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村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論

＿
＿
語
る
ワ
タ
ナ
ベ
、
語
ら
れ
る
突
撃
隊
、
導
く
緑
＿
＿

加
地　

花
百 

　
　

１

　
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』）

1
（

は
、
一
九
八
六
年
と
い
う
「
現
在
」
を
生

き
る
ワ
タ
ナ
ベ
が
、
一
八
年
前
の
一
九
六
八
年
と
い
う
「
過
去
」
を

回
想
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
彼
が
一
八
年
も
前
の
こ
と
を
回
想

す
る
理
由
は
た
だ
一
つ
、《
直
子
と
の
約
束
を
守
る
た
め
》
だ
。

　

直
子
は
、《
私
の
こ
と
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
で
。
私
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
て
》
と
ワ
タ
ナ
ベ
に
言
い
残
し
、
一
九
七

〇
年
に
自
死
す
る
。
し
か
し
、時
の
流
れ
と
は
残
酷
な
も
の
だ
。《
い

つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
》、《
忘
れ
ら
れ
る
わ
け
が
な
い
》
と
約
束
し
た

は
ず
の
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
次
第
に
直
子
の
記
憶
を
失
っ
て
い
く
。

　

一
方
で
、か
つ
て
直
子
と
歩
い
た
草
原
の
風
景
だ
け
は
、今
も
は
っ

き
り
と
ワ
タ
ナ
ベ
の
中
に
残
っ
て
い
た
。
だ
が
、
記
憶
の
中
の
草
原

に
は
も
う
誰
も
い
な
い
。
直
子
も
、
一
八
年
前
の
ワ
タ
ナ
ベ
も
、
そ

の
と
き
の
ワ
タ
ナ
ベ
の
《
世
界
》
も
、
み
ん
な
ど
こ
か
に
《
行
っ
て

し
ま
っ
た
》。
直
子
の
記
憶
を
失
い
つ
つ
あ
る
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
直
子

と
過
ご
し
た
自
分
自
身
の
こ
と
も
忘
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、

一
八
年
前
の
ワ
タ
ナ
ベ
を
構
成
し
て
い
た
《
世
界
》
―
―
か
つ
て
の

自
分
が
関
わ
っ
て
い
た
全
て
の
人
物
た
ち
の
こ
と
―
―
ま
で
も
忘
れ

つ
つ
あ
る
の
だ
。

　

誰
も
い
な
く
な
っ
た
草
原
の
記
憶
は
、
ワ
タ
ナ
ベ
に
《
く
り
か
え

し
く
り
か
え
し
》、《
お
い
、
起
き
ろ
、
俺
は
ま
だ
こ
こ
に
い
る
ん
だ

ぞ
、
起
き
ろ
、
起
き
て
理
解
し
ろ
、
ど
う
し
て
俺
が
ま
だ
こ
こ
に
い

る
の
か
と
い
う
そ
の
理
由
を
》
と
呼
び
掛
け
る
。
一
八
年
前
に
交
流

が
あ
っ
た
全
て
の
人
物
た
ち
の
記
憶
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ

と
を
理
解
し
ろ
、
そ
し
て
思
い
出
せ
、
と
草
原
は
必
死
に
呼
び
掛
け

て
い
る
。

　

こ
れ
を
受
け
、
ワ
タ
ナ
ベ
は
《
骨
で
も
し
ゃ
ぶ
る
よ
う
な
気
持

で
》
必
死
に
《
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
》
文
章
を
書
き
記
し
は
じ
め
る
。

彼
は
、
た
だ
思
い
出
す
こ
と
に
努
め
る
の
で
は
な
い
。《
ど
う
し
て

俺
が
ま
だ
こ
こ
に
い
る
の
か
と
い
う
そ
の
理
由
を
》
理
解
す
る
た
め

に
、
わ
ざ
わ
ざ
書
く
と
い
う
行
為
を
選
ぶ
。「
書
く
」
と
、
書
い
た
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も
の
が
文
字
と
し
て
「
残
る
」。「
残
る
」
と
、
誰
か
に
よ
っ
て
「
読

ま
れ
る
」
可
能
性
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
現
時
点
で
思
い
出

せ
る
限
り
の
こ
と
を
「
書
き
残
す
」
と
、そ
れ
が
誰
か
に
よ
っ
て
「
読

ま
れ
る
」
こ
と
で
記
憶
が
「
引
き
継
が
れ
る
」
こ
と
に
な
る
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
人
物
こ
そ
、
未
来
の
ワ

タ
ナ
ベ
自
身
な
の
で
あ
る
。

　

彼
は
《
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
》、《
ひ
ょ
っ
と
し
て
自
分
は
い
ち
ば

ん
肝
心
な
部
分
の
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
》

と
不
安
を
溢
す
。
記
憶
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
重
要
な
も

の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ

そ
彼
は
、
ま
だ
僅
か
に
記
憶
が
残
っ
て
い
る
今
、
思
い
出
し
得
る
記

憶
を
書
き
残
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
紛
れ
も
な
い
、
未
来
の
自
分

が
過
去
を
思
い
出
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
。

　

だ
が
、
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
た
だ
過
去
の
人
物
た
ち
の
情
報
を
羅
列
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
一
八
年
前
の
彼
自
身
を
構
成
す
る
《
世

界
》
を
必
死
に
書
き
残
そ
う
と
す
る
。
過
去
の
人
物
た
ち
と
過
去
の

自
分
と
の
関
係
―
―
相
手
に
何
を
し
て
も
ら
っ
て
、
自
分
は
何
を
し

た
の
か
―
―
を
彼
は
未
来
の
自
分
に
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
の
だ
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
《
直
子
と
の
約
束
》
と
は
、
一
八
年
前
に

自
分
が
、
直
子
を
含
む
全
て
の
人
物
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た

の
か
を
《
覚
え
て
》
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
《
約
束
を
守
る

た
め
》、
ワ
タ
ナ
ベ
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
を
書
き
は
じ
め
る
。

こ
れ
は
、
一
九
六
八
年
の
ワ
タ
ナ
ベ
か
ら
一
九
八
六
年
の
ワ
タ
ナ
ベ

に
宛
て
た
手
記
な
の
で
あ
る
。

　

彼
は
こ
の
手
記
に
、
な
ぜ
か
突
撃
隊
を
何
度
も
登
場
さ
せ
る
。
家

を
訪
問
す
る
ま
で
の
仲
だ
っ
た
伊
東
は
一
度
し
か
登
場
さ
せ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
親
し
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た）

2
（

突
撃
隊
の

こ
と
は
何
度
も
想
起
し
、
何
度
も
書
き
残
す
。
し
か
も
、
突
撃
隊
が

姿
を
消
し
た
一
九
六
九
年
の
時
点
で
想
起
し
て
い
た
こ
と
ま
で
想
起

し
て
書
き
残
す
。

　

ワ
タ
ナ
ベ
は
な
ぜ
か
、
そ
こ
ま
で
親
し
く
な
か
っ
た
は
ず
の
突
撃

隊
と
か
つ
て
の
自
分
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
か
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
る
。
未
来
の
自
分
に
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て

い
る
。
一
九
八
六
年
を
生
き
る
彼
に
と
っ
て
、
突
撃
隊
と
は
何
ら
か

の
重
大
な
意
味
を
持
っ
た
存
在
な
の
で
あ
る）

3
（

。

　

し
か
し
、
突
撃
隊
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た）
4
（

。
確
か
に
、
突
撃
隊
に
関
す
る
情
報
は
テ
ク
ス
ト
内
に
そ
う
多
く

な
い
。
彼
が
突
然
姿
を
消
し
て
以
降
、
そ
の
理
由
を
探
る
展
開
に
な

る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
九
六
九
年
頃
の
ワ
タ
ナ

ベ
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
一
見
す
る
限

り
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
だ
ろ

う
。『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
研
究
に
お
い
て
突
撃
隊
が
注
目
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
彼
が
突
然
姿

を
消
し
た
理
由
と
そ
れ
に
よ
る
影
響
に
あ
え
て
こ
だ
わ
っ
て
み
る
と

す
れ
ば
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
先
に
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
突
撃
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隊
は
「
男
ら
し
さ
」
を
巡
る
闘
い
の
犠
牲
者
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が

一
九
八
六
年
を
生
き
る
ワ
タ
ナ
ベ
に
何
ら
か
の
重
大
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、手
記
を
書
く
ワ
タ
ナ
ベ
に
も
、

テ
ク
ス
ト
全
体
に
も
何
ら
か
の
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
突
撃
隊
は
、

論
じ
る
意
義
の
あ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
仮
定
に
基
づ

き
、
論
を
進
め
て
い
く
。

　

一
九
八
七
年
に
発
表
さ
れ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
本
テ
ク
ス

ト
は
、
多
く
の
言
論
人
に
男
性
中
心
主
義
的
な
物
語
と
し
て
読
ま
れ

て
き
た
。
早
く
は
一
九
九
二
年
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
も
活
躍
し

