
【
要
旨
】

　

本
稿
は
、
赤
坂
真
理
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
を
対
象
に
、
二
〇
一
〇
年
前
後
に
お
け
る

戦
争
の
語
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
女
性
を
中
心
と
し
た
物
語
の
も
つ
問
題
に
つ
い
て
考

察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
後
七
〇
年
を
迎
え
る
こ
の
時
期
は
、
女
性
作
家
に

よ
る
女
性
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
戦
争
の
語
り
が
頻
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
近
年

戦
後
日
本
論
や
天
皇
制
論
を
め
ぐ
る
論
客
と
し
て
も
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
見
せ
て
い

る
赤
坂
は
、
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
、
赤
坂
の
描
く
戦
後
日

本
像
や
天
皇
像
に
対
し
、
主
に
二
つ
の
論
点
を
提
示
し
た
。
そ
の
二
点
と
は
、『
東
京

プ
リ
ズ
ン
』
に
お
け
る
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
舞
台
装
置
へ
の
疑
問
と
、
赤
坂
に
お

け
る
言
語
観
の
両
義
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
赤
坂
と
よ
り
「
内
へ
、
内
へ
」
と

向
か
っ
て
い
く
近
年
の
日
本
の
政
治
状
況
や
メ
デ
ィ
ア
状
況
と
の
親
和
性
を
指
摘
し
、

さ
ら
に
は
彼
女
が
そ
の
よ
う
に
書
か
ざ
る
を
得
な
い
理
由
と
は
何
か
と
い
う
、
表
層
的

な
批
判
を
超
え
た
、
内
在
的
批
評
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

戦
後
七
〇
年　
〈
女
性
〉
の
語
り　

赤
坂
真
理　
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』　
『
愛
と
暴
力
の

戦
後
と
そ
の
後
』

【
本
論
】は

じ
め
に

　　

本
稿
は
、
赤
坂
真
理
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
二
年
七
月
）

を
対
象
に
、
二
〇
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
戦
争
の
語
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
女
性
を
中

心
と
し
た
物
語
の
も
つ
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
後
七
〇

年
を
迎
え
る
こ
の
時
期
の
、
女
性
作
家
に
よ
る
女
性
の
視
点
か
ら
描
か
れ
た
戦
争
の
語

り
の
頻
出
と
、
そ
れ
に
対
す
る
意
義
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
戦
後

七
〇
年
と
女
た
ち
の
物
語
（
一
）
―
中
島
京
子
『
女
中
譚
』『
小
さ
い
お
う
ち
』」（『
生

活
文
化
研
究
所
報
告
』
二
〇
一
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、
そ
の
考
察
の
過
程
を
示
し
た

つ
も
り
で
あ
る
。
二
〇
一
二
年
、
毎
日
出
版
文
化
賞
、
司
馬
遼
太
郎
賞
、
紫
式
部
文
学

賞
と
い
っ
た
数
々
の
文
学
賞
を
受
賞
し
た
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
は
、
そ
の
問
題
意
識
を

深
め
て
い
く
上
で
、
重
要
な
位
置
に
あ
る
作
品
と
い
え
る
。
さ
ら
に
本
作
以
降
、
赤
坂

は
戦
後
日
本
論
や
天
皇
制
論
を
め
ぐ
る
論
客
と
し
て
も
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
見
せ
て

お
り
、
二
〇
一
九
年
二
月
に
は
、
本
作
の
続
編
と
い
え
る
『
箱
の
中
の
天
皇
』（
河
出

書
房
新
社
）
を
上
梓
し
て
い
る
。
赤
坂
の
言
説
を
同
時
代
の
流
れ
の
中
に
い
か
に
位
置

づ
け
る
か
、
そ
の
特
異
性
や
問
題
点
は
何
か
と
論
じ
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
意
味

を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
い
く
つ
か
の
遠
回
り
が
必
要
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
以
下
で
述
べ
て
い
く
よ
う
に
、
赤
坂
の
描
く
戦
後
日
本
像
や
天
皇

像
に
は
、
よ
り
「
内
へ
、
内
へ
」
と
向
か
っ
て
い
く
近
年
の
日
本
の
政
治
状
況
や
メ
デ

戦
後
七
〇
年
と
女
た
ち
の
物
語
（
二
）

　
　
―
赤
坂
真
理
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
試
論
―

岡
　
　
　
英
里
奈

岡／戦後七〇年と女たちの物語（二）―赤坂真理『東京プリズン』試論―
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ィ
ア
状
況
と
の
親
和
性
が
読
み
取
れ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
に
作
品
か

ら
う
か
が
え
る
政
治
思
想
を
批
判
し
、
こ
ち
ら
の
政
治
的
「
正
し
さ
」
を
も
っ
て
糾
弾

し
た
と
こ
ろ
で
、
文
学
研
究
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
本
作
の
も

つ
政
治
性
を
整
理
し
た
上
で
、
よ
り
内
在
的
な
批
評
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き

が
必
要
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
は
赤
坂
に
対
し

私
が
感
じ
た
違
和
感
（
そ
れ
自
体
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
）
を
手
が
か
り
に
し
て
、

よ
り
作
品
の
内
容
に
即
し
た
内
在
的
な
批
評
の
た
め
の
論
点
の
提
出
を
試
み
た
い
。
本

稿
を
「
試
論
」
と
題
し
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

一
．『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
概
要
と
先
行
論

　
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
は
、
雑
誌
『
文
藝
』
に
二
〇
一
〇
年
一
月
か
ら
東
日
本
大
震
災

を
挟
ん
だ
二
〇
一
二
年
四
月
に
か
け
て
連
載
さ
れ
、
同
年
七
月
、
河
出
書
房
新
社
よ
り

単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
物
語
は
、
二
〇
〇
九
年
の
八
月
一
五
日
、（
赤
坂
本
人

