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は
じ
め
に

梅
崎
春
生
「
飢
え
の
季
節
」（「
文
壇
」
一
九
四
八
年
一
月
号
）
は
、

食
糧
統
制
法
の
も
と
制
定
さ
れ
た
一
日
三
枚
の
外
食
券
 1
で
生
き
る

男
が
、
飢
え
に
よ
っ
て
生
活
を
支
配
さ
れ
、
食
だ
け
を
楽
し
み
に
生

き
て
い
る
様
子
を
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
。

敗
戦
直
後
、
日
本
は
極
度
の
食
糧
難
に
陥
り
、
配
給
さ
れ
る
食
糧

の
み
で
は
人
々
は
日
々
の
生
活
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
実
際
に
食
糧
統
制
法
を
遵
守
し
餓
死
す
る
者
も
で
て
お
り
、
実

質
的
な
生
活
と
制
度
上
の
統
制
の
あ
い
だ
に
、
埋
め
が
た
い
乖
離
が

生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
社
会
を
背
景
と
し
て
、
い
わ
ば

人
々
の
生
活
を
支
え
る
自
由
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
闇
市
が
各
地
に

生
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
物
資
を
賄
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

「
飢
え
の
季
節
」
で
は
、
そ
う
し
た
敗
戦
直
後
の
一
九
四
五
年
末
の

東
京
を
舞
台
に
、
復
員
し
て
き
た
「
私
」
が
食
糧
不
足
に
苦
し
み
な

が
ら
生
き
る
さ
ま
が
、
二
年
後
か
ら
回
想
す
る
か
た
ち
で
描
か
れ
て

い
る
。
都
心
の
住
宅
不
足
か
ら
稲
田
堤
に
間
借
り
す
る
「
私
」
は
、

毎
朝
空
腹
で
目
覚
め
、
お
茶
の
水
の
外
食
食
堂
で
朝
食
を
食
べ
、
神

田
の
広
告
会
社
で
働
い
て
い
る
。
外
食
券
で
の
食
事
だ
け
で
は
空
腹

を
満
た
す
こ
と
が
出
来
ず
、
芋
や
柿
な
ど
を
盗
み
な
が
ら
生
を
繋
ぐ

「
私
」
は
、
一
日
中
食
物
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
。

「
充
分
食
べ
て
い
る
階
級
と
、
充
分
食
べ
て
い
な
い
階
級
」
し
か
な

い
と
考
え
た
り
、「
ひ
と
か
け
ら
の
芋
の
た
め
に
全
世
界
を
売
っ
て

も
」
良
く
な
り
つ
つ
あ
る
事
を
恐
れ
た
り
と
、「
私
」
の
認
識
の
あ
り

飢
え
と
混
乱
を
生
き
る
こ
と

渡

部

裕

太

―
梅
崎
春
生
「
飢
え
の
季
節
」
論
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よ
う
は
、「
食
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
強
烈
に
支
配
さ
れ

て
い
る
。

作
品
終
末
部
に
お
い
て
、
勤
め
て
い
た
会
社
が
日
給
三
円
、
つ
ま

り
一
食
分
の
外
食
券
の
闇
値
と
同
じ
金
額
し
か
も
ら
え
な
い
、
と
わ

か
っ
た
と
き
、「
私
」
は
、「
あ
る
勇
気
」
を
抱
い
て
会
社
を
辞
め
る
。

そ
の
会
社
の
入
っ
て
い
た
焼
け
ビ
ル
は
「
飢
え
の
季
節
の
象
徴
」
と

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
二
年
経
っ
た
語
り
の
現
在
時
に
お
い
て
も
飢
え
が

続
い
て
い
る
と
い
う
「
私
」
の
独
白
を
も
っ
て
、
物
語
は
閉
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
食
欲
に
支
配
さ
れ
る
「
私
」
を
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

は
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
き
た
。

古
閑
章
 2
は
、「「
私
」
の
危
機
意
識
は
、「
私
」
の
考
え
る
〝
構
図
〟

の
破
壊
に
収
束
し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
飢
え
に
よ
っ

て
な
し
崩
し
に
さ
れ
る
自
己
喪
失
の
不
安
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
よ

い
」
と
し
て
、
飢
え
に
よ
っ
て
「
自
己
崩
壊
の
危
機
」
に
晒
さ
れ
る

「
私
」
が
、「
あ
る
勇
気
」
を
胸
に
「
新
し
い
生
き
方
を
求
め
る
」
こ

と
を
と
り
あ
げ
、「
こ
の
場
合
、「
あ
る
勇
気
」
は
「
蜆
」
の
男
の
生

き
方
を
透
か
し
て
「
羅
生
門
」
の
下
人
の
勇
気
を
連
想
さ
せ
る
。
そ

の
意
味
で
、「
飢
え
の
季
節
」
は
、
内
容
的
に
「
麺
麭
の
話
」
や
「
あ

る
少
女
」
に
接
続
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、「
蜆
」
の
力
強
い
エ
ゴ

イ
ズ
ム
の
肯
定
を
含
み
持
つ
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
論
じ
る
。

ま
た
、
木
村
功
 3
は
、
人
間
関
係
を
も
食
欲
に
代
替
さ
せ
て
認
識

す
る
「
私
」
に
つ
い
て
、「〈
愛
情
〉〈
親
近
感
〉
す
ら
も
、
欲
望
（
食

欲
）
の
転
倒
し
た
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
の
認
識
は
、
食
糧
第
一
と
い

う
戦
後
の
生
活
原
理
に
対
す
る
痛
烈
な
風
刺
と
な
っ
て
い
る
」
と

し
、「
戦
争
に
代
わ
る
食
糧
難
と
い
う
舞
台
の
上
で
、
戦
後
を
生
き
る

人
間
た
ち
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
抱
き
合
っ
た
多
様
な
姿
が
、〈
新
し
い

文
学
〉
の
内
容
と
し
て
直
接
に
、
あ
る
い
は
風
刺
を
交
え
な
が
ら
描

き
出
さ
れ
て
い
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
高
橋
啓
太
 4
は
、
梅
崎
春
生
の
世
相
小
説
が
「
エ

ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
観
点
か
ら
読
ま
れ
る
こ
と
の
多
さ
を
問
題
視

し
、「
世
相
小
説
＝
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
表
白
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
位
置

づ
け
で
は
見
え
て
こ
な
い
独
自
性
が
、「
飢
え
の
季
節
」
に
は
あ
る
の

で
は
な
い
か
」
と
論
じ
る
。「
飢
え
」
を
中
心
に
据
え
直
し
て
読
み
解

く
高
橋
は
、
作
品
の
結
末
部
を
、「「
私
」
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し

て
い
る
か
は
わ
か
ら
ず
、
た
だ
「
流
転
の
生
活
が
私
に
始
ま
っ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
」
で
あ
る
と
し
、「
給
料
を
も
ら
っ
て
食
糧
を

買
う
と
い
う
生
活
が
不
可
能
だ
と
わ
か
っ
た
こ
と
で
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム

の
肯
定
に
進
む
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
読
ま
れ
て
き
た
単
線
的
な
物

語
だ
と
し
た
ら
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
宙
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
」
と
論

じ
て
い
る
。

高
橋
の
研
究
は
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
作
品
を
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切
り
取
る
こ
と
を
拒
み
、「
飢
え
」
そ
の
も
の
に
焦
点
化
す
る
と
い
う

点
で
、
本
稿
と
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
。
だ
が
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム

の
肯
定
」
が
「
宙
吊
り
に
さ
れ
て
い
る
」
物
語
と
し
て
読
み
解
く
だ

け
で
は
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
か
ら
は
逃
れ
ら
れ

て
い
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
飢
え
」
の
問
題
が
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
問
題
へ
と
帰
着
し
て
し
ま

う
の
は
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
一
九
四
五
年
の
、
あ
る
い
は
語
り

の
現
在
時
で
あ
る
一
九
四
七
年
の
、「
飢
え
」
と
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の

実
体
を
、
論
者
が
捉
え
切
れ
ず
に
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
で
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
語

り
の
現
在
時
と
作
中
時
間
の
問
題
、
つ
ま
り
一
九
四
七
年
か
ら
一
九

四
五
年
を
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
問
題
を
取
り
扱
い
、
資
料
か
ら
四

五
年
、
四
七
年
の
闇
市
の
在
り
方
の
差
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と

で
、
一
九
四
五
年
の
「
私
」
に
訪
れ
た
「
あ
る
勇
気
」
と
、「
エ
ゴ
イ

ズ
ム
」
と
い
う
評
価
と
を
切
り
離
す
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
そ
の
上

で
、「
飢
え
」
と
し
て
括
ら
れ
た
状
態
が
単
一
の
位
相
で
説
明
し
き
れ

な
い
こ
と
に
着
目
し
、「
私
」
の
な
か
の
理
想
／
現
実
の
別
を
明
ら
か

に
す
る
。
そ
し
て
、
作
品
後
半
で
「
私
」
に
迫
り
来
る
「
さ
ま
ざ
ま

の
構
図
」
と
い
う
社
会
認
識
と
、
こ
れ
に
伴
う
「
私
」
の
変
化
を
分

析
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
作
品
の
「
私
」
の
あ
り
か
た
は
、
梅

崎
の
他
の
小
説
の
よ
う
に
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
内
面
の
問
題
で

説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
私
」
が
他
者
と
自
己
と
を

配
置
し
た
、「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
と
い
う
外
部
へ
の
眼
、
現
実
認
識