て
い
た
上
野
千
鶴
子
、
小
倉
千
加
子
、
富
岡
多
恵
子
が
、
高
い
評
価

を
確
立
し
て
い
る
男
性
作
家
の
テ
ク
ス
ト
を
女
性
の
立
場
か
ら
再
検

討
し
た
鼎
談）

5
（

の
中
で
、
本
テ
ク
ス
ト
を
批
判
的
に
採
り
上
げ
て
い

る
。
そ
こ
で
小
倉
は
、
ワ
タ
ナ
ベ
が
女
性
に
対
し
て
〈
酷
薄
で
、
す

ご
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
〉
で
あ
る
こ
と
、
村
上
春
樹
が
女
性
だ
け
を
、
愛

情
と
性
欲
を
結
び
付
け
て
捉
え
て
い
る
存
在
と
し
て
描
い
て
い
る
こ

と
を
例
に
挙
げ
、
そ
れ
が
〈
す
ご
い
不
愉
快
〉
で
〈
気
分
、
悪
い
〉

と
語
る
。
以
降
、
ワ
タ
ナ
ベ
の
語
り
に
男
性
中
心
主
義
性
を
見
て
取

る
言
説
は
継
承
さ
れ
、
村
上
春
樹
批
判
の
要
諦
と
な
っ
た
。
こ
れ
は

二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
ま
す
ま
す
踏
襲
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現

在
で
も
な
お
先
行
研
究
の
趨
勢
の
一
角
を
担
っ
て
い
る）

6
（

。
し
か
し
、

男
性
中
心
主
義
性
を
批
判
す
る
こ
れ
ら
の
論
に
お
い
て
も
、
突
撃
隊

は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い）

7
（

。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
女
性
が
「
女

ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
か
り
に
注
目
し
て
お
り
、
男
性

も
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ま
で
射
程
が
及

ん
で
い
な
い
の
だ
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、
男
性
中
心
主
義
を
相
対
化
す
る
視
点
を
獲
得
す

る
た
め
に
、
男
性
中
心
主
義
社
会
の
解
体
を
目
指
し
た
ウ
ー
マ
ン
・

リ
ブ
、
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
視
点
に
基
づ

い
て
、
手
記
を
書
き
残
す
ワ
タ
ナ
ベ
の
語
り
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

認
識
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
の
過
程
で
突
撃
隊
の
重
要
性
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
村
上
春
樹）

8
（

が
本
テ
ク
ス
ト
で
描
こ
う
と
し
た
、

闘
い
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
〈
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
〉
の
姿
を
捉
え

直
す
。
こ
う
し
て
、
男
性
を
縛
る
「
男
ら
し
さ
」
の
観
点
か
ら
本
テ

ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
で
、
ワ
タ
ナ
ベ
が
手
記
を
書
き
残
す
意
味
を
明

ら
か
に
し
た
い
。

　
　

２

　

し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
突
撃
隊
を
論
じ
よ
う
に
も
彼
に
関
す
る

情
報
は
テ
ク
ス
ト
内
に
そ
う
多
く
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
突
撃
隊

と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
登
場
す
る
緑
に
注
目
す
る）

9
（

。
こ
れ
ま
で

緑
は
、「
女
ら
し
さ
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
囚
わ
れ
て
い
な

い
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
的
な
女
性
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た）

（1
（

。
本
稿

が
定
義
す
る
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、

男
性
が
創
り
出
し
た
「
女
ら
し
さ
」
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
た
運
動）

（（
（

。
第
二
に
、「
女
ら
し
さ
」
に
抵
抗
し
た
い
自
分
と
「
女

ら
し
さ
」
を
体
現
し
て
し
ま
う
自
分
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
本
音
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の
間
の
〈
と
り
乱
し
〉
か
ら
始
ま
っ
た
運
動）

（1
（

。
緑
と
は
、
男
性
が
創

り
出
し
た
「
女
ら
し
さ
」
を
男
性
に
押
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
違
和

感
を
覚
え
、
異
議
を
唱
え
、
時
に
行
動
ま
で
で
き
る
、
ま
さ
に
「
女

ら
し
さ
」
に
抵
抗
す
る
女
性
で
あ
る）

（1
（

。
ま
た
、「
女
ら
し
さ
」
を
批

判
し
抵
抗
す
る
緑
に
も
、
想
い
人
で
あ
る
ワ
タ
ナ
ベ
の
前
で
は
「
女

ら
し
さ
」
が
見
て
取
れ
る）

（1
（

。
こ
こ
か
ら
、
緑
を
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
的

な
女
性
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
テ
ク
ス
ト
内
で
際
立

つ
緑
の
積
極
性
、
主
体
性
は
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
と
の
共
通
項
で
も
あ

る
の
だ
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
テ
ク
ス
ト
内
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
一
九

七
〇
年
代
の
恋
愛
事
情
で
は
、
女
性
か
ら
男
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
女
性
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
一
般
的
に
な
っ
て
も
な
お
、
や
は
り
女
性
が
想
い
を

告
げ
る
こ
と
は
珍
し
か
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
つ
ま
り
、
一
九
六
九
年
か
ら

一
九
七
〇
年
の
時
点
で
、
ワ
タ
ナ
ベ
を
食
事
や
自
宅
に
誘
い
、
何
よ

り
自
分
か
ら
想
い
を
告
げ
る
緑
の
積
極
性
、
主
体
性
は
現
実
社
会
に

お
い
て
も
際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
吉
本
隆
明）

（1
（

は
一
九
八
七
年
に
発
表
し
た
論
に
お
い
て
、
男

性
に
対
し
て
〈
性
愛
に
つ
い
て
陰
影
の
感
じ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
〉
緑
に
は
〈
愛
が
不
可
能
〉
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト

に
初
め
て
緑
が
登
場
し
た
一
九
六
九
年
や
、
日
本
の
ウ
ー
マ
ン
・
リ

ブ
元
年
と
さ
れ
て
い
る
一
九
七
〇
年
か
ら
約
二
〇
年
経
っ
て
も
な

お
、
性
に
あ
け
す
け
な
女
性
は
異
常
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、
ワ
タ
ナ
ベ
が
回
想
す
る
一
九
六
八
年
頃
の
社
会
に
お
い

て
も
、
本
テ
ク
ス
ト
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
六
八
年
頃
の
社
会
に
お
い

て
も
、
緑
は
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
　

３

　
「
女
ら
し
さ
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
抵
抗
す
る
一
方
で
準

拠
も
す
る
、
ま
さ
に
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
的
な
女
性
と
し
て
の
緑
。
彼

女
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
退
場
し
て
い
る
突
撃
隊
を
「
男
ら
し

さ
」、
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
と
の
関
連
性
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
男
ら
し
さ
」
は
「
女

ら
し
さ
」
の
よ
う
に
直
接
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、「
女

ら
し
さ
」「
男
ら
し
さ
」
と
は
、
対
称
的
な
概
念
で
は
な
く
と
も
対

照
的
な
概
念
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
内
世
界
と
現
実

社
会
の
時
代
性
、
歴
史
性
が
対
応
し
て
い
る
以
上
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ

ブ
の
問
題
提
起
を
受
け
て
興
っ
た
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
が
テ
ク
ス
ト
に
内

包
さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
男
性
共
同
体

と
し
て
の
男
子
学
生
寮
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

「
男
ら
し
さ
」
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

学
生
寮
に
お
い
て
突
撃
隊
は
、
右
翼
学
生
の
よ
う
な
出
で
立
ち
か

ら
、《
病
的
な
ま
で
に
清
潔
好
き
》と
い
う
性
格
、そ
し
て
女
性
の
ヌ
ー

ド
写
真
が
嫌
い
で
風
景
の
写
真
を
好
む
と
い
う
趣
味
ま
で
、
寮
生
た

ち
か
ら
笑
い
の
対
象
と
し
て
消
費
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
も
、
そ
れ
は
突
撃
隊
が
変
化
し
て
も
な
お
変
わ
ら
な
い
。
右

翼
学
生
を
彷
彿
と
さ
せ
る
紺
色
の
セ
ー
タ
ー
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ

た
彼
は
、
鹿
の
編
み
込
み
が
入
っ
た
赤
と
黒
の
可
愛
い
セ
ー
タ
ー
を

身
に
着
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
突
撃
隊
の
右
翼
学
生
の
よ
う

な
出
で
立
ち
を
笑
っ
て
い
た
は
ず
の
寮
生
た
ち
は
、
変
化
し
た
突
撃

隊
の
姿
を
見
て
大
笑
い
す
る
。
彼
ら
は
突
撃
隊
の
特
徴
を
笑
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
突
撃
隊
そ
の
も
の
を
笑
い
の
対
象
と
し
て
い
る
の

だ
。

　

こ
れ
は
、
男
性
共
同
体
に
お
け
る
〈「
非
モ
テ
」
男
性
〉
と
い
う

存
在
に
類
似
し
て
い
る
。
西
井
開）

（1
（

に
よ
る
と
、〈「
非
モ
テ
」
男
性
〉

と
は
女
性
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
対
男
性
と
の
関
係
に
お
い
て
も

苦
悩
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
苦
悩
の
原
因
と
は
、
男
性
共
同

体
か
ら
浴
び
せ
ら
れ
る
〈
か
ら
か
い
〉
に
あ
る
。
こ
こ
で
基
準
と
し

て
用
い
ら
れ
る
「
男
ら
し
さ
」
は
、
男
性
共
同
体
の
中
の
〈
権
力
を

持
つ
男
性
〉
が
〈
周
囲
の
男
性
を
貶
め
る
た
め
〉
に
〈
恣
意
的
に
つ

く
〉
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
男
性
共
同
体
の
中
で
〈
誰

し
も
が
共
有
し
て
い
る
「
普
遍
的
・
自
明
的
」
な
も
の
〉
と
見
做
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
〈「
非
モ
テ
」
男
性
〉
が
〈
努
力
を
し