を
思
わ
せ
る
）
物
書
き
の
主
人
公
・
マ
リ
が
、
夢
の
中
で
か
つ
て
の
生
家
の
黒
電
話
を

と
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
電
話
を
か
け
て
き
た
の
は
、一
九
八
〇
年
代
初
頭
、あ
る
「
失

敗
」
を
契
機
に
、
理
由
も
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
ア
メ
リ
カ
の
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に
留
学
さ

せ
ら
れ
た
か
つ
て
の
自
分
自
身
で
あ
っ
た
。
以
降
、
物
語
は
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
ア

メ
リ
カ
に
住
む
一
六
歳
の
マ
リ
の
視
点
と
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
震
災
直

後
に
か
け
て
の
東
京
に
暮
ら
す
四
〇
代
の
マ
リ
の
視
点
と
が
交
互
に
提
示
、
あ
る
い
は

入
り
交
じ
る
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
く
。
一
六
歳
の
マ
リ
に
は
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の

進
級
条
件
と
し
て
「
天
皇
の
戦
争
責
任
」
の
有
無
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
が
課
せ
ら
れ

て
お
り
、
東
京
裁
判
を
模
し
た
こ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
通
し
、
マ
リ
は
日
本
近
現
代
史
に

お
け
る
「
秘
密
」
に
向
き
合
っ
て
い
く
。
一
方
で
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
体
験
が
ト
ラ
ウ
マ

と
し
て
残
っ
て
い
る
四
〇
代
の
マ
リ
も
ま
た
、
一
九
八
〇
年
代
や
終
戦
時
の
母
の
記
憶

に
「
潜
る
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
あ
の
頃
の
自
身
を
救
い
出
し
、
そ
の
ト
ラ
ウ
マ

の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
母
と
の
関
係
を
修
復
す
る
べ
く
奔
走
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
作
は
こ
う
の
史
代
『
こ
の
世
界
の
片
隅
に
』（
全
三
巻
、
双
葉
社
、

二
〇
〇
八
年
一
月
〜
二
〇
〇
九
年
四
月
）
や
中
島
京
子
『
小
さ
い
お
う
ち
』（
文
藝
春

秋
社
、
二
〇
一
〇
年
五
月
）
な
ど
、
同
時
代
の
女
性
を
視
点
と
し
た
戦
争
の
物
語
と
は

明
ら
か
に
そ
の
色
彩
を
異
に
し
て
い
る
。
上
記
の
作
品
群
が
、
戦
時
下
の
中
で
の
家
庭

や
台
所
を
視
点
と
し
た
非
日
常
の
中
の
日
常
を
描
く
こ
と
で
「
大
き
な
歴
史
」
に
対
す

る
「
小
さ
な
歴
史
」
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
が
問
お

う
と
す
る
の
は
、「
天
皇
の
戦
争
責
任
」
を
追
求
し
な
い
ま
ま
の
「
戦
後
日
本
の
復
興
・

成
長
」
と
い
う
「
大
き
な
歴
史
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

本
作
発
表
後
の
好
意
的
な
評
価
も
、
概
ね
こ
の
点
に
集
中
し
て
い
る
。
池
澤
夏
樹
は

本
作
に
つ
い
て
「
小
説
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
の
か
」
と
評
し
、
天
皇
の
戦
争
責

任
と
い
う
「
そ
の
ま
ま
で
は
小
説
に
な
じ
ま
な
い
話
題
」
を
文
学
と
し
て
剔
抉
し
た
点

に
本
作
の
意
義
を
認
め
て
い
る（

一
）。

こ
う
し
た
評
価
を
経
て
、
以
後
赤
坂
は
、『
愛
と
暴

力
の
戦
後
と
そ
の
後
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
五
月
）
を
は
じ
め
と
し
、
創
作
の
領

域
だ
け
で
は
な
く
戦
後
日
本
論
や
天
皇
論
の
論
客
の
一
人
と
し
て
も
活
躍
の
場
を
広

げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る（

二
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
賛
美
の
声
が
あ
る
一
方
で
、
本
作
か
ら
浮
か
び
上
が
る

赤
坂
の
思
想
に
対
す
る
疑
問
の
声
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
。
小
谷
野
敦
は
「
反
米
と
天

皇
」（『
文
學
界
』
二
〇
一
二
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、「
赤
坂
は
こ
の
長
編
で
、
最
終

的
に
は
、
天
皇
に
対
し
て
、
母
親
で
あ
る
か
の
よ
う
な
親
和
感
を
表
明
し
て
い
る
と
し

か
思
え
」
ず
、
ま
た
池
澤
や
高
橋
源
一
郎
と
い
っ
た
「
左
翼
・
リ
ベ
ラ
ル
派
と
み
ら
れ

る
」
人
々
が
こ
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
こ
れ
は
い
よ
い
よ
、「
反

米
」
を
通
し
て
の
、
右
翼
と
左
翼
の
野
合
が
完
成
し
た
の
か
」
と
い
う
懸
念
を
抱
く
と

述
べ
、
同
エ
ッ
セ
ー
を
「
私
は
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
に
、
あ
た
か
も
「
反
米
」
を
通
し

て
ロ
イ
ヤ
リ
ズ
ム
が
復
興
す
る
か
の
よ
う
な
兆
し
を
感
じ
て
恐
れ
を
感
じ
る
」
と
結
ん

で
い
る
。
ま
た
、
過
去
と
現
在
、
幻
想
世
界
と
現
実
世
界
が
複
雑
に
混
じ
り
合
う
本
作

の
構
造
を
精
緻
に
分
析
し
た
神
村
和
美
「〈
新
し
い
神
話
〉
と
い
う
《
神
話
》

－

赤
坂

真
理
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』

－

」（『
学
芸
国
語
国
文
学
』
二
〇
一
四
年
三
月
）
も
ま
た
、「
教
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育
的
観
点
と
い
う
名
目
の
下
に
課
さ
れ
た
〈
天
皇
の
戦
争
責
任
〉
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ベ
ー