の
獲
得
に
こ
そ
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
、
闇
市
と
い
う
場
の
実
像
と
「
あ
る
勇
気
」
の
正
体

「
飢
え
の
季
節
」
は
、「
戦
争
が
す
ん
で
ま
だ
四
箇
月
も
経
た
な
い
」

頃
、
一
九
四
五
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
頃
を
舞
台
に
描
か
れ
て
い

る
。
終
戦
を
起
点
に
考
え
た
と
き
、
こ
の
作
品
に
は
、
ふ
た
つ
の
語

ら
れ
な
い
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
つ
は
「
私
」
が

「
貧
窮
の
底
」
に
落
ち
こ
む
ま
で
の
四
ヶ
月
間
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ

が
退
職
後
の
二
年
間
で
あ
る
。

ま
ず
は
、「
私
」
が
「
今
の
勤
め
先
」
に
入
る
ま
え
、
終
戦
か
ら
の

三
ヶ
月
あ
ま
り
を
考
え
て
み
た
い
。

戦
争
が
す
ん
で
ま
だ
四
箇
月
も
経
た
な
い
と
い
う
の
に
、
私
は

あ
ら
か
た
持
物
を
売
り
つ
く
し
て
、
止
む
な
く
今
の
勤
め
先
に

入
っ
た
と
い
う
訳
で
あ
っ
た
。
復
員
後
た
だ
ち
に
上
京
し
て
み

る
と
、
私
が
つ
と
め
て
い
た
会
社
の
あ
た
り
は
焼
野
原
に
な
っ

て
い
て
、
焼
け
の
こ
っ
た
く
さ
む
ら
の
中
で
蟋
蟀
が
な
い
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
た
。
社
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
判
ら
な
か
っ
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た
。
こ
ん
な
具
合
で
私
は
う
や
む
や
の
中
に
失
業
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
二
箇
月
ば
か
り
売
り
食
い
し
て
あ
そ
ん
だ
。

だ
か
ら
金
銭
的
な
意
味
で
は
、
私
は
貧
窮
の
底
に
い
た
の
だ
。

「
私
」
は
復
員
と
と
も
に
失
業
し
、
そ
の
際
持
ち
帰
っ
た
物
品
を

「
売
り
食
い
」
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。

や
が
て
売
る
も
の
が
な
く
な
り
、「
私
」
は
神
田
の
広
告
会
社
に
就
職

す
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
私
」
が
「
持
物
を
売
り
」
な
が
ら

生
き
て
い
た
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、
最
初
期
の
闇
市
は
、
ま
さ
に

「
私
」
の
し
た
よ
う
に
、
本
来
露
天
商
人
で
は
な
い
者
達
が
売
り
物
を

広
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
松
平

誠
 5
は
初
期
の
闇
市
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

	

都
内
の
鉄
道
駅
前
に
、
ゴ
ザ
を
広
げ
、
蜜
柑
箱
を
並
べ
て
、

い
ち
早
く
ひ
し
め
い
て
い
た
ヤ
ミ
市
の
人
び
と
、
そ
れ
を
第
一

世
代
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
、
本
来
の
露
天
商
人
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
職
業
を
持
ち
、
生
計
を
営
む
術
を
知
っ
て
い
た
人
び
と

で
あ
っ
た
。〔
中
略
〕
そ
れ
を
束
ね
た
の
は
、
戦
争
前
か
ら
の
露

天
商
人
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
ヤ
ミ
市
商
売
を
実
際
に
手
掛
け
は

じ
め
た
者
の
多
く
は
、
露
天
の
商
売
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
な
人

た
ち
で
あ
っ
た
。

松
平
は
こ
の
よ
う
な
初
期
の
闇
市
の
参
入
者
に
つ
い
て
、「
そ
の

日
一
日
の
露
天
商
売
も
あ
れ
ば
、
簞
笥
の
奥
か
ら
引
き
出
し
て
き
た

品
物
を
並
べ
て
売
り
に
出
す
、
リ
サ
イ
ク
ル
・
バ
ザ
ー
の
走
り
の
よ

う
な
人
た
ち
も
い
た
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
経
験
を
経
て
き

た
「
私
」
に
と
っ
て
闇
屋
は
、
決
し
て
特
別
な
存
在
、
自
身
と
隔
た
っ

た
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
す
れ
ば
、
作
品
結
末
部
で
「
私
」
が

想
像
す
る
闇
屋
は
、
古
閑
の
言
う
よ
う
な
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
肯
定
」

に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
「
新
し
い
生
き
方
」
で
は
な
い
。「
私
」
は

す
で
に
、「
ヤ
ミ
市
商
売
を
実
際
に
手
掛
け
は
じ
め
た
者
」
の
ひ
と
り

と
し
て
、
語
ら
れ
な
い
三
ヶ
月
あ
ま
り
を
過
ご
し
て
き
て
い
た
の
で

あ
る
。

ま
た
、
闇
屋
そ
の
も
の
も
、「
あ
る
勇
気
」
を
胸
に
「
エ
ゴ
イ
ズ

ム
」
に
突
き
進
ん
で
い
く
よ
う
な
悲
壮
さ
と
は
無
縁
の
職
業
と
し
て

成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
茶
本
繁
正
 6
は
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

「
電
車
に
も
ま
れ
て
工
場
に
通
勤
し
、
一
日
五
円
の
給
料
を
貰

う
よ
り
、
買
出
し
で
も
や
っ
た
方
が
ず
っ
と
気
が
利
い
て
い
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る
。
今
ま
で
勤
め
の
余
暇
で
は
都
内
で
は
一
貫
目
十
五
円
の
藷

し
か
買
え
な
か
っ
た
が
、
ル
ン
ペ
ン
に
な
れ
ば
（
失
業
す
れ
ば
）

千
葉
県
下
ま
で
買
出
し
に
行
け
る
の
で
、
一
貫
目
八
円
で
手
に

入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
月
に
五
回
の
買
出
し
だ
け
で
汽
車
賃
を

引
い
て
も
二
〇
〇
円
の
金
が
浮
く
」（『
朝
日
新
聞
』
20
年
11
月

29
日
）

	

い
い
か
え
れ
ば
マ
ジ
メ
に
勤
め
れ
ば
ソ
ン
を
す
る
と
い
う
、

ま
と
も
な
勤
労
意
欲
を
持
て
な
い
時
代
だ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
闇

買
出
し
の
職
業
化
が
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
闇
市
を
さ
さ
え
る
仕

入
れ
ル
ー
ト
の
一
つ
と
な
っ
た
。
闇
市
全
盛
時
代
は
一
億
総
闇

行
為
時
代
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

茶
本
が
紹
介
す
る
新
聞
記
事
が
ま
さ
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
一

九
四
五
年
一
一
月
と
い
う
作
品
舞
台
は
、「
マ
ジ
メ
に
勤
め
れ
ば
ソ

ン
を
す
る
」
時
代
だ
っ
た
。
職
を
辞
し
て
闇
屋
に
な
る
こ
と
を
想
起

す
る
「
私
」
の
あ
り
か
た
は
、
決
し
て
「
私
」
の
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
ご
く
一
般
的
な
時
代
感
覚
と
い
え
る
。
そ

し
て
そ
う
し
た
職
業
的
な
「
闇
買
い
出
し
」
は
、
都
心
の
食
糧
を
支

え
る
闇
市
の
重
要
な
仕
入
れ
方
法
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

闇
屋
が
ご
く
一
般
的
な
職
業
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
当

時
の
闇
市
の
形
成
が
「
復
興
」
と
し
て
報
道
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら

も
判
断
で
き
る
。
終
戦
か
ら
丁
度
二
ヶ
月
後
、
一
九
四
五
年
一
〇
月

一
五
日
に
発
行
さ
れ
た
「
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
」
で
は
、「
復
興
す
る
店

舗
」
と
題
し
、
八
枚
の
写
真
を
掲
載
し
た
記
事
が
巻
頭
に
配
さ
れ
て

い
る
。
写
真
は
新
宿
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
浅
草
仲
見
世
の
も
の
で
、
靴
、

木
綿
糸
、
し
ゃ
も
じ
の
売
買
の
様
子
や
、
う
ど
ん
屋
な
ど
が
写
さ
れ

て
い
る
。
記
事
か
ら
引
用
し
て
み
る
。

	

こ
ん
な
に
も
東
京
は
焼
け
た
の
か

―
戦
争
中
は
さ
う
思
は

な
く
て
も
、
さ
て
敗
戦
と
い
ふ
冷
厳
な
事
実
の
う
ち
に
戦
争
が

終
つ
て
み
る
と
、
い
ま
更
の
や
う
に
東
京
の
廃
墟
が
目
に
つ

く
。
だ
が
、
そ
れ
も
し
ば
し
、
い
ま
東
京
の
商
店
街
は
新
し
い

日
本
建
設
の
声
と
共
に
続
々
と
復
興
し
つ
ゝ
あ
る
。

〔
中
略
〕
そ
し
て
た
と
へ
そ
れ
が
露
店
で
あ
ら
う
と
、
葭
州
張
り

の
貧
し
い
小
屋
で
あ
ら
う
と
、
浅
草
の
仲
見
世
を
は
じ
め
店
舗

の
復
興
と
と
も
に
、
い
ま
ま
で
見
当
ら
な
か
つ
た
品
物
が
続
々

と
店
頭
に
姿
を
現
は
し
た
。

写
真
が
紹
介
さ
れ
た
新
宿
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
、「
光
は
新
宿
よ
り
」
を