て
か
ら
か
い
の
条
件
を
克
服
〉
し
た
と
し
て
も
〈
か
ら
か
い
〉
は
止

ま
る
こ
と
が
な
い
。〈
ま
た
別
の
条
件
〉
か
ら
新
た
に
〈
か
ら
か
い
〉

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
。
こ
う
し
て〈「
非
モ
テ
」男
性
〉は
、

ど
う
す
れ
ば〈
か
ら
か
い
〉を
受
け
ず
に
済
む
の
か
、ど
う
す
れ
ば「
男

ら
し
く
」
な
れ
る
の
か
分
か
ら
ず
苦
悩
し
、
自
己
否
定
感
、
劣
等
感

を
積
も
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
〈
か
ら
か
い
〉
の
対
象
か
ら
抜
け
出
す
に
は
、そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

〈
か
ら
離
れ
る
〉
他
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
男
性
が
〈
そ
こ
に
し

か
自
分
が
存
在
証
明
さ
れ
る
世
界
が
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
／
思

い
込
ま
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
必
死
に
中
心
メ
ン
バ
ー
と
の
関
係
性

に
縋
り
つ
〉
く
。
そ
し
て
、〈
男
性
同
士
の
か
ら
か
い
の
会
話
形
式

や
「
男
ら
し
さ
」
を
め
ぐ
る
競
争
の
文
化
を
無
自
覚
に
維
持
し
て
い

く
〉。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
が
生
き
る
世
界
は
、〈
権
力
を
持
つ
男
性
〉

が
〈
か
ら
か
い
〉
を
通
し
て
〈
周
囲
の
男
性
を
貶
め
る
〉
場
所
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
誰
も
が
、〈
い
つ
排
除
さ
れ
る
か
不
安
を
抱

え
〉、〈
排
除
さ
れ
な
い
よ
う
〉
に
「
男
ら
し
さ
」
の
〈「
達
成
」
を

目
指
し
続
け
る
〉。
故
に
彼
ら
は
〈
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
力
学
〉
に
よ
っ

て
、〈
お
互
い
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
合
い
な
が
ら
〉
誰
か
の
「
男
ら

し
さ
」〈
か
ら
逸
脱
し
た
部
分
を
粗
さ
が
し
す
る
〉
こ
と
を
〈
強
い

ら
れ
〉
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
こ
で
い
う
〈
権
力
を
持
つ
男
性
〉
が
、寮
生
た
ち
に
《
一
目
置
》

か
れ
て
い
る
永
沢
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
誰

も
が
彼
に
対
し
て
だ
け
は
強
い
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
誰

も
が
彼
に
何
か
を
要
求
さ
れ
る
と
文
句
ひ
と
つ
言
わ
ず
に
そ
の
通
り

に
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
は
男
性
共
同
体
に
お
い
て
、
特

別
で
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

「
男
ら
し
さ
」
と
は
永
沢
を
意
味
す
る
の
だ
。
男
性
共
同
体
の
構
成

員
で
あ
る
寮
生
た
ち
は
、
男
性
共
同
体
内
で
の
居
場
所
を
守
る
た
め



村上春樹『ノルウェイの森』論

96

「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴
で
あ
る
永
沢
を
目
指
し
、
そ
の
過
程
で
他
の

男
性
た
ち
を
蹴
落
と
し
て
い
く
。

　

優
れ
た
知
能
、
学
歴
、
職
歴
、
家
柄
、
財
力
、
容
姿
、
カ
リ
ス
マ

性
、
女
性
に
対
す
る
話
の
上
手
さ
に
ス
マ
ー
ト
さ
、
精
神
力
の
強

さ
、
大
き
な
性
器
に
豊
富
な
女
性
経
験
、
魅
力
的
な
恋
人
の
存
在
、

女
性
に
困
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
。
こ
れ
ら
全
て
の
要
素

を
兼
ね
備
え
た
永
沢
と
突
撃
隊
が
ど
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
い
る
か
は

言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。〈
恣
意
的
に
つ
く
〉
ら
れ
た
「
男
ら
し

さ
」
か
ら
逸
脱
す
る
突
撃
隊
は
「
男
ら
し
さ
」
を
競
い
合
う
寮
生
た

ち
に
利
用
さ
れ
、〈
か
ら
か
い
〉
の
標
的
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
つ

ま
り
、
男
性
共
同
体
の
中
で
笑
い
の
対
象
に
さ
れ
る
突
撃
隊
は
「
男

ら
し
さ
」
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
男
性
な
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

し
か
し
、
突
撃
隊
は
た
だ
疎
外
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
勿

論
、「
男
ら
し
さ
」
に
抵
抗
を
示
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
「
男
ら
し
さ
」

か
ら
の
解
放
を
目
指
し
て
行
動
す
る
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、「
男
ら

し
さ
」の〈「
達
成
」〉を
至
上
と
も
し
て
い
な
い
の
だ
。
寮
生
た
ち
は
、

男
性
が
住
む
部
屋
は
不
潔
か
つ
不
衛
生
な
も
の
で
、
壁
に
は
女
性
の

写
真
が
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
こ
そ
が
「
男
ら
し
さ
」
で
あ
る
と
認
識
し
て
さ
え
い
る
。
だ
が
、

突
撃
隊
は
こ
れ
に
同
調
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
彼
は
ど
う
す
れ

ば
女
性
を
落
と
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
女

性
と
の
会
話
に
困
ら
な
い
か
を
気
に
し
て
い
る
。
女
性
の
ヌ
ー
ド
写

真
を
嫌
う
彼
は
、
女
性
に
男
性
の
た
め
の
性
的
身
体
と
し
て
の
存
在

を
押
し
つ
け
て
い
な
い
の
だ
。
む
し
ろ
、
女
性
を
意
思
あ
る
一
人
の

人
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、突
撃
隊
は「
女
ら
し
さ
」や「
男

ら
し
さ
」
を
自
明
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の

よ
う
な
彼
の
姿
か
ら
は
、「
女
ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
る
女
性
へ
の
理

解
と
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
る
男
性
の
苦
悩
が
読
み
取
れ
る
。

　

本
稿
が
捉
え
る
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
の
姿
と
は
、
男
性
が
女
性
を
「
女

ら
し
さ
」
に
、
男
性
自
身
を
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
っ
て
き
た
こ
と
を

自
覚
し
た
う
え
で
、
社
会
の
中
心
部
分
か
ら
男
性
中
心
主
義
社
会
を

解
体
し
、「
男
ら
し
さ
」
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
運
動）

（1
（

で
あ
る
。
だ
が
、
声
を
あ
げ
る
こ
と
も
行
動
に
移
す
こ
と
も
な
い
突

撃
隊
は
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
的
男
性
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
男
性
中

心
主
義
的
な
男
性
と
も
言
い
難
い
。
確
か
に
突
撃
隊
は
「
女
ら
し

さ
」「
男
ら
し
さ
」
を
直
接
的
に
批
判
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、

批
判
的
な
言
動
が
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
、
そ
れ
ら
支
配
的
な
ジ
ェ
ン

ダ
ー
規
範
に
同
調
す
る
こ
と
が
な
い
の
も
、
引
き
受
け
よ
う
と
努
め

る
こ
と
が
な
い
の
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
突
撃
隊
は

男
性
中
心
主
義
に
対
す
る
批
判
的
主
体
と
し
て
の
、
メ
ン
ズ
・
リ
ブ

的
な
男
性
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
存
在
だ
と
考
え
得
る
の
だ）

1（
（

。

　
　

４

　

ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
的
な
緑
と
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
の
一
歩
手
前
に
位
置

す
る
突
撃
隊
。
両
者
は
「
女
ら
し
さ
」「
男
ら
し
さ
」
と
い
う
規
範

に
対
す
る
姿
勢
―
―
積
極
的
に
批
判
す
る
か
否
か
、
時
に
行
動
ま
で
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し
て
抵
抗
す
る
か
否
か
―
―
に
違
い
が
あ
る
。
だ
が
、
程
度
の
差
は

あ
れ
ど
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
ら
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
意
識
を

抱
え
て
い
る
。つ
ま
り
、緑
は
突
撃
隊
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
や
っ

て
の
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
突
撃
隊
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
登

場
す
る
緑
は
、
彼
を
引
き
継
い
で
い
る
の
だ
。

　

同
様
に
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
と
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
は
ど
ち
ら
も
「
女

ら
し
さ
」「
男
ら
し
さ
」
か
ら
の
解
放
を
目
指
す
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
。
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
と
も
言
わ
れ
る
、