ト
が
、〈
私
〉
に
と
っ
て
い
か
に
過
酷
な
政
治
的
抑
圧
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
」
と
評

価
し
つ
つ
も
、本
作
に
お
け
る
「
日
本
帝
国
主
義
が
植
民
地
と
し
た
ア
ジ
ア
の
国
々
や
、

今
な
お
解
決
さ
れ
な
い
沖
縄
問
題
へ
の
眼
差
し
の
欠
落
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

二
．「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
舞
台
装
置

　　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
と
同
様
に
、
私
も
ま
た
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
お
よ
び
そ
れ
と
ほ

ぼ
同
時
に
提
出
さ
れ
た
作
者
赤
坂
の
戦
後
日
本
論
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
眼
差
し
を
向

け
る
者
の
一
人
で
あ
る
。
先
の
論
者
の
批
判
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、『
愛
と
暴
力
の

戦
後
と
そ
の
後
』
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
赤
坂
の
語
り
に
、
私
は
強
い
違
和
感
と
反
発

心
を
抱
く
。

　

こ
れ
は
、
研
究
者
で
は
な
い
一
人
の
ご
く
普
通
の
日
本
人
が
、
自
国
の
近
現
代

史
を
知
ろ
う
と
も
が
い
た
一
つ
の
記
録
で
あ
る
。

　

そ
れ
が
あ
ま
り
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
教
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
か
ら
。

　
（
中
略
）

　

こ
れ
は
、
一
つ
の
問
い
の
書
で
あ
る
。

　

問
い
自
体
、
新
し
く
立
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
と
、
思
っ
た
一
人
の
普

通
の
日
本
人
の
、
そ
の
過
程
の
記
録
で
あ
る
。（
赤
坂
真
理
『
愛
と
暴
力
の
戦
後

と
そ
の
後
』
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
五
月
、
傍
線
は
引
用
者
）

　
「
ご
く
普
通
の
日
本
人
」
と
自
ら
の
立
場
を
強
調
す
る
赤
坂
は
、
日
本
近
現
代
史
に

対
す
る
自
ら
の
無
知
を
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
戦
後
の
教
育
が
「
教
え
な
か
っ

た
」
か
ら
、「
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
ご
く
普
通

の
日
本
人
」
の
感
覚
と
し
て
妥
当
な
の
か
は
証
明
し
よ
う
も
な
く
、「
歴
史
修
正
主
義
」

が
勢
い
を
増
す
近
年
の
社
会
状
況
の
中
で
は
、
安
易
な
歴
史
教
育
批
判
に
回
収
さ
れ
て

し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
こ
う
し
た
赤
坂
の
戦
後
教
育
観
は
、『
東

京
プ
リ
ズ
ン
』
の
マ
リ
に
も
共
通
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
左
記
の
よ
う
に

「
過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
」
と
い
う
「
呪
文
」
を
「
言
わ
さ
れ
さ
え
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

」
と
い
う

マ
リ
の
こ
の
言
葉
に
は
、
戦
後
教
育
に
対
す
る
感
情
的
な
反
発
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
学
校
の
授
業
で
習
っ
た
ろ
う
と
言
わ
れ
て
も
、
な
に
せ
私
た
ち
は
現

代
日
本
史
を
習
っ
て
い
な
い
。
習
っ
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
け
だ
。

　

過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。

　

過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。

　

過
ち
は
繰
り
返
し
ま
せ
ん
。

　

ク
ラ
ス
で
い
っ
せ
い
に
言
わ
さ
れ
さ
え
し
た
。

　

も
う
二
度
と
戦
争
は
し
ま
せ
ん
。

　

こ
の
呪
文
が
目
の
前
に
い
る
相
手
に
効
く
な
ら
、
何
度
で
も
言
っ
て
や
る
。
だ

け
ど
わ
か
っ
た
の
は
、
わ
た
し
は
意
味
も
効
果
も
な
い
呪
文
を
習
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。（『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
第
二
章
、
一
四
一
頁
）

　

さ
ら
に
こ
こ
で
は
も
う
一
点
、
本
作
に
対
し
私
が
強
烈
な
違
和
感
を
抱
い
た
左
記
の

場
面
に
注
目
し
た
い
。

　
「
南
京
大
虐
殺
は
ど
う
だ
？　

生
体
解
剖
を
し
た
七
三
一
部
隊
は
？　

ア
ジ
ア

諸
国
で
日
本
の
皇
軍
が
犯
し
た
虐
殺
行
為
は
？
」

　

こ
こ
だ
。
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
だ
。
こ
こ
が
同
じ
劇
の
結
節
点
に
し
て
分
岐

点
な
の
だ
。

　

私
は
こ
こ
で
負
け
た
り
し
な
い
。
こ
こ
で
絶
対
、
沈
黙
し
な
い
。

　

私
は
勝
て
な
い
。
私
は
勝
て
な
い
。
こ
れ
は
万
が
一
に
も
私
が
勝
て
る
よ
う
に

つ
く
ら
れ
た
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
。
絶
対
、
勝
て
な
い
。
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で
も
、
負
け
な
い
。（『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
最
終
章
、
五
二
〇
頁
）

　

こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
し
て
「
東
京
裁
判
」
が
描
き
直
さ

れ
る
本
作
に
と
っ
て
、
日
本
が
ア
ジ
ア
に
対
し
行
っ
た
残
虐
行
為
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が

日
本
（
マ
リ
）
側
を
「
論
破

4

4

」
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
マ
リ
に
と
っ
て
は
デ
ィ
ベ

ー
ト
と
い
う
ゲ
ー
ム
の
中
の
「
難
所
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
こ