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
終
戦
の
わ
ず
か
五
日
後
、
八
月
二
〇
日
に
誕

生
し
た
最
初
期
の
代
表
的
な
闇
市
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
東
京
の
商
店

街
」
と
し
て
、「
復
興
」
の
一
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
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闇
市
お
よ
び
闇
屋
が
当
時
極
め
て
肯
定
的
に
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
十
分
に
示
す
だ
ろ
う
。「
私
」
の
特
異
性
は
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
時

代
に
お
い
て
、
闇
屋
を
続
け
ず
に
就
職
し
て
い
っ
た
こ
と
に
こ
そ
あ

る
の
だ
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
闇
屋
行
為
と
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
を

結
ぶ
読
解
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
の
一
端
は
、

も
う
ひ
と
つ
の
語
ら
れ
な
い
時
間
、
つ
ま
り
一
九
四
五
年
か
ら
一
九

四
七
年
末
ま
で
の
空
白
に
あ
る
。

一
九
四
六
年
ご
ろ
か
ら
順
次
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
取
締
に
よ
っ

て
、
闇
市
は
必
然
的
に
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
の
色
合
い
を

強
め
て
い
く
。
語
り
の
現
在
時
で
あ
る
一
九
四
七
年
末
時
点
で
は
、

闇
市
へ
の
圧
迫
は
非
常
に
強
ま
り
、
都
内
の
飲
食
店
は
一
部
を
除
き

営
業
禁
止
と
さ
れ
た
。
そ
の
頃
の
闇
市
統
制
に
つ
い
て
、
猪
野
健

治
 ７
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ

－

政
府

－
警
察
が
闇
市
掃
討
に
執
念
を
燃
や
し
た
の

は
、
そ
こ
に
禁
制
品
が
並
ん
で
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
闇
市
と

い
う
特
異
な
「
解
放
区
」
を
通
じ
て
、
日
本
人
窮
民
、
朝
鮮
人
、

台
湾
人
の
大
群
が
結
ば
れ
、
革
命
的
に
連
帯
し
て
い
く
こ
と
を

な
に
よ
り
も
恐
れ
た
の
で
あ
る
。

	

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
闇
市
対
策
の
う
た
い
文
句
の
一
つ
に
そ
こ
を
仕
切

る
親
分
、
子
分
組
織
を
叩
き
つ
ぶ
し
、
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
・

チ
ェ
ー
ン
に
再
編
す
る

―
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。〔
中
略
〕
Ｇ

Ｈ
Ｑ
は
、
親
分
、
子
分
組
織
を
「
日
本
民
主
化
」
の
ガ
ン
と
受

け
と
め
て
い
た
。

つ
ま
り
、
一
九
四
五
年
の
「
私
」
の
想
起
す
る
闇
市
と
、
一
九
四

七
年
の
「
私
」
が
語
る
闇
市
と
の
位
相
は
、「
Ｇ
Ｈ
Ｑ

－

政
府

－

警

察
」
に
よ
る
強
力
な
統
制
に
よ
っ
て
、
明
確
に
隔
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
統
制
強
化
後
の
、
ブ
ラ
ッ
ク

マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
闇
市
を
「
飢
え
の
季
節
」
に
読
み
込
ん
で
き

た
。
論
者
が
闇
市
・
闇
屋
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
先
入
観
が
、
作
品

読
解
に
多
大
に
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
舞
台
で
あ
る
一

九
四
五
年
の
闇
市
の
実
体
を
可
視
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
に
対
し

て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
無
自
覚
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、「
エ
ゴ

イ
ズ
ム
の
肯
定
」
へ
進
む
「
私
」、
と
い
う
読
解
へ
と
繋
が
っ
て
い
る

の
だ
。

み
て
き
た
よ
う
に
、「
あ
る
勇
気
」
は
、
常
に
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と

組
み
合
わ
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
て
闇
市
の
イ
メ
ー
ジ

を
同
時
代
的
な
理
解
へ
と
引
き
戻
し
、
闇
屋
へ
と
転
じ
る
こ
と
が

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
き
、
テ
ク
ス
ト
内
に
描
か
れ
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た
「
あ
る
勇
気
」
は
ど
の
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、「
あ
る
勇
気
」
が
「
胸
に
の
ぼ
っ
て
く
る
」
ま
で
の
経
緯
を

詳
細
に
確
認
し
た
い
。

「
私
の
給
料
が
月
給
で
な
く
日
給
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
も

一
日
三
円
の
割
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
の
私
の
衝
動
は
ど
ん
な

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
、
給
料
が
日
給
三
円
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た

「
私
」
は
「
衝
動
」
を
覚
え
る
。
こ
の
「
衝
動
」
は
、「
す
ぐ
胸
の
奥

で
消
え
て
し
ま
っ
て
」、
そ
の
か
わ
り
に
「
水
の
よ
う
に
静
か
な
怒

り
」
が
湧
い
て
く
る
。
こ
の
「
静
か
な
怒
り
」
と
と
も
に
、「
私
」
は

「
辞
め
る
決
心
」
を
固
め
る
。
辞
意
を
課
長
に
伝
え
、「
こ
こ
を
辞
め

た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
危
惧
」
を
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
」

だ
と
打
ち
消
し
た
と
き
「
私
」
が
感
じ
て
い
る
の
が
「
あ
る
勇
気
」

で
あ
り
、「
盗
み
も
す
る
必
要
が
な
い
、
静
か
な
生
活
」
と
い
う
未
来

に
絶
望
し
た
と
き
引
き
替
え
に
生
じ
て
来
る
の
が
「
あ
る
勇
気
」
だ
。

「
私
」
に
「
衝
動
」
を
抱
か
せ
た
の
は
「
一
日
三
円
」
と
い
う
金
額

だ
け
で
は
な
く
、「
給
料
が
月
給
で
な
く
日
給
で
あ
る
こ
と
」
で
も
あ

る
。「
私
」
が
求
め
て
い
た
の
は
「
静
か
な
生
活
」
で
あ
る
。「
私
」

が
期
待
し
て
い
た
の
は
、
月
給
制
で
、
し
か
も
「
静
か
な
生
活
」
を

お
く
る
だ
け
の
金
額
の
給
料
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
月
給
と

い
う
制
度
へ
の
期
待
は
、「
私
」
が
刹
那
的
な
「
飢
え
」
の
解
消
で
は

な
く
、
恒
久
的
な
安
定
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
私
」
の
期
待
が
反
転
し
た
と
こ
ろ
に
立
ち
上
っ
て
く

る
の
が
「
あ
る
勇
気
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
あ
る
勇
気
」
と
は
、「
静

か
な
生
活
」
を
諦
め
「
流
転
の
生
活
」
へ
踏
み
込
む
勇
気
、
つ
ま
り

月
給
制
の
勤
め
人
と
し
て
の
安
定
し
た
生
活
を
諦
め
、
そ
の
日
そ
の

日
の
食
い
扶
持
を
稼
ぐ
不
安
定
な
生
活
へ
と
飛
び
込
む
勇
気
で
あ

る
。
闇
屋
と
乞
食
の
老
爺
が
同
列
に
想
起
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
考
え

て
も
、
そ
こ
に
適
法
／
違
法
と
い
う
問
題
は
内
在
し
て
い
な
い
。「
あ

る
勇
気
」
は
、
安
定
と
の
訣
別
の
勇
気
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
私
」
を
そ
の
決
断
へ
と
導
い
た
も
の

が
、
単
に
「
飢
え
」
の
み
で
説
明
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
れ
は
、
す
で
に
初
期
闇
市
の
参
入
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
私
」
が

社
会
の
動
勢
に
背
く
よ
う
に
就
職
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
い

で
も
あ
る
。
そ
れ
に
答
え
る
た
め
に
、「
私
」
に
と
っ
て
の
「
飢
え
」、

食
欲
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
を
拾
い
上
げ
て
み
た
い
。

二
、「
飢
え
」
と
食
欲

「
私
」
の
「
飢
え
」
は
、
本
文
冒
頭
か
ら
登
場
す
る
。「
そ
の
頃
の

私
は
、
毎
朝
四
時
に
眼
が
さ
め
た
。」
と
い
う
書
き
出
し
に
続
け
て
、

そ
の
「
い
つ
も
ひ
ど
く
悪
か
っ
た
」「
覚
め
ぎ
わ
の
気
分
」
は
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
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寝
覚
め
の
と
き
と
い
う
も
の
は
、
普
通
の
男
な
ら
皆
あ
ら
あ
ら

し
く
精
気
に
み
ち
て
い
る
筈
な
の
に
、
な
ぜ
私
だ
け
が
そ
ん
な

眼
覚
め
か
た
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
私
の
肉
体
が
病
ん
で
い
る
わ

け
で
も
な
か
っ
た
。
精
神
が
絶
望
し
て
い
る
わ
け
で
も
更
に
な

か
っ
た
。
た
だ
ひ
と
つ
、
私
に
そ
ん
な
寝
覚
め
を
強
要
す
る
た

だ
ひ
と
つ
は

―
つ
ま
り
私
の
腹
が
極
度
に
減
っ
て
い
る
か
ら

な
の
で
あ
っ
た
。

「
普
通
の
男
な
ら
皆
あ
ら
あ
ら
し
く
精
気
に
み
ち
て
い
る
筈
」
の

朝
は
、「
腹
が
極
度
に
減
っ
て
い
る
」
と
い
う
食
欲
に
よ
っ
て
上
書
き

さ
れ
て
し
ま
う
。「
飢
え
」
は
は
じ
め
か
ら
、
性
欲
と
む
す
び
つ
く
よ

う
に
登
場
す
る
の
だ
。
食
欲
と
性
欲
が
未
分
化
の
ま
ま
に
お
か
れ
た

よ
う
な
描
写
は
、
こ
の
直
後
の
食
物
の
想
像
に
も
つ
づ
い
て
い
く
。

「
豚
肉
の
煮
た
も
の
や
秋
刀
魚
の
焼
き
た
て
。
ま
た
歯
ご
た
え
の

あ
る
沢
庵
。
烏
賊
の
さ
し
み
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
。
あ
た
た
か
い
シ
チ