ぐ
る
ー
ぷ
・
闘
う
お
ん
な）

11
（

の
「
便
所
か
ら
の
解
放
」
は
、男
性
に
と
っ

て
の
女
性
が
、
優
し
さ
の
象
徴
と
し
て
の
〈
母
〉
か
性
欲
処
理
機
と

し
て
の
〈
便
所
〉
で
し
か
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
性
欲

処
理
機
と
し
て
の
〈
便
所
〉
に
排
出
さ
れ
て
い
る
男
性
の
性
は
、〈
汚

物
〉
な
の
だ
と
高
ら
か
に
言
い
放
つ
。
ぐ
る
ー
ぷ
・
闘
う
お
ん
な
は
、

女
性
の
性
を
抑
圧
す
る
男
性
も
ま
た
、
男
性
自
ら
の
性
に
抑
圧
さ
れ

て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
が
目
指

す
〈
便
所
か
ら
の
解
放
〉
と
は
、
男
性
に
よ
る
抑
圧
か
ら
女
性
だ
け

で
な
く
、
男
性
ま
で
も
解
放
す
る
こ
と
を
含
む
の
だ
。
し
か
し
、
社

会
が
男
性
中
心
で
あ
る
以
上
、
周
縁
に
位
置
付
け
ら
れ
た
女
性
だ
け

で
男
性
中
心
主
義
社
会
を
解
体
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
を
受

け
、
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
は
社
会
の
中
心
部
か
ら
の
解
体
を
目
指
し
た
。

つ
ま
り
、
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
は
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
が
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
引
き
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

メ
ン
ズ
・
リ
ブ
の
一
歩
手
前
に
位
置
す
る
突
撃
隊
の
問
題
意
識
が

緑
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
と
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
が
男
性
を

「
男
ら
し
さ
」
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
ま
で
射
程
を
持
っ
て
い
る
こ

と
。
突
撃
隊
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
緑
が
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ

と
と
、
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
が
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
問
題
提
起
を
受
け
て

興
っ
た
こ
と
。
テ
ク
ス
ト
内
世
界
と
現
実
社
会
の
動
き
が
類
似
し
て

い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
突
撃
隊
の
未
来
は
緑
に
よ
っ
て
切
り
拓

か
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ウ
ー
マ
ン
・

リ
ブ
に
よ
っ
て「
女
ら
し
さ
」「
男
ら
し
さ
」か
ら
の
解
放
が
謳
わ
れ
、

そ
れ
が
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
に
ま
で
引
き
継
が
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
突
撃
隊
が
「
男
ら
し
さ
」
を
巡
る
競
い
合
い
の
中
で
標
的
に
さ

れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
、
手
記
を
書
く
一
九
八
六
年
の
ワ
タ
ナ
ベ
も
気
付
い

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
的
な
緑
を
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
の

一
歩
手
前
に
位
置
す
る
突
撃
隊
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
登
場
さ

せ
た
の
だ
ろ
う
。
一
九
八
六
年
と
は
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
が
興
っ
て

十
年
以
上
経
ち
、
数
年
後
に
は
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
が
生
ま
れ
よ
う
と
し

て
い
る
時
代
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
に

よ
っ
て
女
性
が
「
女
ら
し
さ
」
に
、
男
性
が
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
露
呈
し
、「
女
ら
し
さ
」「
男
ら
し
さ
」
が
問
い
直

さ
れ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
生
き
る
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
男

性
と
し
て
の
自
分
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

彼
は
そ
こ
で
、
か
つ
て
の
自
分
が
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
自
覚
し
た）

11
（

。
彼
も
ま
た
、
男
性
共
同
体
に
お
け
る
自
ら
の
居
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場
所
を
確
保
す
る
た
め
闘
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
ワ
タ
ナ
ベ
は
「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴
た
る
永
沢
と
親
し

く
し
て
い
た
。
彼
は
『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
イ
』
を
好
む
と
い
う

共
通
点
を
持
っ
た
友
人
と
し
て
で
は
な
く
、「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴

で
あ
る
男
性
と
し
て
の
永
沢
と
付
き
合
う
こ
と
を
選
ぶ）

11
（

。
こ
れ
は
、

永
沢
の
恩
恵
を
受
け
る
と
男
性
共
同
体
内
で
優
位
に
立
て
る
た
め
で

あ
ろ
う
。
ワ
タ
ナ
ベ
は
、「
男
ら
し
さ
」
を
巡
る
競
い
合
い
を
制
す

る
た
め
に
永
沢
を
い
わ
ば
利
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、寮
生
た
ち
に
《
突
撃
隊
ジ
ョ
ー
ク
》
を
提
供
し
て
い
た
。

彼
は
、
突
撃
隊
を
《
笑
い
話
の
た
ね
に
す
る
の
は
あ
ま
り
気
持
の
良

い
も
の
で
は
》
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、《
み
ん
な
に
突
撃
隊
の
話
を

提
供
し
つ
づ
け
る
こ
と
》
を
止
め
な
い
。《
あ
ま
り
裕
福
と
は
い
え

な
い
家
庭
の
い
さ
さ
か
真
面
目
す
ぎ
る
三
男
坊
に
す
ぎ
》
な
い
、
た

だ
地
図
を
作
る
こ
と
だ
け
を
夢
見
る
突
撃
隊
を
誰
が
《
笑
い
も
の
に

で
き
る
だ
ろ
う
》
と
彼
は
自
問
自
答
し
な
が
ら
も
、
嘘
を
つ
い
て
ま

で
し
て
突
撃
隊
を
笑
い
の
対
象
に
仕
立
て
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
突
撃

隊
を
標
的
に
す
る
と
男
性
共
同
体
内
で
の
自
ら
の
居
場
所
を
守
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
突
撃
隊
を
も
利
用
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

彼
が
こ
う
ま
で
す
る
の
は
、
突
撃
隊
に
共
感
で
き
て
し
ま
う
部
分

が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い）

11
（

。
ワ
タ
ナ
ベ
に
は
突
撃
隊
同
様
、
綺
麗

好
き
の
気
が
あ
る）

11
（

。
ま
た
、
性
的
身
体
と
し
て
の
女
性
に
関
心
を
示

さ
な
い
と
い
う
共
通
点
も
あ
る）

11
（

。
つ
ま
り
、
ワ
タ
ナ
ベ
も
ま
た
寮
内

に
お
け
る
「
男
ら
し
さ
」
の
基
準
か
ら
か
け
離
れ
た
存
在
な
の
で
あ

る
。
ワ
タ
ナ
ベ
に
も
男
性
共
同
体
に
お
け
る
笑
い
の
対
象
に
な
る
可

能
性
が
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
突
撃
隊
や
ワ
タ
ナ
ベ
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴
た
る
永
沢
以
外
は

皆
、
男
性
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
得
る
。
そ
し
て
、
誰
も
が
そ
れ
を

自
覚
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
突
撃
隊
を
排
除
の
標
的
に
し
よ
う

と
い
う
共
通
認
識
が
寮
生
た
ち
に
生
じ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
突
撃
隊

は
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
男
性
共
同
体
か
ら

排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
男
ら
し
さ
」
に
よ
っ
て
淘
汰
さ
れ
た
突

撃
隊
。
彼
は
、
姿
を
消
し
た
と
い
う
よ
り
も
姿
を
消
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　

一
九
八
六
年
の
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
こ
の
突
撃
隊
へ
の
加
害
性
を
自
覚

し
た
。
そ
し
て
、
深
く
傷
付
い
た
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
か
つ
て
学
生

寮
を
退
寮
し
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
以
前
の
ワ
タ
ナ
ベ
は
、「
男
ら

し
さ
」
を
巡
る
競
い
合
い
の
中
で
生
き
残
る
べ
く
、
突
撃
隊
を
含
む

他
の
男
性
た
ち
を
蹴
落
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、
彼
は
男
性
共
同
体

を
脱
す
る
こ
と
で
、
常
に
抱
え
て
い
た
排
除
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
他
の
男
性
た
ち
は
、「
男
ら
し
さ
」
を
巡
る
闘
い
の

中
で
、
傷
付
き
、
苦
し
み
、
淘
汰
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ワ
タ
ナ
ベ
は
彼
ら
を
見
捨
て
て
自
分
だ
け
自
由
に
な
っ
た
の
だ
。
退

寮
後
に
彼
が
手
に
し
た
も
の
と
は
、
彼
ら
の
犠
牲
に
よ
っ
て
得
た
自

由
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
六
年
の
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
か
つ
て
の
自
分
が
「
男
ら
し
さ
」
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に
縛
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
に
よ
っ
て
自
覚
し
た
。

そ
し
て
、そ
の
こ
と
に
つ
い
て
省
察
す
る
中
で
か
つ
て
の
自
分
が「
男

ら
し
さ
」
を
巡
る
闘
い
の
中
で
他
の
男
性
た
ち
を
蹴
落
と
し
て
き
た

こ
と
、
そ
の
犠
牲
に
よ
っ
て
自
由
を
獲
得
し
た
こ
と
を
、
突
撃
隊
に

よ
っ
て
自
覚
し
た
。
突
撃
隊
と
は
、
一
九
八
六
年
の
ワ
タ
ナ
ベ
に
自

ら
の
罪
を
自
覚
さ
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る）

11
（

。
ワ
タ
ナ
ベ
の
中
に
は
、

何
か
し
ら
の
引
っ
掛
か
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼

は
一
八
年
経
っ
て
も
な
お
突
撃
隊
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

ワ
タ
ナ
ベ
は
自
ら
の
罪
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

他
に
も
何
か
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
罪
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
《
い
ち
ば
ん
肝
心
な
部
分
の
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
》
か