こ
で
の
南
京
大
虐
殺
や
七
三
一
部
隊
と
い
っ
た
問
題
は
、
戦
争
責
任
を
め
ぐ
る
問
題
な

の
で
あ
り
、
必
要
な
の
は
「
論
破
」
で
は
な
く
正
確
な
「
事
実
」
の
確
定
と
そ
れ
に
も

と
づ
く
合
意
の
形
成
の
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
あ
く
ま
で
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
し
て

ど
ち
ら
が
先
に
沈
黙
す
る
＝
「
論
破
」
さ
れ
る
か
を
戦
う
本
作
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題

は
「
Ｔ
Ｅ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｕ
」
が
憑
依
し
た
マ
リ
に
よ
っ
て
、「
前
線
の
兵
士
の
狂
気
や
跳
ね

っ
返
り
行
動
」
と
し
て
処
理
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
「
民
間
人
を
消
し
去
る
周
到
な

計
画
と
は
ま
た
別
次
元
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
挙
げ
た
池
澤
夏
樹
に
よ
る
評
は
、
こ
の
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
舞
台
装
置
こ

そ
が
、
本
来
小
説
に
は
馴
染
み
に
く
い
政
治
問
題
を
文
学
と
し
て
成
功
さ
せ
た
要
因
で

あ
る
と
し
て
位
置
づ
け
、
最
終
章
で
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
場
面
を
「
す
ば
ら
し
い
法
廷
劇（

三
）

」

で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
赤
坂
自
身
も
ま
た
、
こ
の
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
に
、「
天

皇
の
戦
争
責
任
」
と
い
う
「
日
本
人
が
最
も
感
情
的
に
な
る
主
題（

四
）」

を
小
説
と
し
て
描

き
切
る
た
め
の
可
能
性
を
見
出
し
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

論
題
は
、「
昭
和
天
皇
は
戦
争
犯
罪
人
で
あ
る
」

　
（
中
略
）

　

否
定
派
が
心
情
に
反
す
る
肯
定
に
立
た
さ
れ
た
り
し
た
と
き
、
見
え
て
く
る
も

の
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
感
情
か
ら
自
由
に
な
れ
ま
い

か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
ふ
た
た
び
行
わ
れ
る
東
京
裁
判
に
見
立
て
、

私
は
書
い
た
。

　

果
た
し
て
、
そ
こ
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
自
分
自
身
に
さ
え
思
い
が

け
な
か
っ
た
、自
分
の
感
情
だ
っ
た
。（『
愛
と
暴
力
の
戦
後
と
そ
の
後
』
第
一
章
、

二
九
頁
）

　

だ
が
、
右
記
の
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
装
置
に

よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
作
者
に
よ
っ
て
対
象
化
つ
ま
り
相
対
化
さ
れ
た

「
日
本
人
」
の
感
情
な
ど
は
な
く
、
決
し
て
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
、
剥

き
出
し
の
作
者
の
感
情
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
先

に
見
た
よ
う
な
、
い
ま
な
お
精
算
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
戦
争
責
任
を
め
ぐ
る
問
題
を
、

ゲ
ー
ム
に
勝
つ
た
め
の
障
壁
、
あ
る
い
は
相
手
方
が
「
論
破
」
の
た
め
に
使
う
厄
介
な

道
具
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
よ
う
な
感
情
で
あ
る
。『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
の
最
大
の
問

題
点
は
、
こ
の
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
装
置
を
選
び
取
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
そ
の
も

の
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
踏
ま
え
て
お
き
た
い
の
が
、
倉
橋
耕
平
『
歴
史
修
正
主
義
と
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー　

九
〇
年
代
保
守
言
説
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
』（
青
弓
社
、
二
〇
一
八
年

二
月
）
が
指
摘
す
る
「
歴
史
修
正
主
義
者
」
は
「
歴
史
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
デ
ィ
ベ

ー
ト
」
を
好
ん
で
き
た
と
い
う
事
実
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
以
下
の
よ
う
な
批
判
で

あ
る
。

　
「
歴
史
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
と
い
う
知
性
の
問
題
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
第
一
に
、

真
実
よ
り
も
説
得
性
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
論
の
た
め
の
知
識
を

も
た
な
い
も
の
に
は
沈
黙
を
強
い
る
。
第
二
に
、「
さ
し
あ
た
り
そ
の
場
の
議
論

で
主
導
権
を
握
れ
ば
い
い
の
だ
か
ら
、
根
拠
は
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
で
あ
れ
ば

よ
」
く
、
相
手
の
「
言
葉
」
を
詰
ま
ら
せ
た
時
点
で
、「
勝
ち
」」
と
い
う
こ
と
だ

け
が
目
的
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
事
実
」
に
基
づ
か
な
い
「
虚
構
」
で
あ
っ
て

も
、
内
部
の
論
理
的
整
合
性
が
保
た
れ
て
い
て
説
得
力
が
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。（
中
略
）
第
三
に
、
歴
史
資
料
や
当
事
者
の
問
題
な
ど
、
ま
っ
た
く

価
値
と
重
み
が
異
な
る
も
の
を
す
べ
て
「
言
説
」
と
し
て
価
値
を
一
元
化
し
、（
と
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き
に
は
、
揶
揄
や
妄
想
で
も
）
同
じ
俎
上
で
扱
っ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
史

的
事
実
に
対
す
る
証
明
責
任
を
追
う
こ
と
な
く
他
者
を
「
言
い
く
る
め
る
」
こ
と

そ
れ
自
体
が
目
的
の
中
心
と
い
う
こ
と
に
な
る（

五
）。

　

こ
の
よ
う
な
、
相
手
の
沈
黙
を
先
に
促
し
た
ほ
う
が
「
勝
ち
」、
言
い
く
る
め
ら
れ

た
方
が
「
負
け
」
と
い
う
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
の
論
理
に
お
い
て
、「
負
け
」
た
側
に
残