ウ
。
玉
子
焼
」「
鰻
の
蒲
焼
。
肉
の
揚
物
。
木
の
芽
あ
え
。
田
楽
」
な

ど
、
思
い
つ
く
限
り
の
食
物
が
列
挙
さ
れ
、「
私
」
は
そ
れ
を
「
私
は

じ
っ
く
り
と
全
身
を
も
っ
て
舐
め
ま
わ
し
な
が
ら
、
ま
た
次
へ
移
っ

て
ゆ
く
」。
そ
れ
ら
の
食
物
は
、「
聯
想
の
乳
房
」
と
表
現
さ
れ
、「
私
」

は
そ
の
「
乳
房
」
を
次
々
に
取
り
換
え
る
よ
う
に
食
物
を
想
像
し
つ

づ
け
る
。

こ
う
し
た
食
欲
と
性
欲
が
錯
乱
し
た
想
像
は
、「
食
物
の
幻
想
の

オ
ナ
ニ
ー
」
と
表
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
毎
日
の
習
慣
と
な
っ
て
い
る

そ
の
「
食
物
の
幻
想
の
オ
ナ
ニ
ー
」
は
、「
私
」
が
通
勤
に
利
用
す
る

「
南
武
線
」
の
「
始
発
電
車
の
ひ
び
き
」
に
よ
っ
て
断
ち
き
ら
れ
、

「
私
」
は
幻
想
か
ら
現
実
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
毎
日
の
所
作
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
食
欲
と
性
欲
と
の
混

乱
は
、
現
実
認
識
の
な
か
に
ま
で
侵
食
し
つ
つ
あ
る
。

す
す
け
た
鉄
色
の
入
組
ん
だ
、
袋
の
よ
う
な
形
や
棒
の
組
み
合

わ
さ
っ
た
電
車
の
下
部
構
造
が
、
あ
ら
わ
に
私
の
眼
に
映
じ
て

く
る
と
き
、
私
は
な
に
か
醜
悪
な
色
情
を
そ
れ
に
感
じ
る
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
私
の
空
腹
感
と
ま
じ
り
あ
っ
て
、

あ
る
や
り
き
れ
な
い
気
分
と
し
て
私
の
胸
に
ひ
ろ
が
っ
て
く
る

の
で
あ
っ
た
。

「
私
」
は
「
電
車
の
下
部
構
造
」
に
、「
醜
悪
な
色
情
」
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
毎
日
の
「
食
物
の
幻
想
の
オ
ナ
ニ
ー
」

が
、
電
車
の
ひ
び
き
に
よ
っ
て
断
ち
き
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
。
目
覚
め
か
ら
は
じ
ま
り
電
車
に
よ
っ
て
引
き

戻
さ
れ
る
、
と
い
う
一
連
の
「
オ
ナ
ニ
ー
」
の
習
慣
が
、
性
欲
と
食

欲
と
の
錯
綜
を
「
私
」
の
視
覚
そ
の
も
の
に
ま
で
敷
衍
し
て
き
て
い
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る
の
で
あ
る
。「
長
山
ア
キ
子
の
ふ
く
ら
ん
だ
頬
ぺ
た
が
麺
麭
み
た

い
に
見
え
て
き
た
り
す
る
」
と
い
う
「
私
」
の
混
乱
し
た
視
覚
が
会

長
で
も
庶
務
課
長
で
も
な
く
、
長
山
ア
キ
子
に
の
み
向
け
ら
れ
る
、

と
い
う
の
も
、
こ
の
性
欲
と
食
欲
と
の
錯
綜
と
無
関
係
で
は
あ
り
え

な
い
。

た
だ
し
、「
私
」
が
電
車
か
ら
感
じ
る
「
色
情
」
を
「
醜
悪
」
だ
と

判
断
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
と
き

「
私
」
は
、「
昌
平
橋
の
た
も
と
に
あ
る
外
食
食
堂
」
へ
と
向
か
っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
外
食
食
堂
の
食
事
は
「
貧
寒
な
食
事
」
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
、
食
事
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
の
ま
ま
「
醜
悪

な
色
情
」
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
一
方
で
「
食
物
の
幻
想

の
オ
ナ
ニ
ー
」
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
豚
肉
の
煮
た
も
の
や
秋

刀
魚
の
焼
き
た
て
、
鰻
の
蒲
焼
な
ど
の
、
外
食
食
堂
で
食
い
つ
な
ぐ

「
私
」
に
は
手
の
届
か
な
い
食
事
で
あ
っ
た
。
幻
想
、
夢
想
な
ど
と
呼

ば
れ
る
「
オ
ナ
ニ
ー
」
と
し
て
の
食
物
と
、
貧
寒
、
醜
悪
な
ど
と
組

み
合
わ
さ
れ
る
外
食
食
堂
の
食
物
と
は
、
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い

る
。空

腹
を
満
た
す
と
い
う
「
私
」
の
欲
望
は
、
作
中
で
充
足
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
だ
が
そ
の
な
か
で
も
「
私
」
は
、
手
の
届
き
う
る
「
醜

悪
な
」
食
物
と
、
決
し
て
食
べ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
「
幻
想
」
の
食

物
と
を
切
り
分
け
て
認
識
し
て
い
る
。「
外
食
食
堂
」
や
「
ふ
か
し
芋

だ
と
か
黒
麺
麭
」
な
ど
の
「
安
く
て
腹
一
杯
に
な
る
も
の
」
で
の
「
飢

え
」
の
充
足
は
、「
醜
悪
」
の
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
私
」
の
「
飢
え
」
は
、
た
だ
「
私
」
に
苦
痛
を
の
み
与
え

る
も
の
、
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

	

ま
た
は
る
ば
る
二
時
間
も
電
車
に
ゆ
ら
れ
て
、
稲
田
堤
に

戻
っ
て
行
く
途
中
私
は
、
三
食
で
済
ま
し
た
日
は
割
当
だ
け
で

辛
抱
し
た
と
い
う
か
ど
で
、
あ
る
満
足
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
満
足
に
は
虚
脱
し
た
よ
う
な
苦
痛
が
か
な
ら

ず
伴
っ
て
い
た
。

こ
の
「
満
足
」
は
、
間
借
り
し
て
い
る
農
家
の
あ
る
じ
に
呼
ば
れ

お
茶
を
飲
む
時
に
、
芋
に
手
を
伸
ば
す
の
を
我
慢
し
な
が
ら
感
じ
る

「
嗜
虐
的
な
快
楽
」
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
。「
私
」
は
自
身
の
身
体

的
、
生
理
的
な
欲
望
を
意
志
に
よ
っ
て
抑
制
す
る
こ
と
に
、
あ
る
種

の
快
楽
を
感
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
の
意
志
は
、
と
き
に
容

易
に
、
生
理
的
欲
求
に
負
け
て
し
ま
う
。

	
私
は
乏
し
い
銭
の
中
か
ら
十
五
円
を
さ
い
て
、
あ
る
じ
か
ら

芋
を
一
貫
目
求
め
て
お
い
た
。〔
中
略
〕
十
五
円
は
相
場
で
、
決

し
て
安
い
わ
け
で
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
結
局
安
い
も
の
に
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つ
い
た
。
と
い
う
の
は
、
私
は
と
き
ど
き
人
目
を
ぬ
す
ん
で
土

間
か
ら
ひ
と
つ
ふ
た
つ
と
芋
を
ち
ょ
ろ
ま
か
し
て
、
私
の
風
呂

敷
に
補
充
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
行
為
を
な
す
こ
と
に

お
い
て
、
私
は
胸
が
い
た
ま
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
直
接
私
に
来
る
も
の
は
、
良
心
の
呵
責
と
い
う
よ
う
な
正
統

派
の
も
の
で
は
な
く
て
、
お
そ
ろ
し
く
惨
め
な
敗
北
感
で
あ
っ

た
。〔
中
略
〕
こ
の
行
為
が
衝
動
的
な
も
の
で
な
く
、
計
画
的
で

あ
る
こ
と
が
、
私
の
嫌
悪
を
も
っ
と
も
そ
そ
る
の
で
あ
っ
た
。

意
志
が
欲
望
に
負
け
る
、
と
い
う
の
は
、「
衝
動
的
」
に
盗
み
を
働

い
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
身
体
の

要
請
に
応
じ
る
か
の
よ
う
に
、
意
志
そ
の
も
の
が
「
飢
え
」
を
満
た

す
た
め
の
「
計
画
」
を
立
て
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
意

志
の
統
制
か
ら
生
理
的
欲
求
が
は
み
出
し
て
し
ま
う
の
み
な
ら
ず
、

身
体
の
欲
求
に
意
志
が
服
従
し
て
し
ま
い
「
私
」
そ
の
も
の
が
欲
望

の
充
足
の
た
め
だ
け
に
振
る
舞
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
私
」
は
そ
う
し
た
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
に
「
お
そ
ろ
し
く
惨