も
し
れ
な
い
こ
と
に
怯
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ワ
タ
ナ
ベ
は
、
ま

だ
僅
か
に
記
憶
が
残
っ
て
い
る
今
、
過
去
の
人
物
た
ち
と
過
去
の
自

分
と
の
関
係
を
必
死
に
思
い
出
し
な
が
ら
書
き
残
そ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。
彼
は
自
ら
の
罪
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
れ
を
未
来
の
自
分

に
引
き
継
ぐ
た
め
に
手
記
を
書
き
残
す
。
彼
は
ま
さ
に
《
直
子
と
の

約
束
》
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、
直
子
の
こ

と
ま
で
も
「
女
ら
し
さ
」
に
縛
っ
て
い
た
の
だ
か
ら）

11
（

。

　

ワ
タ
ナ
ベ
は
、「
男
ら
し
さ
」
を
巡
る
闘
い
の
中
で
、
多
く
の
男

性
た
ち
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
深
く

傷
付
く
。
男
性
中
心
主
義
に
よ
る
支
配
が
未
だ
根
強
い
一
九
八
六
年

に
、
こ
の
罪
と
向
き
合
い
、
男
性
中
心
主
義
的
な
自
分
を
批
判
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
深
く
傷
付
く
。
そ
れ
で
も
ワ
タ
ナ
ベ
は
、

ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
導
き
に
よ
っ
て
自
覚
し
た
自
ら
の
罪
を
必
死
に

語
る
こ
と
で
、
過
去
を
未
来
に
引
き
継
ご
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
書
か
れ
た
手
記
は
、ま
さ
に
村
上
春
樹）

1（
（

が
描
こ
う
と
し
た〈
カ

ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
話
〉
で
も
あ
り
、〈
カ
ジ
ュ
ア
ル

テ
ィ
ー
ズ
の
あ
と
に
残
っ
て
存
続
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
〉

人
の
話
で
も
あ
る
の
だ）

11
（

。

注（
1
）　 

村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
（
上
）』、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
（
下
）』

講
談
社
、
一
九
八
七
年
九
月

（
2
）　 

ワ
タ
ナ
ベ
は
、
学
生
寮
の
中
で
《
親
し
く
つ
き
あ
っ
て
い
る
》
人
物

に
永
沢
の
名
だ
け
を
挙
げ
る
。 

ワ
タ
ナ
ベ
に
と
っ
て
突
撃
隊
と
は
、

単
な
る
ル
ー
ム
メ
イ
ト
に
他
な
ら
な
い
よ
う
だ
。

（
3
）　 

突
撃
隊
は
ワ
タ
ナ
ベ
に
と
っ
て
特
別
親
し
い
人
物
で
は
な
い
。
つ
ま

り
、
突
撃
隊
は
一
見
、
ワ
タ
ナ
ベ
に
と
っ
て
も
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

も
特
別
な
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
一

見
、
特
別
な
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
「
武
蔵
野
」
に
着
目

し
た
も
の
と
し
て
、「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
〈
武
蔵
野
〉」（『
武

蔵
野
文
学
館
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
が
あ
る
。
事
実
、

テ
ク
ス
ト
に
は「
武
蔵
野
」と
い
う
単
語
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、「
武

蔵
野
」
は
ワ
タ
ナ
ベ
に
と
っ
て
特
別
思
い
入
れ
の
あ
る
場
所
と
し
て
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直
接
的
に
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
高
木
は
、
テ
ク
ス
ト

の
空
間
描
写
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
「
武
蔵
野
」
の
面
影
を
見
て
取

る
こ
と
で
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
に
新
し
い
視
点
を
提
供
し
て

い
る
。

（
4
）　 

突
撃
隊
に
つ
い
て
言
及
す
る
数
少
な
い
先
行
研
究
に
、
ま
ず
今
井
清

人
「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』―
―
回
想
さ
れ
る
〈
恋
愛
〉、
も
し
く
は
死

―
―
」（
栗
坪
良
樹
・
柘
植
光
彦
編
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
03
』 

若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
八
月
【
初
出
：『
文
研
論
集
』、
一
九
八
九

年
一
〇
月
】）、
遠
藤
伸
治
「
村
上
春
樹
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
論
」

（『
近
代
文
学
試
論
』
第
二
九
号
、
一
九
九
一
年
一
二
月
）
が
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
ワ
タ
ナ
ベ
を
論
じ
る
た
め
に
突
撃
隊
を
用
い
て

い
る
に
過
ぎ
ず
、
突
撃
隊
自
体
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次

に
、
突
撃
隊
が
姿
を
消
し
た
理
由
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
も
の
に
、

堀
口
真
利
子
「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』―
―
父
を
め
ぐ
る
緑
の
病
」（
酒

井
英
行
・
堀
口
真
利
子
編
『
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
研
究
』

沖
積
社
、
二
〇
一
一
年
九
月
）、
半
田
淳
子
『
村
上
春
樹
、
夏
目
漱

石
と
出
会
う
―
―
日
本
の
モ
ダ
ン
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』（
若
草
書
房
、

二
〇
〇
七
年
四
月
【
初
出
：『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』、
二
〇
〇
四
年

二
月
】）、
加
藤
典
洋
『
村
上
春
樹
は
、
む
ず
か
し
い
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
五
年
一
二
月
）、
酒
井
英
行
「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
へ
の
一

視
点
―
―
突
撃
隊
と
永
沢
さ
ん
―
―
」（
酒
井
英
行
・
堀
口
真
利
子

編
『
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
研
究
』
沖
積
社
、
二
〇
一

一
年
九
月
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
根
拠
が
不
十
分
で
あ
り
、

か
つ
、
突
撃
隊
の
退
場
を
本
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
と

捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
5
）　 

上
野
千
鶴
子
・
小
倉
千
加
子
・
富
岡
多
恵
子
『
男
流
文
学
論
』
筑
摩

書
房
、
一
九
九
二
年
一
月

（
6
）　 

ワ
タ
ナ
ベ
の
語
り
を
批
判
す
る
も
の
に
、
太
田
鈴
子
「
女
性
を
モ
ノ

化
す
る
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
の
物
語
―
―
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ

の
森
』―
―
」（『
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
所
紀
要
』第
二
四
号
、

一
九
九
九
年
七
月
）、
佐
藤
泉
「
上
野
千
鶴
子
と
村
上
春
樹
は
と
も

に
リ
ブ
を
相
続
し
… 

―
―『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
二
重
言
語
」（
柘

植
光
彦
編
『
解
釈
と
鑑
賞 

別
冊　

村
上
春
樹　

テ
ー
マ
・
装
置
・
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
年
一
月
）
が
あ
る
。
女
性
か
ら

始
ま
っ
た
本
テ
ク
ス
ト
へ
の
批
判
は
、
村
上
春
樹
作
品
全
体
を
批
判

す
る
小
谷
野
敦
『
反
＝
文
藝
評
論
―
―
文
壇
を
遠
く
離
れ
て
』（
新
曜

社
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）、
小
森
陽
一
「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
お

け
る
女
性
嫌
悪
」『
台
湾
日
本
語
文
學
報
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
二

年
一
二
月
（
初
出
：「
二
〇
一
二
第
一
屆
村
上
春
樹
国
際
学
術
討
論
会
」

講
演
予
稿
、
二
〇
一
二
年
六
月
）
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

（
7
）　 

一
方
、
本
テ
ク
ス
ト
を
男
性
中
心
主
義
的
で
は
な
い
と
捉
え
る
も
の

に
、
水
田
宗
子
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ロ
ス
ト
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
た
ち
」

（『
村
上
春
樹
が
わ
か
る
。（
ア
エ
ラ
ム
ッ
ク
75
）』
朝
日
新
聞
社
、
二

〇
〇
一
年
一
二
月
）、
三
枝
和
子
「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
『
た
け

く
ら
べ
』」（
栗
坪
良
樹
・
柘
植
光
彦
編
『
村
上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
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03
』
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
八
月
【
初
出
：『
ユ
リ
イ
カ
』、
一
九

九
〇
年
九
月
】)

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
突
撃
隊

は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
8
）　 
村
上
春
樹
「「
自
作
を
語
る
」100

パ
ー
セ
ン
ト
・
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の

挑
戦
」（『
村
上
春
樹
全
作
品1979

～1989

⑥
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』

講
談
社
、
一
九
九
一
年
三
月
）

（
9
）　 

緑
と
突
撃
隊
の
入
れ
替
わ
り
に
注
目
す
る
も
の
と
し
て
、
山
﨑
眞
紀

子
「
直
子
の
乾
い
た
声
―
―
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
、

『
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
』
と
と
も
に
。」（『
札
幌
大
学
総
合
叢
書
』

第
二
九
号
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）
が
あ
る
。

（
10
）　 

緑
を
「
女
ら
し
さ
」
の
観
点
か
ら
論
じ
る
も
の
に
、
酒
井
英
行
「
村

上
春
樹
・『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
（
Ⅱ
）」（『
人
文
論
集
』
第
五
四

巻
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）、
佐
藤
前
掲
論
（
注
６
）、
堀
口
真

利
子
「
村
上
春
樹
・
江
國
香
織
小
説
研
究
―
―
親
密
性
を
め
ぐ
っ
て
」

（
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、二
〇
一
四
年
三
月
、博
士
論
文
）

が
あ
る
。
佐
藤
は
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
と
緑
と
の
関
連
性
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
酒
井
、
堀
口
は
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の

