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﹂
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︱
分
裂
・
増
殖
す
る
︿
他
者
﹀
と
の
葛
藤

︱

田

中

裕

也

阿
部
知
二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
は
昭
和
二
十
四
年
三
月
に
雑
誌
﹁
新
潮
﹂

︵

︱
�
︶
に
発
表
さ
れ
︑
同
年
︑
単
行
本
﹃
黒
い
影
﹄︵
一
五
五
頁
～
二
七
七

46頁
︑
昭

・
�
・

︑
細
川
書
店
︶
に
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂︵
以
下
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂︶

24

25

と
改
題
し
収
録
さ
れ
た
︒
昭
和
二
十
三
年
四
月
十
四
日
に
︑
京
都
で
起
き
た
殺

人
事
件
を
素
材
と
し
た
小
説
で
あ
る
︒
事
件
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

︽
京
都
大
学
史
学
科
の
学
生
井
元
勇
は
︑
同
大
学
美
学
専
攻
の
谷
口
八
重
子
と

知
り
合
う
う
ち
に
惹
か
れ
て
い
き
︑
た
び
重
な
る
交
際
の
申
し
込
み
を
行
っ
た
︒

と
き
に
は
谷
口
宅
に
ま
で
も
押
し
か
け
た
と
言
う
︒
し
か
し
井
元
は
交
際
を
断

ら
れ
た
あ
げ
く
︑
谷
口
宅
に
侵
入
し
谷
口
八
重
子
を
殺
し
て
し
ま
う
︒︾
現
在

な
ら
ば
ス
ト
ー
カ
ー
殺
人
事
件
と
呼
ば
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
事
件
で
あ
る
︒

し
か
し
井
元
は
谷
口
殺
害
の
動
機
を
﹁
唯
物
論
と
観
念
論
に
迷
い
︑
救
い
を
八

重
子
と
の
恋
愛
に
求
め
た①
﹂
や
﹁
一
瞬
間
で
も
喪
失
し
た
自
己
の
魂
を
回
復
し

主
体
性
を
確
立
し
た
い
と
思
う
に
い
た
つ
た②
﹂
と
自
己
の
思
想
的
な
苦
悩
が
原

因
で
あ
る
と
語
っ
た
︒﹁
主
体
性
﹂
と
い
う
言
葉
は
当
時
︑
文
学
・
思
想
界
で

流
行
し
て
い
た
用
語
で
あ
り
︑
世
間
も
井
元
の
事
件
を
﹁
哲
学
殺
人③
﹂
と
も
呼

ん
で
い
た
︒
事
件
に
つ
い
て
は
地
元
紙
だ
け
で
な
く
︑
﹁
朝
日
新
聞
﹂︵
大
阪

版
・
東
京
版
︶﹁
週
刊
朝
日
﹂
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
︑
阿
部
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
か

ら
八
ヵ
月
後
に
は
三
島
由
紀
夫
も
﹁
親
切
な
機
械
﹂
︵﹁
風
雪
﹂
�
︱

︑
昭

10

・

︶
と
い
う
小
説
を
発
表
し
て
い
る
︒

24

11
｢お
ぼ
ろ
夜
﹂
発
表
当
時
の
批
評
と
し
て
は
︑
伊
藤
整
が
﹁
疑
い
も
な
く

﹁
黒
い
影
﹂
と
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
は
こ
の
作
者
の
最
も
高
い
頂
点
を
形
成
す
る

も
の
で
あ
る④
︒﹂
と
︑
阿
部
が
ハ
ン
セ
ン
病
と
教
え
子
の
妻
と
の
姦
通
を
テ
ー

マ
と
し
て
扱
っ
た
﹁
黒
い
影
﹂︵﹁
群
像
﹂
�
︱
�
︑
昭

・
�
︶
と
と
も
に
高

24

い
評
価
を
し
て
い
る
︒
ま
た
﹃
小
説
年
鑑
Ⅱ
﹄
に
も
再
録
さ
れ
︑
平
野
謙
が
同

書
の
﹁
解
説
﹂
で
﹁﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
よ
り
﹁
黒
い
影
﹂
の
方
を
収
録
し
て
も
ら