る
の
は
、
相
手
に
対
す
る
敗
北
感
と
恨
め
し
さ
だ
け
で
あ
る
。
赤
坂
は
、『
愛
と
暴
力

の
戦
後
と
そ
の
後
』
に
お
い
て
、
歴
史
上
の
「
東
京
裁
判
」、
あ
る
い
は
敗
戦
後
の
日

本
に
対
す
る
世
界
か
ら
の
非
難
そ
れ
自
体
が
、
こ
う
し
た
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
の
論
理
を

内
包
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
こ
で
「
負
け
た
」
側
の
屈
辱
と
敗
北

感
を
、
彼
女
の
「
母
」
の
姿
に
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
と
思
わ
れ
る
の

は
、
そ
の
よ
う
な
母
の
姿
を
当
時
の
「
日
本
人
」
全
体
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
理
解

し
、
そ
の
痛
み
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
彼
女
自
身
が
、
そ
の
「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
の
論
理

に
捕
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
「
ね
え
マ
マ
、
民
間
人
の
虐
殺
と
い
う
こ
と
な
ら
、
広
島
や
長
崎
へ
の
原
爆
や
、

東
京
大
空
襲
の
ほ
う
が
、
全
く
の
非
道
だ
と
は
、
思
わ
な
い
？
」

（
中
略
）

　
「
う
ん
…
…
で
も
、『
お
前
ら
真
珠
湾
や
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
』
と
言
わ
れ
た
ら
、

仕
方
な
い
わ
」

　

と
母
は
言
う
。

　
「
な
ぜ
仕
方
な
い
の
？
宣
戦
布
告
し
な
い
戦
争
の
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
し
、
そ
れ

に
対
し
て
い
ち
い
ち
怒
り
狂
っ
た
国
っ
て
の
は
少
な
い
よ
。
真
珠
湾
は
軍
事
施
設

へ
の
正
確
な
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
爆
撃
な
の
だ
し
、
絶
対
悪
と
み
な
す
い
わ
れ
は
ど
こ

に
も
な
い
」

　

私
は
返
す
。（『
愛
と
暴
力
の
戦
後
と
そ
の
後
』
第
一
章
、
三
六
頁
）

　
「
ね
え
マ
マ
、
言
っ
て
お
き
た
い
ん
だ
け
ど
」

　

と
、
二
〇
一
一
年
の
八
月
十
五
日
、
昼
の
日
盛
り
に
妙
な
衝
動
に
か
ら
れ
て
炎

天
下
で
母
に
電
話
す
る
。

　
「『
真
珠
湾
は
だ
ま
し
討
ち
で
は
な
い
』
と
い
う
判
決
が
、
東
京
裁
判
で
下
り
て

い
る
の
よ
」（
同
、
四
七
頁
）

　

こ
こ
に
は
、
赤
坂
が
「
母
」（
そ
れ
は
赤
坂
の
場
合
、
敗
戦
を
経
験
し
た
「
日
本
人
」

す
べ
て
に
敷
衍
さ
れ
る
）
の
沈
黙
と
思
考
停
止
を
破
る
べ
く
働
き
か
け
よ
う
と
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
彼
女
自
身
が
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
二
項
対
立
の
世
界
に

縛
ら
れ
続
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
東
京
裁
判
」
を
「
デ
ィ
ベ

ー
ト
」
と
し
て
描
き
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
自
身
が
見
出
し
た
表
現
上
の
舞
台
装

置
で
あ
る
が
、
赤
坂
は
そ
れ
を
単
な
る
「
仕
掛
け
」
の
一
つ
と
し
て
操
作
し
き
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。「
日
本
だ
け
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
」
と
、
し
つ
こ
く
「
母
」

に
語
り
続
け
る
赤
坂
の
姿
か
ら
は
、
彼
女
自
身
が
そ
の
装
置
に
支
配
さ
れ
、「
母
」
と

共
に
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
で
い
る
痛
々
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。三

．
二
つ
の
世
界
と
二
つ
の
言
語

　

次
に
、『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
内
に
お
け
る
二
つ
の
世
界
と
、
そ
こ
に
お
け
る
二
つ
の

言
語
＝
文
体
の
問
題
に
注
目
し
た
い
。

　
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
と
い
う
作
品
が
も
つ
大
き
な
特
徴
の
一
つ
に
、
マ
リ
が
体
験
す

る
幻
想
世
界
の
存
在
が
あ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
、
マ
リ
は
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
の
同
級
生

た
ち
と
と
も
に
出
か
け
た
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
で
、
一
匹
の
不
思
議
な
霊
性
を
も
つ
ヘ
ラ
ジ

カ
と
出
会
い
、
そ
の
肉
を
食
べ
る
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
そ
の
後
マ
リ
は

幻
想
世
界
へ
の
通
路
を
獲
得
し
、
そ
こ
で
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
た
先

住
民
の
人
々
や
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
結
合
双
生
児
、
さ
ら
に
は
太
古
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の
ア
ミ
ニ
ズ
ム
的
世
界
観
に
お
け
る
天
皇
像
を
想
起
さ
せ
る
「
大
君
」
と
呼
ば
れ
る

存
在
や
、
そ
こ
に
傅
く
「
小
さ
な
人
々
」
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
幻
想
世
界
に
お
け
る
言
葉
の
あ
り
様
に
、
私
は
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
左
記
の
よ
う
な
場
面
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
大
君
」

　

私
は
そ
の
人
を
、
そ
う
呼
ん
だ
。

　

周
囲
に
は
あ
の
小
さ
な
人
び
と
が
い
た
。
顕
微
鏡
を
の
ぞ
き
こ
ん
だ
と
き
に

輪
に
な
っ
て
い
た
人
び
と
だ
。
彼
ら
は
思
い
思
い
に
動
い
て
い
た
。

　

し
か
し
私
が
「
大
君
」
と
声
を
発
し
た
と
き
、
小
さ
な
人
び
と
は
結
晶
の
よ

う
に
整
列
し
た
。

　