め
な
敗
北
感
」
を
抱
く
が
、
こ
れ
は
意
志
が
身
体
に
敗
北
し
た
、
と

い
う
感
覚
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
欲
望
と
意
志
と
が
相
克
し
て
い

る
存
在
と
し
て
「
私
」
は
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
、
さ
き
の
性
欲
の
問
題
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

「
私
」
の
な
か
で
の
意
志
／
欲
望
は
、「
食
物
の
幻
想
の
オ
ナ
ニ
ー
」

／
「
外
食
食
堂
」
の
関
係
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

意
志
や
「
思
想
」、「
芸
術
家
の
た
ま
し
い
」
な
ど
は
、「
幻
想
」
の
よ

う
に
手
の
届
か
な
い
も
の
、
保
持
で
き
な
い
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
、
現
実
的
な
欲
望
に
よ
っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
続
け
て
い
る
の
だ
。

「
私
」
に
と
っ
て
の
「
飢
え
」
は
、
一
面
的
な
も
の
で
は
な
い
。
性

欲
に
「
幻
想
の
オ
ナ
ニ
ー
」
と
「
醜
悪
な
色
情
」
が
両
立
し
て
い
た

よ
う
に
、
食
欲
に
お
い
て
も
理
想
的
な
食
品
（
鰻
の
蒲
焼
な
ど
）
と

現
実
的
な
食
品
（
外
食
食
堂
、
芋
な
ど
）
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、

理
想
／
現
実
が
折
り
重
な
る
あ
り
か
た
は
、
そ
の
ま
ま
「
私
」
の
意

志
／
身
体
の
あ
り
か
た
と
接
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
私
」
の
自
己
認
識
は
、
挿
入
さ
れ
る
「
四
十
歳
位
の

老
兵
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
も
説
明
さ
れ
る
。「
そ
れ
は
人
間
の

眼
で
は
な
か
っ
た
。
ひ
と
つ
の
欲
望
だ
け
が
ぎ
ら
ぎ
ら
と
露
呈
し
た

眼
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
、
残
飯
に
目
を
奪
わ
れ
た
老
兵
に
つ
い
て
の

記
述
は
、「
私
」
に
と
っ
て
、
相
対
化
す
べ
き
自
己
像
と
し
て
立
ち
上

げ
ら
れ
て
い
る
。

「
私
」
は
「
飢
え
」
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
、「
飢
え
」

と
い
う
生
理
的
な
欲
望
に
全
的
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
極
度

に
恐
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
「
私
」
が
と
っ
て
い
る
戦
略
は
、
生
理
的

な
欲
望
と
し
て
の
「
飢
え
」
を
「
醜
悪
」
の
位
置
に
押
し
込
め
、
そ
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の
上
に
「
理
想
」
と
し
て
の
食
物
へ
の
欲
望
、
つ
ま
り
「
食
物
の
幻

想
の
オ
ナ
ニ
ー
」
を
位
置
づ
け
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
老
兵
の

よ
う
に
「
ひ
と
つ
の
欲
望
」
に
よ
っ
て
完
全
に
支
配
さ
れ
た
人
間
を

想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
自
身
の
欲
望
を
理
想
／
現
実
の

二
面
に
切
り
分
け
、
迫
り
来
る
「
醜
悪
」
な
欲
望
の
要
請
か
ら
自
己

を
遠
ざ
け
、
意
志
／
身
体
の
相
克
状
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。

「
私
」
に
と
っ
て
の
「
飢
え
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
、
意
志
と
身
体

と
の
緊
張
関
係
の
な
か
に
生
じ
る
闘
争
を
維
持
し
続
け
る
、
と
い
う

こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
敗
戦
と
い
う
転
換
、
連
続
す
る
時
間

「
私
」
の
「
飢
え
」
を
確
認
し
た
上
で
、「
私
」
が
初
期
闇
市
の
参

入
者
か
ら
脱
し
て
就
職
す
る
こ
と
を
選
び
、
そ
し
て
そ
の
職
を
辞
め

る
こ
と
を
選
ぶ
、
そ
の
二
度
の
変
化
の
理
由
に
立
ち
返
り
た
い
。

広
告
会
社
の
編
輯
部
員
で
あ
る
勤
め
人
と
し
て
の
「
私
」
の
一
日

は
、「
宮
城
遙
拝
と
会
長
ど
の
へ
の
敬
礼
」
か
ら
始
ま
る
。「
私
」
は

そ
の
こ
と
を
不
本
意
に
お
も
い
、「
戦
争
も
終
っ
て
世
の
中
が
大
き

く
転
換
し
よ
う
と
い
う
の
に
」
と
不
満
を
抱
き
な
が
ら
も
、「
給
料
を

貰
っ
て
飯
を
く
う
た
め
に
は
仕
方
が
な
い
」
と
し
て
従
っ
て
い
る
。

「
毎
朝
の
社
長
の
訓
示
」
に
あ
る
「
こ
の
度
は
文
化
国
家
の
建
設
と
デ

モ
ク
ラ
シ
イ
の
啓
蒙
運
動
に
全
力
を
そ
そ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、

宮
城
遙
拝
と
矛
盾
す
る
「
少
々
お
か
し
な
こ
と
」
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
私
」
は
会
社
で
は
「
大
東
京
の
将
来
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
与
え
ら

れ
て
お
り
、「
こ
の
焦
土
の
上
に
、
ど
の
よ
う
な
大
東
京
が
た
て
ら
れ

る
の
か
。
そ
ん
な
未
来
の
東
京
を
夢
想
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
私

の
仕
事
で
あ
っ
た
」
と
認
識
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
私
」

の
認
識
は
誤
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
編
輯
会
議
で
会
長
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「

―
大
東
京
の
将
来
と
い
う
テ
ー
マ
を
つ
か
ん
だ
ら
」
し
ば

ら
く
し
て
会
長
は
は
き
出
す
よ
う
に
口
を
き
っ
た
。「
現
在
何

が
不
足
し
て
い
る
か
。
理
想
の
東
京
を
つ
く
る
た
め
に
は
ど
ん

な
も
の
が
必
要
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
ん
だ
。
例
え
ば
家

を
建
て
る
た
め
の
材
木
だ
」

	

会
長
は
赤
ら
ん
だ
掌
を
く
に
ゃ
く
に
ゃ
動
か
し
て
材
木
の
形

を
し
て
み
せ
た
。

「
材
木
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
ど
の
位
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
か
。
そ

し
て
そ
れ
は
何
々
材
木
会
社
に
頼
め
ば
直
ぐ
手
に
入
る
、
と
こ

う
い
う
具
合
に
や
る
ん
だ
」

「
私
」
が
「
文
化
国
家
」
の
理
想
と
「
食
物
都
市
」
と
い
う
自
身
の

理
想
と
を
織
り
交
ぜ
て
、
東
京
の
都
市
計
画
を
構
想
し
よ
う
と
し
て
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い
た
の
に
対
し
、
会
長
は
広
告
会
社
と
し
て
の
仕
事
、
つ
ま
り
宣
伝

看
板
を
つ
く
り
、
企
業
か
ら
資
金
を
受
け
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

「
私
」
が
所
属
す
る
の
が
一
企
業
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の

が
「
慈
善
事
業
」
な
ど
で
は
な
く
「
儲
け
仕
事
」
で
あ
る
こ
と
。
そ

の
こ
と
に
「
私
」
は
、「
大
東
京
の
将
来
」
構
想
を
提
出
し
た
の
ち
に

よ
う
や
く
気
が
付
く
の
だ
。

会
長
の
声
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
椅
子
に
身
体
を
硬
く
し
て
、

頭
を
た
れ
た
ま
ま
、
私
は
だ
ん
だ
ん
腹
が
立
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
私
の
夢
が
侮
辱
さ
れ
た
の
が
口
惜
し
い
の
で
は
な
い
。
こ

の
会
社
の
そ
の
よ
う
な
営
利
精
神
を
憎
む
の
で
も
な
い
。
佐
藤

や
長
山
の
冷
笑
的
な
視
線
が
辛
か
っ
た
の
で
も
な
い
。
た
だ
た

だ
私
は
自
分
の
間
抜
け
さ
加
減
に
腹
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。

こ
こ
で
「
私
」
は
、「
佐
藤
や
長
山
の
冷
笑
的
な
視
線
」
を
感
じ

と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
二
人
も
「
色
々
鎌
を
か
け
た
り
し
た
揚
句
、

私
に
む
か
っ
て
未
来
の
大
東
京
は
か
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
講
義
ま
で
し
て
聞
か
せ
」
て
い
た
の
で
あ
り
、
つ
ま

り
広
告
会
社
の
仕
事
と
し
て
の
「
大
東
京
の
将
来
」
構
想
の
企
画
意

図
は
、
編
輯
部
の
誰
に
も
伝
わ
ら
ず
、
全
員
が
「
文
化
国
家
の
建
設

の
啓
蒙
」
の
目
的
の
下
に
「
大
東
京
の
将
来
」
を
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
。
広
告
会
社
の
編
輯
部
員
全
員
が
、
仕
事
と
し
て
広
告
看
板
を