両
者
を
併
用
し
て
緑
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
は
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
な
運
動
と

し
て
捉
え
て
い
る
か
立
場
を
明
確
に
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
不
十

分
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
上
野
千
鶴
子
「
日
本
の
リ
ブ

―
―
そ
の
思
想
と
背
景
」（
井
上
輝
子
・
上
野
千
鶴
子
・
江
原
由
美
子

編
『
リ
ブ
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
：
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
①
』
岩
波
書

店
、
一
九
九
四
年
一
一
月
）
に
よ
る
と
両
者
は
時
期
に
よ
っ
て
呼
称

が
異
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
内
時
間
に
合
わ
せ
て
、ウ
ー

マ
ン
・
リ
ブ
と
い
う
呼
称
に
統
一
す
る
。

（
11
）　 

萩
野
美
穂
『
女
の
か
ら
だ
―
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
以
後
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
三
月
）
は
、
学
園
闘
争
が
急
速
に
退
潮
に
向
か
っ
た
一

九
六
九
年
頃
、〈
そ
れ
ま
で
学
園
闘
争
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
な

ど
に
参
加
し
た
り
共
感
し
た
り
し
て
い
た
若
い
世
代
の
女
た
ち
の
間

で
、
反
体
制
運
動
の
な
か
に
も
強
固
に
存
在
す
る
「
男
ら
し
さ
」
幻

想
や
女
性
差
別
に
幻
滅
し
、
女
独
自
の
運
動
の
方
向
性
を
模
索
す
る

動
き
が
生
じ
〉
た
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
個
別
の
動
き
が

互
い
に
繋
が
り
始
め
た
一
九
七
〇
年
に
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
は
誕
生
し

た
と
紹
介
す
る
。
ま
た
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、

女
性
が
自
ら
の
性
や
身
体
に
つ
い
て
率
直
に
語
る
こ
と
を
挙
げ
る
。

他
方
、
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
運
動
に
参
加
し
て
い
た
過
去
を
持
つ
井
上

輝
子
は
、
秋
山
洋
子
と
池
田
祥
子
と
の
座
談
会
「
座
談
会
・
東
大
闘

争
か
ら
リ
ブ
、
そ
し
て
女
性
学
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」（
女
た
ち
の
現

在
を
問
う
会
編
『
全
共
闘
か
ら
リ
ブ
へ
―
―
銃
後
史
ノ
ー
ト
戦
後
篇
』

イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
一
九
九
六
年
七
月
）
に
お
い
て
、
ウ
ー
マ
ン
・

リ
ブ
と
は
女
性
が
自
身
の
欲
望
に
素
直
に
な
る
こ
と
を
肯
定
し
、
女

性
の
欲
望
が
男
性
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
違

和
感
を
持
つ
こ
と
も
肯
定
し
、
そ
し
て
男
性
に
よ
る
意
味
付
け
の
中

に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
女
性
の
欲
望
を
取
り
返
す
こ
と
ま
で
目

指
す
運
動
で
あ
る
と
語
る
。
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（
12
）　 

ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
運
動
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
田
中
美
津
『
い
の

ち
の
女
た
ち
へ 

―
― 

と
り
乱
し
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
論
（
増
補
新
装

版
）』（
パ
ン
ド
ラ
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
）
は
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
を

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

リ
ブ
を
運
動
化
し
て
間
も
な
い
頃
、
そ
れ
ま
で
あ
ぐ
ら
を
か
い

て
い
た
く
せ
に
、
好
き
な
男
が
入
っ
て
く
る
気
配
を
察
し
て
、

そ
れ
を
正
座
に
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
ぐ
ら
革

命
的
、
正
座
反
動
的
み
た
い
な
偏
見
か
ら
己
れ
を
嘆
く
訳
で
は

な
い
が
、
し
か
し
、
楽
で
か
い
て
い
た
あ
ぐ
ら
を
正
座
に
変
え

て
し
ま
っ
た
裏
に
は
、
男
か
ら
、
女
ら
し
い
と
想
わ
れ
た
い
あ

た
し
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
い
た
の
だ
。
そ
の
時
、
も
し
、
意
識
的

に
あ
ぐ
ら
か
、
正
座
か
を
己
れ
に
問
え
ば
、
あ
ぐ
ら
の
ま
ま
で

い
い
と
答
え
る
あ
た
し
が
い
た
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
は
本
音

で
は
な
い
。
そ
の
時
の
あ
た
し
の
本
音
と
は
、
あ
ぐ
ら
を
正
座

に
変
え
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
と
り
乱
し
の
中
に
あ
る
。（
中
略
）

あ
た
し
た
ち
の
本
音
の
、
そ
の
大
部
分
は
無
意
識
の
中
に
隠
れ

て
い
て
、
し
か
も
人
間
は
無
意
識
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
云
っ

て
も
い
い
位
な
の
だ
。
女
の
場
合
、
そ
の
無
意
識
を
形
づ
く
っ

て
い
る
核
心
に
、
女
は
女
ら
し
く
が
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
女
は

女
ら
し
く
〉
と
い
う
論
理
は
、
本
来
た
て
ま
え
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
た
て
ま
え
は
女
の
中
に
深
く
血
肉
化
さ
れ
て

い
て
〈
無
意
識
〉
と
い
う
意
識
を
形
づ
く
る
ま
で
に
な
っ
て
い

る
の
だ
。
あ
ぐ
ら
か
ら
正
座
に
変
え
た
、
そ
の
と
り
乱
し
の
中

に
あ
る
あ
た
し
の
本
音
と
は
〈
女
ら
し
さ
〉
を
否
定
す
る
あ
た

し
と
、
男
は
女
ら
し
い
女
が
好
き
な
の
だ
、
と
い
う
そ
の
昔
叩

き
込
ま
れ
た
思
い
込
み
が
消
し
が
た
く
あ
る
あ
た
し
の
、
そ
の

二
人
の
あ
た
し
が
つ
く
る
「
現
在
」
に
他
な
ら
な
い
。（
中
略
）

リ
ブ
は
常
に
ふ
た
つ
の
本
音
か
ら
出
発
す
る
。
そ
の
間
の
と
り

乱
し
か
ら
出
発
す
る
。

つ
ま
り
、緑
は
ワ
タ
ナ
ベ
に
想
い
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
「
女

ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
な
い
女
性
か
ら
「
女
ら
し
さ
」
を
体
現
す
る
女

性
に
自
ら
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
論
じ
る
、
半
田
前
掲
論
（
注

４
）、
堀
口
前
掲
論
（
注
４
、
10
）、
太
田
前
掲
論
（
注
６
）、
酒
井

前
掲
論
（
注
10
）、
渥
美
孝
子
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
―
―
空
白
を
残

し
た
ま
ま
の
成
長
物
語
」（『
村
上
春
樹
が
わ
か
る
。』
朝
日
新
聞
社
、

二
〇
〇
一
年
一
二
月
）
は
、〈
ふ
た
つ
の
本
音
か
ら
出
発
す
る
〉
と

い
う
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
見
落
と
し
て
い
る
と

い
う
点
で
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
13
）　 

事
実
、
緑
は
繰
り
返
し
男
性
が
抱
く
女
性
幻
想
に
異
議
を
唱
え
る
。

《
髪
の
長
い
女
の
子
》
は
《
上
品
で
心
や
さ
し
く
て
女
ら
し
い
》
と

思
い
込
み
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
女
性
を
評
価
す
る
男
性
を
《
ま
る
で

フ
ァ
シ
ス
ト
》
だ
と
批
判
す
る
。
タ
ン
ポ
ン
の
話
を
し
た
り
、
白
以

外
の
下
着
を
身
に
付
け
た
り
す
る
と
怒
る
交
際
相
手
の
こ
と
を
《
偏

狭
》
だ
と
評
す
る
。
女
性
だ
け
に
食
事
の
準
備
を
担
わ
せ
る
サ
ー
ク

ル
の
男
性
た
ち
の
行
為
を
《
完
全
な
性
差
別
》
で
あ
る
と
非
難
す
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
何
の
疑
問
も
抱
か
な
い
男
性
た
ち
に
憤
り
、
サ
ー
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ク
ル
を
自
ら
辞
め
る
と
い
う
決
断
ま
で
し
て
い
る
。

（
14
）　 

事
実
、
緑
は
ワ
タ
ナ
ベ
に
《
あ
な
た
が
こ
う
し
ろ
っ
て
言
え
ば
私
な

ん
だ
っ
て
す
る
わ
よ
。
私
多
少
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
と
こ
ろ
あ
る
け
ど

正
直
で
い
い
子
だ
し
、
よ
く
働
く
し
、
顔
だ
っ
て
け
っ
こ
う
可
愛
い

し
、
お
っ
ぱ
い
だ
っ
て
良
い
か
た
ち
し
て
い
る
し
、
料
理
も
う
ま
い

し
、
お
父
さ
ん
の
遺
産
だ
っ
て
信
託
預
金
に
し
て
あ
る
し
、
大
安
売

り
だ
と
思
わ
な
い
？
》
と
語
る
。

（
15
）　 

谷
本
奈
穂
『
恋
愛
の
社
会
学
―
―「
遊
び
」
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・