私
は
な
ぜ
だ
か
正
し
い
言
葉
を
発
し
た
の
だ
。

　

大
君
と
呼
ば
れ
た
人
が
私
を
認
め
、
認
め
ら
れ
た
そ
の
と
き
私
の
全
存
在
が

認
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
、
涙
が
こ
ぼ
れ
た
。
私
は
愛
に
包
ま
れ
、
自
分
を
か

つ
て
な
く
強
く
感
じ
た
。

　

―
―
我
が
子
よ
。

　

大
君
は
私
に
行
っ
た
。
そ
う
聞
こ
え
た
の
で
は
な
く
、
直
接
意
味
が
、
い
っ

ぺ
ん
に
、
流
れ
こ
ん
で
き
て
、
そ
こ
に
は
、
我
が
子
、
と
い
う
言
葉
に
し
た
ら

ひ
と
こ
と
の
中
に
、
万
も
の
状
況
や
感
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
私
の
中
で
か

た
ち
を
と
る
と
、
美
し
い
幾
何
学
の
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
母
上
！
」

　

感
極
ま
っ
て
私
は
言
っ
た
。
な
ぜ
だ
か
、
母
、
と
。

　

母
と
い
う
、
胸
を
点
く
響
き
、
甘
さ
、
深
さ
。
な
ぜ
母
と
呼
ん
だ
か
は
わ
か

ら
な
い
。
な
の
に
そ
れ
が
正
し
い
と
感
じ
て
い
る
。（『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』第
六
章
、

二
九
七
頁
）　

　

傍
線
部
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、幻
想
世
界
に
お
け
る
マ
リ
は
、そ
の
世
界
の
論
理
や
、

多
く
は
擬
古
文
調
の
芝
居
が
か
っ
た
言
葉
づ
か
い
や
コ
ー
ド
を
、
な
ぜ
か
は
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
す
で
に
知
っ
て
い
る
。
ま
た
二
重
線
を
引
い
た
部
分
で
は
、
こ
の
世
界

が
も
は
や
言
語
と
い
う
媒
介
を
必
要
と
し
な
い
、「
意
味
」
が
直
接
に
流
れ
込
む
世
界

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
幻
想
世
界
に
お
い
て
、
言

語
は
透
明
な
の
で
あ
り
、
マ
リ
と
「
他
者
」
と
の
間
の
壁
は
存
在
し
な
い
。
マ
リ
は

こ
の
世
界
に
お
い
て
、
純
粋
な
「
意
味
」
だ
け
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』に
お
け
る
幻
想
世
界
と
そ
こ
で
の
言
語
の
あ
り
様
に
、

な
ぜ
違
和
感
を
も
つ
か
と
い
う
と
、
次
に
見
る
よ
う
な
言
語
の
不
透
明
性
―
物
質
性

あ
る
い
は
「
他
者
」
性
と
言
い
換
え
ら
れ
る
―
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
世
界
を
理
解
す

る
こ
と
の
困
難
さ
こ
そ
、
赤
坂
が
そ
の
戦
後
日
本
論
に
お
い
て
繰
り
返
し
強
調
し
て

い
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
本
を
書
い
て
い
て
、
途
中
、
何
度
も
叩
き
の
め
さ
れ
る
思
い
が
し
て
、

筆
が
止
ま
っ
た
。
い
っ
そ
、
書
く
こ
と
な
ど
す
べ
て
や
め
て
し
ま
い
た
い
ほ
ど

の
絶
望
を
感
じ
た
こ
と
も
あ
る
。
す
べ
て
無
駄
に
思
え
て
。
自
分
が
立
っ
て
い

る
場
所
そ
の
も
の
が
、
本
当
は
な
か
っ
た
こ
と
に
突
然
気
づ
く
よ
う
で
。

　

私
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

他
な
ら
ぬ
、
私
た
ち
自
身
を
。

　
（
中
略
）

　

た
と
え
ば
。
後
述
す
る
が
、「
憲
法
」。

　
「
憲
法
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
は
、
物
心
つ
い
て
か
ら
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
た
。

あ
る
も
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
。

　
（
中
略
）

　

し
か
し
、
四
十
も
半
ば
を
過
ぎ
て
は
た
と
考
え
て
み
た
ら
、「
憲
法
」
の
意
味

を
知
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

　

国
語
辞
書
で
引
い
て
出
て
く
る
意
味
で
は
な
い
。「
憲
法
」
の
「
憲
」
の
字
の
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意
味
を
、
私
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
の
成
り
立
ち
自
体
を
、
知
ら

な
い
の
だ
。（『
愛
と
暴
力
の
戦
後
と
そ
の
後
』
第
二
章
、
五
〇
頁
）

　

こ
こ
で
赤
坂
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、「
漢
字
」
と
い
う
「
他
者
」
の
言
語
を

内
に
抱
え
込
ん
で
い
る
日
本
語
の
「
他
者
」
性
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
認
識
さ
れ

た
瞬
間
に
立
ち
上
が
る
、「
わ
た
し
」
と
世
界
と
の
間
の
壁
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
自
明
の
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
透
明
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
た
言
葉
が
、
急

に
不
透
明
な
「
他
者
」
の
も
の
と
し
て
立
ち
上
が
り
、「
わ
た
し
」
を
疎
外
す
る
。
そ

れ
が
「
わ
た
し
」
が
何
度
も
感
じ
て
き
た
「
絶
望
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本
エ
ッ

セ
イ
に
お
い
て
、
赤
坂
は
漢
字
や
英
語
の
「
翻
訳
」
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
日

本
語
や
日
本
社
会
の
あ
り
様
を
、
繰
り
返
し
読
者
に
訴
え
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
言
葉
に
対
す
る
認
識
そ
れ
自
体
は
、
極
め
て
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
こ
の
認
識
は
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
の
現
実
世
界
を
描
く
際
に
も
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
し
か
し
繰
り
返
す
が
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
言
語
の
「
他
者
」
性
や
不
透