作
る
、
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
の
異
常
の
根

底
に
は
、
社
会
に
対
し
て
の
、
会
長
の
認
識
と
編
輯
部
員
の
認
識
の

ず
れ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

「
私
」
は
、「
戦
争
も
終
っ
て
世
の
中
が
大
き
く
転
換
」
し
つ
つ
あ

る
、
と
い
う
認
識
の
も
と
に
生
活
し
て
い
る
。「
現
代
に
は
ふ
た
つ
の

階
級
し
か
な
い
」
と
し
て
「
充
分
食
べ
て
い
る
階
級
と
、
充
分
食
べ

て
い
な
い
階
級
」
を
構
想
す
る
「
私
」
の
考
え
方
は
、
敗
戦
に
よ
っ

て
過
去
に
あ
っ
た
階
級
制
度
が
完
全
に
崩
壊
し
、「
外
見
や
身
分
」
で

区
分
で
き
な
い
、
新
た
な
階
級
制
度
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
も
の
だ
。
一
方
、
会
長
の
考
え
方
で
は
「
儲
け
仕
事
」
と

い
う
ひ
と
つ
の
認
識
の
軸
が
、
一
切
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
な
く
戦
中

か
ら
戦
後
に
か
け
て
連
続
し
て
い
る
。
敗
戦
と
は
会
長
に
と
っ
て

は
、
た
だ
取
り
扱
う
商
材
が
変
化
し
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
稲
田
堤
の
あ
る
じ
」
も
ま
た
、
仕
事
を
軸
に
し
て
戦
中

戦
後
を
連
続
し
た
時
間
と
し
て
生
き
る
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
。「
徹
底
的
な
保
守
家
」「
保
守
反
動
の
輩
」
と
し
て
描
か
れ
る
あ

る
じ
は
、
や
は
り
会
長
と
お
な
じ
よ
う
に
、「
私
」
の
い
う
と
こ
ろ
の

「
充
分
食
べ
て
い
る
階
級
」
に
位
置
し
て
い
る
。

敗
戦
直
後
の
混
乱
期
に
お
い
て
、「
静
か
な
生
活
」
を
本
気
で
希
求
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し
て
い
た
「
私
」
も
ま
た
、
本
質
的
に
は
、
戦
前
的
な
生
活
を
想
定

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
闇
屋
的
な
「
売
り
食

い
」
生
活
を
や
め
て
就
職
し
た
と
き
、「
私
」
は
戦
前
の
会
社
勤
め
の

こ
ろ
の
よ
う
な
「
静
か
な
生
活
」
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
、

も
は
や
敗
戦
前
の
よ
う
な
階
級
制
度
や
組
織
体
系
は
完
全
に
崩
れ

去
っ
た
と
い
う
社
会
認
識
と
を
、
自
分
に
と
っ
て
は
矛
盾
な
く
内
面

化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
勤
め
人
と
し
て
の
生
活
に
も
ど
っ
た
「
私
」
に
突
き

つ
け
ら
れ
た
の
は
、
戦
中
か
ら
の
連
続
し
た
時
間
を
生
き
る
者
が
食

い
、
新
し
い
社
会
の
中
で
「
文
化
国
家
の
建
設
」
を
考
え
よ
う
と
す

る
者
が
食
え
ず
に
い
る
、
と
い
う
現
実
だ
っ
た
。「
私
」
は
崩
壊
し

去
っ
た
は
ず
の
「
階
級
」
に
よ
っ
て
、
再
び
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

四
、
迫
り
来
る
「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」

「
充
分
食
べ
て
い
る
階
級
と
、
充
分
食
べ
て
い
な
い
階
級
」
の
な
か

で
、「
も
っ
と
も
侮
蔑
さ
れ
る
階
級
に
属
し
て
い
る
」
と
自
己
規
定
し

て
き
た
「
私
」
だ
が
、
そ
の
単
純
な
社
会
意
識
は
「
さ
ま
ざ
ま
の
構

図
が
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
心
を
去
来
」
し
て
く
る
こ
と
で
、
突
き
崩

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
に
つ
い
て
考
察

し
て
ゆ
く
。

し
き
り
に
胸
を
熱
く
し
て
来
る
も
の
が
あ
っ
て
、
食
物
の
味
も

わ
か
ら
な
い
位
だ
っ
た
。
私
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
の
構
図

が
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
心
を
去
来
し
た
。
毎
日
白
い
御
飯
を
腹

い
っ
ぱ
い
に
詰
め
、
鶏
に
ま
で
白
米
を
や
る
下
宿
の
あ
る
じ
、

闇
売
り
で
ず
い
ぶ
ん
儲
け
た
く
せ
に
柿
の
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
で

怒
っ
て
い
る
裏
の
吉
田
さ
ん
。
高
価
な
莨
を
ひ
っ
き
り
な
し
に

吸
っ
て
血
色
の
い
い
会
長
。
鼠
の
よ
う
な
庶
務
課
長
。
膝
頭
が

青
白
く
飛
出
た
佐
藤
。
長
山
ア
キ
子
の
腐
っ
た
芋
の
弁
当
。
国

民
服
一
着
し
か
も
た
な
い
Ｔ
・
Ｉ
氏
。
お
尻
の
破
れ
た
青
い
モ

ン
ペ
の
女
。
電
車
の
中
で
私
を
押
し
て
来
る
勤
め
人
た
ち
。
た

だ
一
食
の
物
乞
い
に
上
衣
を
脱
ご
う
と
し
た
老
爺
。
そ
れ
ら
の

た
く
さ
ん
の
構
図
に
か
こ
ま
れ
て
、
朝
起
き
た
時
か
ら
食
べ
物

の
こ
と
ば
か
り
妄
想
し
、
こ
そ
泥
の
よ
う
に
芋
や
柿
を
か
す
め

て
い
る
私
自
身
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
人
物
が
「
充
分
食
べ
て
い
る
階
級
と
、
充
分
食
べ
て
い

な
い
階
級
」
の
二
つ
に
別
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は

「
私
」
を
取
り
囲
む
よ
う
に
、
登
場
人
物
た
ち
が
個
別
に
立
ち
上
が
っ

て
い
る
。

こ
の
羅
列
さ
れ
た
登
場
人
物
た
ち
の
な
か
で
特
徴
的
な
の
は
、

Ｔ
・
Ｉ
氏
だ
。 8
「
私
は
ま
だ
そ
の
頃
Ｔ
・
Ｉ
氏
に
面
識
は
な
か
っ
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た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
Ｔ
・
Ｉ
氏
は
、
あ

る
じ
と
の
茶
飲
み
話
の
登
場
人
物
に
す
ぎ
な
い
。「
私
」
と
Ｔ
・
Ｉ
氏

が
知
り
合
い
、「
私
」
に
と
っ
て
彼
が
「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
の
一
要

素
と
な
る
の
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
四
七
年
の
間
の
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
四
五
年
の
「
私
」
が
自
身
を
取
り
ま
い
て
い
る
「
構
図
」

を
認
識
す
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
い
ま
だ
面
識
の
な
い
は
ず
の

Ｔ
・
Ｉ
氏
も
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
一
九
四
七
年
時
点
で
の
「
私
」
の
認
識
や
価
値
判
断
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
触
れ
る
こ
と

に
し
た
い
。

あ
る
じ
の
家
に
「
食
事
付
」
で
下
宿
し
て
い
た
Ｔ
・
Ｉ
氏
は
、

「
私
」
の
ふ
た
つ
の
階
級
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、「
充
分
食
べ
て
い
る

階
級
」
に
含
ま
れ
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
「
国
民
服
一
着

し
か
も
た
な
い
Ｔ
・
Ｉ
氏
」
と
表
記
さ
れ
る
。「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」

を
想
起
す
る
「
私
」
の
な
か
で
、「
充
分
食
べ
て
い
る
階
級
と
、
充
分

食
べ
て
い
な
い
階
級
」
と
い
う
認
識
が
絶
対
性
を
失
い
、
二
つ
の

「
階
級
」
で
は
区
分
し
き
れ
な
い
現
実
に
「
私
」
が
直
面
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。

Ｔ
・
Ｉ
氏
以
外
の
、「
構
図
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
人
々
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。「
私
」
と
佐
藤
や
長
山
と
は
、
先
述
し
た
と

お
り
、
社
会
認
識
と
い
う
点
を
共
有
し
て
い
る
。
で
は
、「
私
」
は
会

社
を
辞
め
、
佐
藤
と
長
山
と
は
「
待
遇
改
善
の
争
議
」
を
起
こ
す
、

と
い
う
結
末
の
違
い
は
、
何
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者

を
隔
て
て
い
る
も
の
も
ま
た
、
食
だ
。
食
事
の
内
容
、「
貧
寒
」
さ
、

と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ど
こ
で
食
事
を
と
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。

「
私
」
は
外
食
食
堂
で
食
事
を
と
り
、
佐
藤
と
長
山
は
、
会
社
内
で

隠
す
よ
う
に
弁
当
を
食
べ
て
い
る
。
会
社
内
に
留
ま
る
佐
藤
と
長
山

は
、
会
社
と
い
う
組
織
内
で
、
階
級
の
問
題
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
そ
の
こ
と
が
、「
待
遇
改
善
の
争
議
」
と
い
う
、
団
体
の
運
動

と
し
て
の
抵
抗
 9
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
一
方
で
外
食
食
堂
で
食
事

を
と
る
「
私
」
は
、「
脱
落
し
た
風
貌
の
連
中
」
の
な
か
に
も
、「
青

い
モ
ン
ペ
の
女
」
の
よ
う
に
充
分
に
食
え
て
い
る
人
々
が
い
る
こ
と

を
目
の
当
た
り
に
し
続
け
て
い
る
。

闇
屋
と
し
て
生
計
を
立
て
る
彼
ら
は
、
ま
さ
し
く
戦
後
の
混
乱

期
、
無
秩
序
状
態
と
な
っ
た
焼
け
野
原
に
出
現
し
た
、
新
し
い
集
団

で
あ
る
。
会
長
や
あ
る
じ
の
よ
う
に
、
戦
中
か
ら
連
続
し
た
時
間
を

生
き
る
こ
と
で
食
え
て
い
る
人
間
で
は
な
い
。「
階
級
」
と
い
う
戦
前

的
な
社
会
体
制
か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
、
組
織
で
は
な
く
個
人
と