ラ
ブ
の
変
容
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）
に
よ
る
。
谷
本
は
、

若
者
向
け
雑
誌
記
事
を
中
心
と
し
た
メ
デ
ィ
ア
分
析
を
通
し
て
恋
愛

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
対
象
年
齢
層
が
一
五
歳
か
ら

二
五
歳
の
女
性
誌
、
男
性
誌
を
そ
れ
ぞ
れ
三
冊
ず
つ
選
択
し
、
次
に

同
雑
誌
の
恋
愛
記
事
を
一
九
七
〇
年
代
、
一
九
九
〇
年
代
、
二
〇
〇

〇
年
代
で
比
較
し
分
析
す
る
と
い
う
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
こ

で
一
九
七
〇
年
代
の
恋
愛
記
事
を
分
析
す
る
中
で
、
男
性
が
女
性
に

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際
の
記
事
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
逆
は
見
ら

れ
な
い
と
い
う
事
実
を
谷
本
は
発
見
す
る
。
一
方
、
一
九
九
〇
年
代
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
女
性
か
ら
男
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
記
事
は

多
く
な
る
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
恋
愛
記
事
で
指
南
さ

れ
る
女
性
か
ら
男
性
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
と
い
う
の
は
、〈
好
意
〉

の
〈
に
お
わ
せ
〉
方
や
〈
隙
や
き
っ
か
け
〉
の
作
り
方
と
い
っ
た
、〈
相

手
が
告
白
し
て
く
れ
る
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
〉
す
る
方
法
に
他
な
ら

な
い
。
ま
た
、〈
男
性
に
尽
く
す
と
い
う
方
法
も
ま
だ
支
持
さ
れ
て

い
る
〉。
つ
ま
り
、
主
導
権
は
変
わ
ら
ず
男
性
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
16
）　 

吉
本
隆
明
「
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』」『
新
・
書
物
の
解
体

学
』
メ
タ
ロ
ー
グ
、
一
九
九
二
年
九
月
【
初
出
：『
マ
リ
・
ク
レ
ー
ル
』、

一
九
八
七
年
一
二
月
】　

（
17
）　 

西
井
開
『「
非
モ
テ
」
か
ら
は
じ
め
る
男
性
学
』
集
英
社
、
二
〇
二

一
年
七
月

（
18
）　 

緑
と
同
様
に
、
突
撃
隊
は
現
実
社
会
に
お
け
る
「
男
ら
し
さ
」
か
ら

も
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
一
九
六
九
年
に
毎
日
新
聞
が
行
っ
た
「
生
活

の
価
値
観
」
全
国
世
論
調
査
（「
生
活
の
価
値
観
調
査
（
面
接
／
無

作
為
）
一
九
六
九
年
一
一
月
二
三
日
～
二
五
日
」
毎
日
新
聞
、
一
九

七
〇
年
一
月
三
〇
日
、
朝
刊
）
で
は
、「
や
さ
し
さ
」、「
細
や
か
さ
」、

「
積
極
性
」、「
た
く
ま
し
さ
」、「
情
熱
」、「
沈
着
」、「
勇
気
」、「
温

か
さ
」、「
つ
つ
ま
し
さ
」、「
寛
大
」
と
い
う
言
葉
の
中
か
ら
、「
男

ら
し
さ
」
と
思
う
も
の
、「
女
ら
し
さ
」
と
思
う
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

選
ん
で
も
ら
う
（
複
数
回
答
可
）
と
い
う
質
問
項
目
が
用
意
さ
れ
て

い
る
。「
男
ら
し
さ
」
に
関
す
る
結
果
は
、「
勇
気
」
が
八
〇
％
と
最

も
多
く
、次
い
で
「
た
く
ま
し
さ
」、「
積
極
性
」、「
寛
大
」。
一
方
、「
女

ら
し
さ
」
に
関
し
て
は
「
や
さ
し
さ
」
が
八
八
％
と
最
も
多
く
、
次

い
で
「
温
か
さ
」、「
つ
つ
ま
し
さ
」、「
細
や
か
さ
」
が
選
ば
れ
て
い
る
。

ど
ち
ら
も
男
女
の
回
答
率
に
差
異
が
な
い
こ
と
か
ら
、
男
女
共
通
の

認
識
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
調
査
で
回
答
選
択
肢
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
は
定
義
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
例
え
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ば
「
た
く
ま
し
さ
」
と
い
っ
て
も
肉
体
的
に
た
く
ま
し
い
の
か
、
精

神
的
に
た
く
ま
し
い
の
か
、
何
を
も
っ
て
た
く
ま
し
い
と
す
る
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
を
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど

広
く
意
味
を
取
っ
た
と
し
て
も
、
突
撃
隊
に
「
勇
気
」、「
た
く
ま
し

さ
」、「
積
極
性
」、「
寛
大
」
の
要
素
は
見
出
せ
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

寮
の
庭
に
い
た
蛍
を
わ
ざ
わ
ざ
捕
ま
え
て
、
そ
れ
を
《
き
っ
と
喜
ぶ

か
ら
》《
女
の
子
に
あ
げ
る
と
い
い
よ
》
と
ワ
タ
ナ
ベ
に
贈
る
突
撃

隊
の
姿
に
、「
細
や
か
さ
」、「
や
さ
し
さ
」、「
温
か
さ
」
の
要
素
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
突
撃
隊
は
一
九
六
九
年
頃
の

現
実
社
会
に
お
い
て
も「
男
ら
し
さ
」か
ら
疎
外
さ
れ
た
男
性
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）　 

伊
藤
公
雄
『
男
性
学
入
門
』（
作
品
社
、
一
九
九
六
年
八
月
）
は
、

一
九
九
〇
年
に
「
男
ら
し
さ
を
問
う
」
と
題
し
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
女
性
問
題
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
男
性
の
売
春
問
題
等
に
関

わ
っ
て
き
た
男
性
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
、
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
〈
男
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
男
性
社
会
の
中
で
男
ら

し
さ
の
鎧
に
縛
ら
れ
、
窮
屈
な
思
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
〉、

〈
男
た
ち
は
、
男
の
〝
メ
ン
ツ
意
識
〟
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
、

自
分
の
感
情
を
う
ま
く
表
現
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
〉、〈〝
男
の

解
放
〟
が
こ
れ
か
ら
は
問
題
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
〉
と
語
ら
れ
た

こ
と
が
契
機
と
な
り
、
日
本
で
初
め
て
の
男
性
運
動
グ
ル
ー
プ
で
あ

る
「
メ
ン
ズ
リ
ブ
研
究
会
」
が
一
九
九
一
年
四
月
に
発
足
し
た
と
紹

介
す
る
。
ま
た
、
伊
藤
公
雄
『〈
男
ら
し
さ
〉
の
ゆ
く
え
―
―
男
性
文

化
の
文
化
社
会
学
』（
新
曜
社
、一
九
九
三
年
九
月
）
は
、〈「
ひ
と
つ
」〉

を
目
指
す
近
代
社
会
に
よ
っ
て
「
男
」
は
支
配
的
、
主
体
的
、
中
心

的
な
存
在
と
し
て
社
会
的
に
固
定
化
さ
れ
、
一
方
「
女
」
は
周
縁
的

な
存
在
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
、人
間
が
「
男

ら
し
さ
」や「
女
ら
し
さ
」に
よ
る
抑
圧
か
ら
自
由
に
な
る
た
め
に
は
、

〈「
ひ
と
つ
」〉
で
は
な
く
多
様
性
や
複
数
性
を
志
向
す
る
必
要
が
あ

る
と
指
摘
す
る
。

（
20
）　 

突
撃
隊
が
右
翼
学
生
ら
し
か
ら
ぬ
格
好
を
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
こ

と
を
「
男
ら
し
さ
」
を
引
き
受
け
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能

だ
ろ
う
。
突
撃
隊
は
何
を
し
て
も
笑
わ
れ
る
環
境
に
い
る
の
だ
。
そ

こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
「
男
ら
し
さ
」
を
身
に
付
け
た
が
っ
て
い
る

と
推
論
す
る
の
は
誤
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
揺
れ
動

い
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
メ
ン
ズ
・
リ

ブ
的
男
性
に
な
る
可
能
性
が
残
さ
れ
る
の
だ
。

（
21
）　 

突
撃
隊
と
〈「
非
モ
テ
」
男
性
〉
に
類
似
性
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

「
非
モ
テ
」
を
探
求
す
る
た
め
の
グ
ル
ー
プ
、Re-design For M

en 

が
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
の
活
動
を
受
け
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

突
撃
隊
が
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
的
な
男
性
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
た
存
在

で
あ
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
指
摘
に
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

（
22
）　 
ぐ
る
ー
ぷ
・
闘
う
お
ん
な
「
便
所
か
ら
の
解
放
」（
井
上
輝
子
・
上

野
千
鶴
子
・
江
原
由
美
子
編
『
リ
ブ
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
（
日
本
の
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
1
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
一
一
月
【
初
出
：
一
九

七
〇
年
】）
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（
23
）　 

し
か
し
、
こ
れ
は
自
覚
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
メ
ン
ズ
・
リ
ブ
が

