
、「
代
表
＝
表
象
」
の
失
調
の
問
題
は
、
位
田
将
司
「『
欧
州

紀
行
』
と
い
う
「
純
文
学
」
│
│
「
純
粋
小
説
論
」
と
自
意
識
を
め
ぐ
る

「
穴
」
│
│
」（『
国
文
学
研
究
』
二
〇
〇
六
・
三
）
で
詳
細
に
論
じ
た
の
で

参
照
し
て
ほ
し
い
。
本
論
の
『
欧
洲
紀
行
』
と
『
夜
の
靴
』
に
お
け
る
テ

ク
ス
ト
の
比
較
は
、
こ
の
「
代
表
＝
表
象
」
の
失
調
を
め
ぐ
る
問
題
を
出

発
点
に
し
て
考
察
し
て
い
る
。

（
５
）　
十
重
田
裕
一
「
横
光
利
一
の
著
作
に
見
るGH

Q
/SCA

P

の
検
閲 

│
│
『
旅
愁
』『
夜
の
靴
』『
微
笑
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
早
稲
田
大
学
大
学

院
文
学
研
究
科
紀
要
』
二
〇
一
一
・
三
）

（
６
）　
横
光
利
一
「
夜
の
靴
ノ
ー
ト
」（『
定
本
横
光
利
一
全
集
』
第
十
一
巻

所
収
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
二
・
五
）

（
７
）　「
十
二
月
八
日
」
の
日
記
に
、「
私
」
が
、
村
で
知
り
合
っ
た
「
久
左

衛
門
」
の
「
銃
貫
創
の
跡
つ
け
た
彼
の
額
」
を
眺
め
る
場
面
が
存
在
す
る
。

こ
の
「
銃
貫
創
の
跡
」
も
ま
た
「
戦
争
」
の
「
記
憶
の
痕
跡
」
で
あ
る
。

（
８
）　
こ
こ
で
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
を
参
照
し
て
い
る
。「
地

獄
」
と
い
う
「
リ
ア
ル
な
も
の
」（
現
実
界
）
は
、反
復
さ
れ
る
こ
と
で
「
否

認
」・「
去
勢
」
さ
れ
、「
象
徴
的
な
も
の
」（
象
徴
界
）
の
審
級
に
書
き
込

ま
れ
、
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
象
徴
化
を
め
ぐ
る
反
復
は
常
に
失
敗

し
、
さ
ら
な
る
反
復
を
欲
望
さ
せ
る
。
こ
の
「
地
獄
」
を
「
否
認
」
す
る

こ
と
で
反
復
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
欲
望
こ
そ
、
ま
さ
に
「
享
楽
」
の

構
造
で
あ
り
、「
私
」
は
こ
こ
で
「
地
獄
」
の
記
憶
に
「
聴
き
惚
れ
」
る

の
だ
。
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
「
快
原
理
の
彼
岸
」（『
フ
ロ
イ
ト
全

集
19
』
所
収
、
加
藤
敏
、
石
田
雄
一
、
大
宮
勘
一
郎
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
・
六
）及
び
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン「
部
分
欲
動
と
そ
の
回
路
」（『
精

神
分
析
の
四
基
本
概
念
』
所
収
、
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ア
ラ
ン
・
ミ
レ
ー
ル
編
、

小
出
浩
之
、
新
宮
一
成
、
鈴
木
國
文
、
小
川
豊
昭
訳
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
〇
・
一
二
）
を
参
照
。

（
９
）　
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、「
日
記
体
＝
純
文
学
」
の
テ
ク
ス
ト
形
式

が
出
来
事
を
時
系
列
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
記
憶
が
循
環
・
反
復
可
能
と
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な
っ
た
。
そ
し
て
日
本
の
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
に
お
け
る
「
敗
戦
」

の
記
憶
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
時
系
列
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
昭
和
二
十
年
」
や
「
八
月
十
五
日
」
と
い
っ
た
日
付
に
よ
っ
て

戦
争
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
記
憶
の
持
続
と
反
復
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で

あ
る
が
、
同
時
に
『
夜
の
靴
』
の
「
私
」
の
よ
う
に
、「
敗
戦
」
の
イ
ン

パ
ク
ト
を
回
避
さ
せ
る
構
造
で
も
あ
る
の
だ
。「
私
」
が
「
農
村
」
に
お

い
て
「
敗
戦
」
に
決
し
て
出
会
え
な
い
こ
と
を
「
享
楽
」
す
る
の
と
同
じ

よ
う
に
、
日
本
の
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
」
に
お
け
る
記
憶
は
「
敗
戦
」

を
否
認
し
続
け
る
こ
と
で
、
記
憶
を
持
続
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
「
敗
戦
」

を
否
認
し
「
享
楽
」
す
る
構
造
は
、白
井
聡
『
永
続
敗
戦
論
』（
太
田
出
版
、

二
〇
一
三
・
三
）
で
い
う
と
こ
ろ
の
、「
敗
戦
」
を
否
認
し
続
け
る
こ
と
で

「
戦
後
」
の
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
、「
永
続
敗
戦
」
の
構
造
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
『
欧
洲
紀
行
』
と
『
夜
の
靴
』
の
テ
ク
ス
ト
形

式
を
比
較
す
る
こ
と
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
「
否
認
の
構
造
」
が
横
光

の
場
合
、「
戦
後
」
に
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
一
九
三
七

年
の
『
欧
洲
紀
行
』
の
テ
ク
ス
ト
形
式
に
は
既
に
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

＊
『
欧
洲
紀
行
』
の
引
用
は
創
元
社
刊
の
単
行
本
に
、『
夜
の
靴
』
の
引
用

は
鎌
倉
文
庫
刊
の
単
行
本
に
拠
っ
た
。
そ
の
他
『
定
本
横
光
利
一
全
集
』

か
ら
の
引
用
に
際
し
、
旧
漢
字
を
適
宜
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し

た
。

　
　
な
お
本
稿
は
、早
稲
田
大
学
国
際
日
本
文
学
・
文
化
研
究
所
（W

IJLC

）・

フ
ラ
ン
ス
国
立
東
洋
言
語
文
化
研
究
学
院
（IN

A
LCO

）
共
催
・
国
際
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
記
憶
の
痕
跡
」（
於
早
稲
田
大
学
、
二
〇
一
二
・

一
〇
・
一
三
）
の
研
究
発
表
に
基
づ
い
て
お
り
、
科
研
費
若
手
（
B
）

「1920-30

年
代
に
お
け
る
「
文
学
の
価
値
化
」
と
「
価
値
哲
学
」
の
理
論

的
関
係
の
研
究
」（
課
題
番
号: 25770095

）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

会
場
を
は
じ
め
様
々
な
機
会
で
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
り
ま
し
た
。
皆
様
へ

感
謝
い
た
し
ま
す
。