し
て
生
き
て
い
る
主
体
な
の
だ
。
編
輯
部
員
の
中
で
「
私
」
だ
け
が
、

そ
の
有
様
を
横
目
に
み
な
が
ら
食
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
物
乞
の
老
爺
も
、
同
じ
く
階
級
制
度
か
ら
逸
脱
し
た
存
在

で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
着
て
い
る
も
の
を
差
し
出
し
て
食
を
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乞
お
う
と
す
る
老
爺
は
、
身
辺
の
も
の
を
「
売
り
食
い
」
し
て
い
た

「
私
」
の
、
あ
り
得
た
未
来
の
姿
で
も
あ
る
。

自
宅
と
会
社
に
お
い
て
は
、
戦
中
か
ら
の
連
続
を
生
き
る
人
々

を
、
そ
し
て
外
食
食
堂
の
周
辺
で
は
、
戦
後
の
新
し
い
混
乱
に
生
ま

れ
た
人
々
を
み
て
き
た
「
私
」
だ
け
は
、「
静
か
な
生
活
」
と
社
会
の

大
転
換
と
が
両
立
し
え
な
い
、
と
い
う
現
実
に
た
ど
り
着
く
契
機
を

得
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
認
識
が
、「
私
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
と
し
て

の
社
会
把
握
を
生
み
出
し
、「
私
」
を
揺
り
動
か
す
。「
さ
ま
ざ
ま
の

構
図
」「
た
く
さ
ん
の
構
図
」
と
し
て
社
会
を
把
握
す
る
よ
う
に
な
っ

た
「
私
」
に
と
っ
て
、
敗
戦
に
よ
っ
て
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い

会
長
や
あ
る
じ
の
考
え
も
、
敗
戦
に
よ
っ
て
無
条
件
に
変
革
が
引
き

起
こ
さ
れ
た
と
い
う
過
去
の
自
身
の
考
え
も
、
も
は
や
信
じ
切
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
食
え
る
／
食
え
な
い
と
い
う
二
項
対
立
的
な
「
階

級
」
認
識
も
、
結
局
は
現
実
を
図
式
的
に
切
り
分
け
る
所
作
を
戦
前

か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
社
会
の
転
換
、
混
乱
は
、
そ

う
し
た
図
式
化
が
不
可
能
な
、「
さ
ま
ざ
ま
の
」
か
た
ち
で
「
私
」
の

前
に
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
認
識
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
混
乱
し
た
社
会
を
知
る
こ
と
で
、
自
身
の
な
か
に

あ
っ
た
二
項
対
立
的
な
「
階
級
」
と
し
て
の
社
会
把
握
を
捨
て
、
そ

の
上
で
「
私
は
私
の
道
を
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
他
は
な
」
い
、
と
考

え
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
「
構
図
」
に
含
ま
れ
る
種
々
の
登
場
人
物
た

ち
の
生
き
方
を
模
倣
す
る
こ
と
で
も
、「
階
級
」
の
な
か
を
甘
ん
じ
て

生
き
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
と
は
別
個
の
、「
私
の
道
」
を
探
し

求
め
る
決
意
で
あ
る
。

「
あ
る
勇
気
」
が
「
静
か
な
生
活
」
を
諦
め
「
流
転
の
生
活
」
へ
踏

み
込
む
勇
気
で
あ
り
、
安
定
を
諦
め
る
勇
気
で
あ
る
と
き
、「
私
」
が

選
び
取
っ
た
「
流
転
の
生
活
」
と
は
、
単
に
不
安
定
な
そ
の
日
暮
ら

し
、
と
い
う
意
味
だ
け
に
お
さ
ま
ら
な
い
。
敗
戦
と
い
う
契
機
を
み

つ
め
な
お
し
、
戦
前
戦
中
か
ら
の
価
値
観
を
引
き
摺
っ
た
社
会
か
ら

訣
別
し
、
新
し
い
日
本
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
混
乱
の
な
か
で

「
私
」
だ
け
の
「
道
」
を
進
ん
で
い
く
、
と
い
う
勇
気
な
の
で
あ
る
。

会
社
を
辞
め
た
「
私
」
は
、「
電
車
み
ち
ま
で
出
て
ふ
り
か
え
る

と
、
曇
り
空
の
下
で
灰
色
の
こ
の
焼
け
ビ
ル
は
、
私
の
飢
え
の
季
節

の
象
徴
の
よ
う
に
か
な
し
く
そ
そ
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
語

る
。「
焼
け
ビ
ル
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
周
辺
一
帯
が
空
襲
で
焼
か
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
焼
け
ビ
ル
」
は
戦
災
の
象
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
一
方
「
私
」
に

と
っ
て
は
、
戦
中
と
連
続
し
た
時
間
を
進
ん
で
い
く
会
社
の
象
徴
で

も
あ
る
。「
私
」
は
、「
焼
け
ビ
ル
」
の
な
か
に
「
宮
城
遙
拝
」
が
お

こ
な
わ
れ
る
よ
う
な
日
本
が
続
い
て
い
た
こ
と
そ
の
も
の
を
、「
飢
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え
の
季
節
の
象
徴
」
と
し
て
「
ふ
り
か
え
る
」
の
で
あ
る
。

五
、「
私
の
道
」
と
一
九
四
七
年

「
私
は
私
の
道
を
自
分
で
切
り
ひ
ら
い
て
ゆ
く
他
」
な
い
、
と
決
意

は
語
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
「
私
の
道
」
の
具
体
像
は
作
中
で
明
示

さ
れ
て
は
い
な
い
。
闇
屋
や
乞
食
を
思
い
「
そ
こ
に
も
生
き
る
途
が

ひ
と
つ
は
あ
る
筈
」
だ
と
考
え
る
「
私
」
に
と
っ
て
、「
私
の
道
」
は

固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
無
数
の
可
能
性
の
な
か
を
「
切
り
ひ
ら

い
て
ゆ
く
」
も
の
で
あ
る
。
だ
が
後
日
談
が
ご
く
僅
か
で
あ
る
が
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
の
道
」
の
か
た
ち
は
示
唆
さ
れ
て
い

る
。そ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、「
飢
餓
の
季
節
は
こ
れ
で
終
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
二
年
経
っ
た
今
で
も
私
の
飢
え
は
つ

づ
い
て
い
る
」
と
語
り
な
が
ら
も
、
勤
め
先
の
「
焼
け
ビ
ル
」
こ
そ

が
「
私
の
飢
え
の
季
節
の
象
徴
」
で
あ
る
、
と
語
る
「
私
」
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。

	

あ
の
会
社
も
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
よ
く
知
ら
ぬ
。
私

が
や
め
て
二
箇
月
程
し
て
、
新
聞
紙
上
で
そ
の
会
社
に
待
遇
改

善
の
争
議
が
起
っ
た
こ
と
を
よ
ん
だ
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
し

て
、
あ
の
佐
藤
と
長
山
ア
キ
子
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
会
長
が
激
怒
し
て
、
即
日
二
人
を

ク
ビ
に
し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
記
事
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
記

事
を
、
飢
餓
と
貧
窮
の
ど
ん
底
で
読
ん
だ
。

	

ほ
ん
と
に
私
は
何
と
長
い
間
お
な
か
を
空
か
せ
て
き
た
の
だ

ろ
う
！

「
私
」
が
辞
め
て
二
ヶ
月
程
で
、
会
社
に
労
働
争
議
が
起
こ
っ
た
こ

と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
は
「
飢
餓
と
貧
窮
の
ど
ん
底
」
に
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
「
新
聞
」
で
読
ん
で
知
っ
た
、
と
さ
れ
る
。

新
聞
記
事
を
読
む
「
私
」
と
い
う
造
型
は
、
明
ら
か
に
作
中
の
一
九

四
五
年
末
の
「
私
」
と
は
隔
て
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
は
「
飢
え
」
の

こ
と
に
の
み
始
終
頭
を
悩
ま
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
か
ら
二
ヶ
月
程
で
、「
私
」
は
「
飢
餓
と
貧
窮
の

ど
ん
底
」
に
あ
っ
て
な
お
、
新
聞
記
事
を
読
み
、
社
会
の
動
向
に
眼

を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
と
き
重
要
な
こ
と
は
、「
私
」
が
相
変
わ
ら
ず
「
飢
餓
と
貧
窮

の
ど
ん
底
」
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

「
私
」
が
「
飢
餓
と
貧
窮
の
ど
ん
底
」
の
な
か
に
あ
っ
て
な
お
、
そ
の

「
飢
え
」
そ
の
も
の
で
な
く
「
構
図
」、
す
な
わ
ち
社
会
に
眼
を
向
け

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。「
私
」
は
、「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」

に
と
り
か
こ
ま
れ
た
自
己
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
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な
か
で
「
流
転
の
生
活
」
を
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
混
乱
し
た
社
会
と
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
を
確
認
し
な

が
ら
生
活
し
て
い
る
で
あ
る
。

ま
た
、「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
の
な
か
に
、
四
五
年
に
は
面
識
の
な