ひ
た
か
つ
た
︒﹂
と
し
つ
つ
も
︑﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
を
﹁
力
作
で
あ
り
︑
問
題
作
で

阿
部
知
二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
の
生
成
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あ
る⑤
︒﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
黒
い
影
﹂
と
と
も
に
比
較
的
高
い
評

価
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

｢お
ぼ
ろ
夜
﹂
に
つ
い
て
の
論
考
は
︑
管
見
の
限
り
内
倉
尚
嗣
氏⑥
と
高
場
秀

樹
氏⑦
の
二
本
の
み
で
あ
る
︒
二
氏
と
も
に
三
島
﹁
親
切
な
機
械
﹂
と
の
比
較
か

ら
論
じ
て
お
り
︑
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
単
独
で
論
じ
て
は
い
な
い
︒
内
倉
氏
は
﹁
お

ぼ
ろ
夜
﹂
の
特
徴
に
つ
い
て
﹁
他
者
の
回
想
録
や
手
記
を
も
と
に
過
去
の
出
来

事
を
再
現
し
て
い
く
と
い
う
方
法
は
︑
阿
部
知
二
の
戦
後
作
品
の
一
つ
の
特
徴

で
も
あ
る
が
︑
こ
こ
に
事
件
を
客
観
的
に
把
持
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
意
志
を

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
﹂
で
あ
り
︑﹁
作
者
の
︑
人
道
主
義
的
解
釈
に
則
っ
た

世
代
的
認
識
﹂
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
の
一
方
で
﹁
親
切
な
機
械
﹂
を
書
い
た
三

島
は
事
件
に
共
感
を
も
っ
て
描
い
た
と
し
た
︒
し
か
し
内
倉
氏
の
価
値
付
け
は
︑

既
に
伊
藤
整
が
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
特
徴
に
つ
い
て
︑﹁
戦
後
派
の
新
作
家
た
ち

に
較
べ
て
︑
客
観
的
批
判
的
で
あ
り
︑
我
に
お
け
る
直
接
さ
が
弱
い
と
い
う
か

も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
阿
部
氏
の
中
に
あ
る
良
識
は
︑
題
材
の
異
常
性
と
対
立

し
な
が
ら
︑
そ
の
比
較
に
お
い
て
︑
か
え
つ
て
題
材
の
特
異
性
を
︑
そ
れ
自
体

が
ノ
ー
マ
ル
に
運
ぶ
社
会
の
必
然
性
に
よ
つ
て
批
判
し
︑
問
題
を
明
確
に
し
て

い
る⑧
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
︑
補
強
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い

か
︒
そ
も
そ
も
︿
主
観
／
客
観
﹀
と
い
う
対
立
概
念
自
体
に
明
確
な
存
立
の
根

拠
を
欠
い
て
お
り
︑
そ
の
価
値
付
け
自
体
安
易
に
反
転
し
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
︒
果
た
し
て
︿
客
観
﹀
的
な
事
件
の
把
握
と
い
う
こ
と
が
︑
こ
の
小
説
の

問
題
だ
っ
た
の
か
︒﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
い
う
小
説
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
に
も
言

及
す
る
必
要
が
出
て
く
る
︒
次
に
高
場
氏
は
︑
丹
念
な
事
件
資
料
の
調
査
か
ら

三
島
﹁
親
切
な
機
械
﹂
の
登
場
人
物
と
実
際
の
事
件
に
か
か
わ
っ
た
人
物
の
対

応
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
︒
そ
の
上
で
高
場
氏
は
︑
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
作
中
人

物
と
そ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒
示
唆
に
富
む
論
考
で
あ
る
が
︑