興
る
以
前
の
一
九
八
六
年
は
、
未
だ
男
性
中
心
主
義
に
よ
る
支
配
が

根
強
か
っ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
自
覚
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
、
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
故
に
、
こ
の

手
記
は
一
九
八
六
年
と
い
う
「
現
在
」
に
戻
る
こ
と
な
く
、「
過
去
」

の
ま
ま
幕
を
閉
じ
る
の
だ
。「
現
在
」
の
ワ
タ
ナ
ベ
に
と
っ
て
、
自

分
が
「
男
ら
し
さ
」
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
受
け
入
れ
難

い
か
ら
こ
そ
、
あ
く
ま
で
「
過
去
」
の
自
分
は
「
男
ら
し
さ
」
に
縛

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
立
場
を
貫
い
て
い
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
彼
は
男
性
中
心
主
義
的
な
自
分
と
男
性
中
心
主
義
に
批
判

的
な
自
分
の
間
で
《
混
乱
》
し
《
揺
り
動
か
》
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

（
24
）　 

彼
ら
が
友
人
に
な
っ
た
の
は
、『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
イ
』
を
好

む
と
い
う
共
通
点
か
ら
だ
っ
た
が
、
や
が
て
ガ
ー
ル
・
ハ
ン
ト
に
ば

か
り
繰
り
出
す
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
ワ
タ
ナ
ベ
は
男
性
共
同
体
内

で
誉
と
な
り
得
る
ほ
ど
の
女
性
経
験
数
を
獲
得
す
る
が
、
そ
の
殆
ど

は
永
沢
の
《
魔
力
》
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
ワ

タ
ナ
ベ
は
、「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
永
沢
に
対

し
て
、《
ち
っ
と
も
敬
服
も
感
心
も
し
な
か
っ
た
》
の
か
も
し
れ
な
い
。

永
沢
を
「
男
ら
し
さ
」
の
象
徴
た
ら
し
め
る
要
素
に
も
全
く
興
味
が

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
永
沢
が
持
つ
権
力
を
利
用

し
て
い
る
こ
と
は
揺
る
が
ぬ
事
実
で
あ
る
。

（
25
）　 

こ
れ
は
酒
井
前
掲
論
（
注
４
）
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ワ
タ
ナ
ベ
が
《
突
撃
隊
ジ
ョ
ー
ク
》
を
〈
寮
内
に
流
通
さ
せ
〉
た
こ

と
で
突
撃
隊
は
《
ひ
ど
く
混
乱
》
し
、〈（
多
分
、
大
学
を
中
退
し
）、

学
生
寮
か
ら
〉
姿
を
消
し
た
と
す
る
酒
井
の
論
は
、
な
ぜ
《
突
撃
隊

ジ
ョ
ー
ク
》を〈
寮
内
に
流
通
さ
せ
〉る
こ
と
が
突
撃
隊
の
自
我
を〈
混

乱
〉
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、な
ぜ
〈
自
我
が
混
乱
〉
す
る
と
〈
学

生
寮
か
ら
消
え
〉
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
明
確
に
し
て
い
な
い
と
い

う
点
で
不
十
分
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
26
）　 

ワ
タ
ナ
ベ
は
、
突
撃
隊
が
ル
ー
ム
メ
イ
ト
で
あ
る
こ
と
を
寮
生
た
ち

か
ら
同
情
さ
れ
た
際
に
、
突
撃
隊
は
《
こ
ち
ら
が
身
の
ま
わ
り
を
清

潔
に
し
て
い
る
限
り
》、《
一
切
干
渉
》
し
て
こ
な
い
か
ら
《
か
え
っ

て
楽
な
く
ら
い
》
だ
と
語
る
。
彼
は
突
撃
隊
と
過
ご
し
た
《
一
年
半

の
あ
い
だ
に
、
部
屋
を
清
潔
に
す
る
こ
と
》
が
《
習
性
の
一
部
》
に

な
っ
た
と
も
語
っ
て
い
る
が
、彼
は
本
来
、あ
る
程
度
は
自
分
の
《
身

の
ま
わ
り
を
清
潔
》
に
し
て
い
る
タ
イ
プ
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
突
撃
隊
と
の
暮
ら
し
は
苦
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
ま
た
、

彼
は
ア
イ
ロ
ン
が
け
を
好
む
。《
く
し
ゃ
く
し
ゃ
の
も
の
が
ま
っ
す

ぐ
に
な
る
の
っ
て
、
な
か
な
か
い
い
も
ん
で
す
よ
》
と
語
る
彼
か
ら

は
、
整
頓
さ
れ
た
状
態
を
好
む
突
撃
隊
と
似
た
も
の
を
感
じ
る
。

（
27
）　 

ワ
タ
ナ
ベ
も
ま
た
、
女
性
の
ヌ
ー
ド
写
真
に
関
心
を
示
さ
な
い
。
直

子
と
出
か
け
る
度
に
、《
ど
ん
な
体
位
で
や
っ
た
か
と
か
彼
女
の
あ

そ
こ
は
ど
ん
な
具
合
だ
っ
た
か
と
か
下
着
は
何
色
だ
っ
た
か
》
と
寮

生
に
冷
や
か
さ
れ
て
も
、
そ
の
話
題
に
興
味
を
示
す
こ
と
は
な
い
。

永
沢
と
ガ
ー
ル
・
ハ
ン
ト
に
何
度
も
赴
き
な
が
ら
も
実
際
の
と
こ
ろ
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は
、《
知
ら
な
い
女
の
子
と
寝
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
好
き
で
は
》
な
い

の
だ
と
語
っ
て
い
る
。

（
28
）　 
退
寮
直
前
の
ワ
タ
ナ
ベ
は
、《
夜
の
町
で
酒
を
飲
ん
で
、
適
当
な
女

の
子
を
探
し
て
、話
を
し
て
、ホ
テ
ル
に
行
っ
て
と
い
う
過
程
》が《
う

ん
ざ
り
》
す
る
の
だ
と
語
る
。
そ
し
て
、
永
沢
の
誘
い
を
断
る
よ
う

に
な
る
。
男
性
共
同
体
内
で
優
位
に
立
つ
べ
く
利
用
し
て
い
た
は
ず

の
永
沢
を
拒
絶
す
る
と
い
う
の
は
、
ワ
タ
ナ
ベ
が
男
性
共
同
体
に
執

着
し
な
く
な
っ
た
こ
と
の
表
れ
だ
ろ
う
。

（
29
）　 

男
性
を
縛
る
「
男
ら
し
さ
」
の
観
点
か
ら
本
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と

で
初
め
て
、
一
九
八
六
年
の
ワ
タ
ナ
ベ
に
突
撃
隊
が
与
え
る
意
味
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

（
30
）　 

ワ
タ
ナ
ベ
は
直
子
の
《
完
全
な
肉
体
》
を
見
て
以
来
、
直
子
の
こ
と

を
《
美
し
い
肉
体
》
と
し
て
形
容
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
彼

は
直
子
の
身
体
を
《
完
全
な
肉
体
》
と
意
味
付
け
、
彼
女
を
《
美
し

い
肉
体
》
を
持
つ
女
性
と
し
て
縛
っ
て
い
る
の
だ
。

（
31
）　  

村
上
前
掲
論
（
注
８
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

  

こ
の
話
は
基
本
的
に
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
（
う
ま
い
訳
語
を

持
た
な
い
。
戦
闘
員
の
減
損
と
で
も
言
う
の
か
）
に
つ
い
て
の

話
な
の
だ
。
そ
れ
は
僕
の
ま
わ
り
で
死
ん
で
い
っ
た
、
あ
る
い

は
失
わ
れ
て
い
っ
た
す
く
な
か
ら
ざ
る
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ

に
つ
い
て
の
話
で
あ
り
、
あ
る
い
は
僕
自
身
の
中
で
死
ん
で
失

わ
れ
て
い
っ
た
す
く
な
か
ら
ざ
る
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
に
つ

い
て
の
話
で
あ
る
。
僕
が
こ
こ
で
本
当
に
描
き
た
か
っ
た
の
は

恋
愛
の
姿
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
の

姿
で
あ
り
、
そ
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
の
あ
と
に
残
っ
て
存

続
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
々
の
、
あ
る
い
は
物
事
の

姿
で
あ
る
。成
長
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
れ
は
人
々
が
孤
独
に
戦
い
、
傷
つ
き
、
失
わ
れ
、
そ
し
て
に

も
か
か
わ
ら
ず
生
き
延
び
て
い
く
こ
と
な
の
だ
。

（
32
）　 

野
中
潤「『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』と
生
き
残
り
の
罪
障
感
」（
宇
佐
美
毅
・

千
田
洋
幸
編
『
村
上
春
樹
と
一
九
八
〇
年
代
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇

八
年
一
一
月
）
で
は
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
が
、
身
近
な
人
間
に

次
々
と
先
立
た
れ
、
一
人
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
ワ
タ
ナ
ベ
の
傷
付

き
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
村
上
前
掲
論
（
注
８
）

で
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
が
戦
闘
員
の
減
損
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
、
不
十
分
な
指
摘
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ

れ
は
闘
い
の
観
点
か
ら
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
男

ら
し
さ
」
を
巡
る
闘
い
の
観
点
か
ら
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
を
捉
え

る
こ
と
に
は
一
つ
の
意
義
が
あ
る
の
だ
。