明
性
は
、「
大
君
」、
す
な
わ
ち
天
皇
が
統
治
す
る
幻
想
世
界
に
お
い
て
は
、
忘
却
あ

る
い
は
破
棄
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
次
の
よ
う
な
場
面
を
見
る
と
、
赤
坂
が
こ
う
し

た
日
本
語
の
「
他
者
」
性
に
対
す
る
「
絶
望
」
の
先
に
、
か
つ
て
一
九
世
紀
後
半
に

発
生
し
、
さ
ら
に
戦
時
下
に
お
い
て
再
発
見
さ
れ
た
よ
う
な
「
原
始
」
の
日
本
語
を

夢
想
す
る
国
学
的
発
想
に
、「
避
難
」
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
抱

い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
す
で
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も

し
れ
な
い
が
）。

“
I A

M
 TEN

N
O

U
.”

そ
う
、TEN

N
O

U

は
、
皇エ

ン
ペ
ラ
ー帝と

言
い
が
た
き
も
の
、〝
天
皇
〞
と
漢
字
に
も
な
り

が
た
き
も
の
、TEN

N
O

U

は
、
テ
ン
ノ
ウ
と
音お
ん

に
す
る
し
か
な
い
よ
う
な
何
か
。

そ
の
音お

ん

自
身
が
本
質
を
表
す
と
い
う
よ
う
な
、
そ
ん
な
名
。
あ
る
い
は
、
言コ

ト

霊ダ
マ

。

（『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
最
終
章
、
五
〇
七
〜
五
〇
八
頁
）

　

実
は
、
こ
う
し
た
赤
坂
に
お
け
る
言
葉
を
め
ぐ
る
両
義
性
は
、
本
作
以
前
に
も
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
塚
英
志
は
、「
赤
坂
真
理
―
文
学
の
「
不
完
全
自
殺
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
と
し
て
の
小
説
」（『
文
學
界
』
一
九
九
九
年
一
二
月
）
に
お
い
て
、
赤
坂
作

品
に
繰
り
返
し
描
か
れ
る
主
に
性
的
交
わ
り
を
も
っ
た
男
女
の
非
言
語
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
様
を
、「
チ
ャ
ネ
リ
ン
グ
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ぼ
く
は
何
も
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
や
チ
ャ
ネ
リ
ン
グ
が
オ
カ
ル
ト
ま
が
い
で
い
か

が
わ
し
い
か
ら
だ
め
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
僕
が
絶
望

す
る
の
は
彼
女
が
あ
れ
ほ
ど
こ
と
ば
に
対
す
る
拘
泥
を
小
説
や
あ
る
い
は
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
も
語
り
な
が
ら
結
局
彼
女
は
人
と
人
と
の
対
話
に
こ
と
ば
は
い
ら

な
い
、
と
結
論
し
て
い
る
の
に
等
し
い
か
ら
だ
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
き

な
い「
絶
望
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
べ
き
」と
い
う
主
張
は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
。

だ
が
、
な
ら
ば
そ
の
絶
望
を
ま
ず
徹
底
し
て
描
く
べ
き
だ
し
ま
し
て
そ
う
記
し

た
直
後
に
非
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
持
ち
出
す
の
は
い
た
だ
け
な
い
。

　

こ
こ
で
大
塚
は
、
い
わ
ば
赤
坂
の
こ
と
ば
に
対
す
る
不
徹
底
さ
、
そ
し
て
そ
こ
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
彼
女
の
「
他
者
」
と
の
向
き
合
い
方
に
お
け
る
「
甘
え
」
を
、
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
未
満
の
も
の
と
し
て
批
判
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
む
し
ろ
そ
の

「
不
徹
底
さ
」
の
背
景
に
あ
る
も
の
に
、
赤
坂
に
対
す
る
内
在
的
批
評
の
可
能
性
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
何
が
赤
坂
を
「
他
者
」
の
い
な
い
世
界
に
向
か

わ
せ
る
の
か
。
何
が
彼
女
自
身
を
引
き
裂
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

左
記
の
よ
う
に
述
べ
た
理
由
は
、『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
の
場
合
、
マ
リ
が
幻
想
世
界

へ
の
入
り
口
を
獲
得
し
た
背
景
に
は
、
同
級
生
の
ア
メ
リ
カ
人
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
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ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
に
よ
る
デ
ー
ト
・
レ
イ
プ
（
未
遂
）
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

以
下
の
よ
う
な
マ
リ
と
ヘ
ラ
ジ
カ
と
の
言
語
を
必
要
と
し
な
い
交
信
や
一
体
化
に
は
、

第
二
節
で
確
認
し
た
「
ア
メ
リ
カ
と
日
本
」
の
二
項
対
立
に
重
な
る
形
で
、
犯
し
／

犯
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
男
と
女
」
と
い
う
二
項
対
立
が
、
暴
力
的
に
マ
リ
に
襲

い
か
か
る
と
い
う
看
過
で
き
な
い
背
景
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

命
を
奪
っ
た
者
と
奪
わ
れ
る
者
と
が
暴
力
的
に
ひ
と
つ
と
な
り
、
そ
こ
で
は

私
と
ヘ
ラ
ジ
カ
は
ひ
と
つ
で
、
ヘ
ラ
ジ
カ
の
中
に
入
っ
た
私
が
ヘ
ラ
ジ
カ
と
土

に
還
り
、
私
た
ち
の
肉
は
虫
や
微
生
物
た
ち
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
持
ち
去
ら
れ

る
。

　
（
中
略
）

　

肉
を
呑
み
こ
ん
だ
ら
消
化
プ
ロ
セ
ス
は
逆
戻
り
し
な
い
。

　

そ
れ
は
私
に
な
る
。

　