か
っ
た
Ｔ
・
Ｉ
氏
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

作
中
、
Ｔ
・
Ｉ
氏
の
作
品
は
「
天
文
学
の
か
け
ら
が
散
ら
ば
っ
た
よ

う
な
」「
幻
想
に
み
ち
た
小
説
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
私
」
の

「
流
転
の
生
活
」
の
な
か
で
、
そ
う
し
た
作
品
を
描
く
Ｔ
・
Ｉ
氏
は

「
構
図
」
に
組
み
込
む
べ
き
十
分
な
性
質
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
た
こ

と
に
な
る
。「
現
実
家
」
か
ら
最
も
遠
い
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
た

Ｔ
・
Ｉ
氏
が
、
四
七
年
の
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
構
図
」
に
挿
入
す

べ
き
人
物
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
は
「
私
の
道
」
が
、
食

え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
現
実
的
な
一
要
素
で
の
み
選
択
さ
れ
た
も

の
で
な
く
、「
芸
術
家
」
を
も
射
程
に
収
め
た
「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」

の
う
ち
に
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

「
私
の
道
」
を
進
む
過
程
で
、
Ｔ
・
Ｉ
氏
と
面
識
を
も
つ
に
至
っ
て
い

る
の
だ
。

一
九
四
七
年
の
「
私
」
は
、
今
で
も
「
飢
え
」
が
続
い
て
い
る
と

告
白
し
、
そ
し
て
「
ほ
ん
と
に
私
は
何
と
長
い
間
お
な
か
を
空
か
せ

て
き
た
の
だ
ろ
う
！
」
と
い
う
叫
び
で
物
語
を
閉
じ
る
。

さ
き
に
確
認
し
た
よ
う
に
「
私
」
に
と
っ
て
の
「
飢
え
」
と
は
、

自
身
の
欲
望
を
理
想
／
現
実
に
切
り
分
け
、
意
志
と
身
体
と
の
緊
張

関
係
を
維
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
お
な
か
を
空
か
せ
て

き
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
二
年
間
の
「
私
の
道
」
が
、
そ
う
し
た

闘
争
の
中
で
拓
か
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
構
図
」

と
い
う
社
会
認
識
を
得
た
「
私
」
に
と
っ
て
、
切
り
分
け
る
べ
き
理

想
／
現
実
の
対
象
は
、
食
物
へ
の
欲
望
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。

「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
と
し
て
迫
り
来
る
現
実
を
正
視
し
、
そ
の
上

に
「
思
想
」
や
「
芸
術
家
の
た
ま
し
い
」
な
ど
の
理
想
を
位
置
づ
け
、

手
の
届
か
な
い
そ
れ
ら
へ
の
欲
望
を
持
続
さ
せ
る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ

が
、
一
九
四
七
年
の
「
私
」
が
示
す
「
飢
え
」
の
位
相
な
の
で
あ
り
、

「
私
の
道
」
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
作
中
の
時
差
に
着
目
し
、
ま
た
「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」

を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、「
飢
え
の
季
節
」
の
読
解
を
図
っ
て
き
た
。

現
実
の
上
に
理
想
を
置
く
「
私
の
道
」
が
切
り
ひ
ら
か
れ
る
た
め

に
は
、
ま
ず
「
私
」
の
眼
を
身
体
的
欲
求
や
「
幻
想
の
オ
ナ
ニ
ー
」

か
ら
切
り
離
し
現
実
へ
と
差
し
向
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

「
飢
え
の
季
節
」
は
、
自
身
の
身
体
に
よ
っ
て
生
活
を
全
的
に
規
定
さ

れ
て
い
た
「
私
」
が
、「
さ
ま
ざ
ま
の
構
図
」
と
い
う
社
会
認
識
の
獲

得
に
よ
り
戦
後
日
本
の
現
実
に
眼
を
向
け
、
社
会
の
な
か
で
理
想
を
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欲
望
し
は
じ
め
る
物
語
な
の
だ
。

こ
の
理
想
は
、「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
内
的
視
線
か
ら
導
か
れ
る

現
実
的
な
、
実
現
可
能
な
位
置
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

敗
戦
後
の
社
会
の
な
か
で
は
保
持
し
得
な
い
「
思
想
」「
た
ま
し
い
」

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い
ま
の
日
本
社
会
で
は
決
し
て
手
が
届
か

な
い
と
い
う
そ
の
非
実
現
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
持
続
的
に
理
想

た
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

１
　
茶
本
繁
正
は
外
食
券
に
つ
い
て
、「
闇
の
中
の
生
活
」（
東
京
焼
け
跡
ヤ
ミ
市

を
記
録
す
る
会
編
『
東
京
闇
市
興
亡
史
』
草
風
社
　
一
九
七
八
年
八
月
）
の
な

か
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
外
食
に
は
〝
外
食
券
〟
と
い
う
政
府
発
行

の
食
券
が
必
要
だ
っ
た
。
こ
の
外
食
券
は
は
じ
め
の
う
ち
は
自
分
が
指
定
し

て
登
録
し
た
外
食
券
食
堂
に
し
か
使
え
な
か
っ
た
。
外
食
券
の
正
式
の
名
称

は
「
主
要
食
糧
選
択
購
入
切
符
」、
発
行
者
は
農
林
省
、
電
車
の
回
数
券
の
よ

う
な
一
帖
綴
り
に
な
っ
て
い
て
、
一
枚
ご
と
に
「
一
食
券
」
と
印
刷
し
て
あ
っ

た
。」

２
　
古
閑
章
「
梅
崎
春
生
の
世
相
小
説
―
〝
飢
え
〟
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
―
」

（「
近
代
文
学
論
集
」
一
九
九
二
年
一
一
月
号
）

３
　
木
村
功
「「
戦
後
」
を
抱
き
し
め
て
―
梅
崎
春
生
の
戦
後
認
識
」（「
解
釈
と

鑑
賞
」
二
〇
〇
五
年
一
一
月
号
）

４
　
高
橋
啓
太
「〈
飢
え
〉
と
エ
ゴ
イ
ズ
ム
―
梅
崎
春
生
「
飢
え
の
季
節
」
を
中

心
に
」（「
り
り
ば
ー
す
」
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
号
）

５
　
松
平
誠
『
ヤ
ミ
市
　
幻
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
筑
摩
書
房
　
一
九
九
五
年
七

月
）

６
　
茶
本
繁
正
「
闇
の
中
の
生
活
」（
東
京
焼
け
跡
ヤ
ミ
市
を
記
録
す
る
会
編

『
東
京
闇
市
興
亡
史
』
草
風
社
　
一
九
七
八
年
八
月
）

７
　
猪
野
健
治
「
露
天
闇
市
の
終
り
」（
東
京
焼
け
跡
ヤ
ミ
市
を
記
録
す
る
会
編

『
東
京
闇
市
興
亡
史
』
草
風
社
　
一
九
七
八
年
八
月
）

８
　
Ｔ
・
Ｉ
氏
に
つ
い
て
は
、
古
閑
、
高
橋
が
、
稲
垣
足
穂
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。

９
　
労
働
省
労
務
局
労
働
法
規
課
編
『
三
訂
新
版
　
労
働
組
合
法
　
労
働
関
係

調
整
法
』（
労
務
行
政
研
究
所
　
一
九
八
八
年
一
二
月
）
に
よ
れ
ば
、「
昭
和
二

〇
年
（
一
九
四
五
年
）
八
月
一
五
日
、
敗
戦
に
よ
り
、
日
本
の
労
働
組
合
運
動

は
、
初
め
て
公
然
か
つ
自
由
な
発
展
を
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
連
合

国
最
高
司
令
部
が
そ
の
管
理
政
策
上
民
主
主
義
的
勢
力
の
一
つ
の
重
要
な
基

盤
と
し
て
の
労
働
組
合
の
保
護
助
成
に
つ
い
て
積
極
的
な
関
心
を
示
し
た
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
法
制
の
整
備
も
ま
た
戦
前
の
事
情
に
照
ら
し
て

ま
さ
に
画
期
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
立
法
と
な
っ
た
の
が
昭
和

二
〇
年
一
二
月
の
労
働
組
合
法
（
い
わ
ゆ
る
二
〇
年
法
）
の
制
定
で
あ
る
。」

と
さ
れ
て
い
る
。
同
法
の
施
行
が
一
九
四
六
年
三
月
一
日
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
佐
藤
と
長
山
が
争
議
を
起
こ
し
た
の
は
、
日
本
の
労
働
関
連
法
令
が

Ｇ
Ｈ
Ｑ
指
導
下
で
再
編
さ
れ
は
じ
め
よ
う
と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
時
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
即
日
二
人
を
ク
ビ
に
し
た
」
会
長
の
あ
り
か
た
が
戦
中
と
連

続
し
た
態
度
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
ひ
と
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
挿
入
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
附
記
］
梅
崎
春
生
の
本
文
引
用
は
、
す
べ
て
沖
積
舎
版
『
梅
崎
春
生
全
集
』
第

二
巻
（
一
九
八
四
年
六
月
）
に
拠
る
。
ま
た
、
引
用
中
の
〔
　
〕
記
号
内
は
本

稿
執
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
立
教
大
学
日
本
文
学
会
大
会
（
二
〇
一
五
年

七
月
四
日
　
於
立
教
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
修
正
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
下
さ
っ
た
多
く
の
方
々
に
深
く
御
礼
申
し
上

げ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
梅
崎
春
生
、「
飢
え
の
季
節
」、
戦
後
、
闇
市
、
飢
餓

	

（
立
教
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
）