あ
な
た
は
、
私
に
な
る
。

　

声
が
く
る
。

　

―
―
善
き
か
な
。

　

思
い
出
す
。

　

ヘ
ラ
ジ
カ
は
、
腹
を
上
に
、
前
後
の
脚
を
開
か
さ
れ
て
、
森
の
木
の
枝
に
吊

る
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
れ
が
女
に
似
て
い
る
と
思
い
知
っ
た
の
は
、
帰
り
の
車
の
中
で
だ
っ
た
。

　

男
の
前
で
、
腹
を
天
に
向
け
脚
を
大
き
く
広
げ
る
。（『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
第

一
章
、
六
〇
〜
六
一
頁
）

　

そ
し
て
こ
の
瞬
間
か
ら
、
マ
リ
の
中
で
は
こ
の
男
女
の
対
立
が
必
然
的
に
孕
む
女

性
嫌
悪
（
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
）
が
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
東
京
裁
判
」
を
模
し
た

デ
ィ
ベ
ー
ト
に
お
い
て
、
相
手
方
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
（
マ
リ
を

襲
っ
た
張
本
人
）
に
、
近
代
に
お
け
る
天
皇
は
「
女
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
た
瞬
間
、

彼
女
は
「
震
え
る
ほ
ど
」
の
怒
り
に
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
自
分
の
中
の
乱
暴
な
論

法
に
、
自
分
で
び
っ
く
り
し
た
。
な
ぜ
男
じ
ゃ
な
い
と
言
わ
れ
た
ら
、
辱
め
と
感
じ

る
の
か
。
私
だ
っ
て
男
じ
ゃ
な
い
の
に
」
と
語
ら
れ
る
通
り
、
説
明
の
つ
か
な
い
「
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
情
動
」（
以
上
、『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』
最
終
章
、四
四
九
〜
四
五
〇
頁
）

と
し
て
描
か
れ
る
。

　

さ
ら
に
、実
は
こ
の
点
に
お
い
て
も
、マ
リ
は
作
者
赤
坂
の
分
身
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
デ
ィ
ベ
ー
ト
」
を
小
説
の
舞
台
装
置
と
し
て
選
び
つ
つ
も
、
そ
の
「
論
破
」
の
論
理

に
彼
女
自
身
が
捕
ら
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
赤
坂
は
次
の
よ
う
な
か
つ
て
抱
い
た
「
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
情
動
」
を
、
未
だ
対
象
化
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

元
兵
士
の
一
人
に
頭
を
下
げ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
「
私
は
女
性
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
今
、
平
和
活
動
を
し
て
い
る
の
は
だ
い
た

い
が
女
性
で
す
。
こ
の
間
も
あ
る
集
会
で
女
の
子
に
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
、『
戦

争
で
い
ち
ば
ん
苦
労
す
る
の
は
女
だ
、
男
の
人
は
戦
争
に
行
け
ば
い
い
け
ど
、

女
は
乳
飲
み
子
を
抱
え
て
逃
げ
惑
う
ん
だ
』
っ
て
。
そ
の
通
り
で
す
」

　

私
は
切
れ
そ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
人
な
に
言
っ
て
く
れ
ち
ゃ
っ
て
ん
の
か
と

思
っ
た
。
そ
ん
な
女
に
ま
で
頭
を
下
げ
る
な
！
威
張
っ
て
も
い
い
け
ど
前
線
に

行
く
男
の
ほ
う
が
大
変
だ
！
と
、
言
葉
は
行
き
場
な
く
沸
騰
し
た
。（『
モ
テ
た

い
理
由
―
女
の
業
と
男
の
受
難
』
終
章
、
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
）

　

こ
こ
に
私
は
、赤
坂
に
お
け
る
「
あ
る
過
剰
さ
」
を
見
る
。
そ
れ
は
先
述
し
た
「
痛
々

し
さ
」
と
同
義
と
い
え
る
。
お
そ
ら
く
、
赤
坂
は
あ
る
何
か
を
引
き
受
け
て
し
ま
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
彼
女
を
幻
想
世
界
へ
、
ひ
い
て
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は「
天
皇
」へ
向
か
わ
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
も
の
と
は
、

一
体
何
な
の
か
。
引
き
続
き
検
討
し
た
い
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

一　

池
澤
夏
樹
「
小
説
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
の
か
」（
初
出
『
毎
日
新
聞
』

二
〇
一
二
年
八
月
五
日
、加
筆
後
に
河
出
文
庫
版
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』（
二
〇
一
四

年
八
月
）
の
解
説
と
し
て
収
録
）。
そ
の
他
の
好
意
的
な
評
価
に
、『
日
本
経
済

新
聞
』二
〇
一
二
年
八
月
一
二
日
掲
載
の
田
中
弥
生
に
よ
る
評
、江
南
亜
美
子「
小

説
は
時
間
を
超
え
て
―
赤
坂
真
理
『
東
京
プ
リ
ズ
ン
』、
鹿
島
田
真
希
『
冥
土
め

ぐ
り
』（『
小
説tripper 

』
二
〇
一
二
年
九
月
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二　

内
田
樹
編
『
日
本
の
反
知
性
主
義
』（
晶
文
社
、二
〇
一
五
年
三
月
）、赤
坂
真
理
・

原
武
史
「
対
談
・「
ポ
ス
ト
平
成
」
の
皇
室
論
」（『
文
學
界
』
二
〇
一
九
年
二
月
）

ほ
か
。

三　

前
掲
、
池
澤
夏
樹
「
小
説
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
の
か
」。

四　
『
愛
と
暴
力
の
戦
後
と
そ
の
後
』
第
一
章
、
二
八
頁
。

五　

前
掲
、
倉
橋
耕
平
『
歴
史
修
正
主
義
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー　

九
〇
年
代
保
守
言

説
の
メ
デ
ィ
ア
文
化
』
一
〇
二
頁
。
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