あ
く
ま
で
も
﹁
親
切
な
機
械
﹂
の
考
察
が
主
で
あ
り
︑
事
件
資
料
と
小
説
と
の

偏
差
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
多
い
︒
ま
た
調
査
の
過
程
で
︑
高
場
氏
が
確

認
で
き
て
い
な
い
資
料
が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
き
た
︒
本
稿
で
は
︑
ま
ず
戦

後
の
阿
部
知
二
と
京
都
と
の
関
わ
り
を
跡
づ
け
て
い
き
な
が
ら
︑﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂

生
成
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く⑨
︒
そ
の
上
で
阿
部
が
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
何
を
描
こ

う
と
し
た
の
か
考
え
て
い
き
た
い
︒

一

阿
部
知
二
と
京
都

昭
和
二
十
年
︑
阿
部
知
二
は
終
戦
を
︑
故
郷
で
あ
り
疎
開
先
で
も
あ
る
姫
路

で
迎
え
る
︒
つ
ま
り
阿
部
は
関
西
に
い
た
訳
だ
が
︑
京
都
と
の
関
わ
り
と
し
て

は
竹
松
良
明
氏
作
成
の
﹁
阿
部
知
二
年
譜
﹂
が
︑
終
戦
直
後
の
昭
和
二
十
年
か

ら
﹁
約
二
年
間
同
志
社
大
学
に
出
講⑩
﹂
と
記
す
︒
し
か
し
姫
路
文
学
館
発
行
の

図
録
﹃
抒
情
と
行
動

︱
昭
和
の
作
家
阿
部
知
二
﹄
の
﹁
年
譜
﹂
に
は
︑
昭
和

二
十
年
﹁
�
月
︵
推
定
︶︑
同
志
社
大
学
客
員
教
授
と
な
る
︵
～

年

年
�

24
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回
出
講

英
文
学
・
小
説
総
論
担
当⑪
︶﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
竹
松
氏
は
阿
部

の
出
講
期
間
を
﹁
約
二
年
﹂
と
含
み
を
持
た
せ
て
い
る
に
し
て
も
︑
図
録
で
は

出
講
期
間
は
四
年
間
と
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
期
間
に
は
明
ら
か
な
開
き
が
あ
る
︒

そ
こ
で
今
回
︑
同
志
社
大
学
今
出
川
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
﹃
同
志
社
職

員
録
﹄︵
以
下
﹃
職
員
録
﹄︶
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
の
で
︑
阿
部
と
同
志
社
大
学

と
の
関
わ
り
を
報
告
し
た
い
︒
戦
後
の
﹃
職
員
録
﹄
は
昭
和
二
十
一
年
に
作
成

さ
れ
た
後
︑
間
が
あ
い
て
昭
和
二
十
四
年
以
降
︑
毎
年
作
成
さ
れ
て
い
る
︒
昭

和
二
十
年
代
の
﹃
職
員
録
﹄
は
紙
型
も
定
ま
っ
て
お
ら
ず
︑
す
べ
て
手
書
き
で

あ
る
が
︑
氏
名
・
職
分
・
住
所
・
担
当
授
業
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
職
員

録
﹄
の
大
半
は
︑
奥
付
も
な
く
明
確
に
作
成
し
た
日
付
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑

表
紙
に
﹁
五
月
作
成
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒﹃
職
員
録
﹄
を
確
認

し
て
い
く
と
︑
昭
和
二
十
一
年
︑
二
十
四
年
︑
二
十
六
年
か
ら
三
十
一
年
ま
で

客
員
教
授
と
し
て
︑
阿
部
知
二
の
氏
名
と
姫
路
市
坊
主
町
の
住
所
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
ま
た
講
義
と
し
て
は
﹁
小
説
総
論
﹂
を
担
当
し
て
い
た
こ
と
が
︑
昭
和

二
十
四
年
﹃
職
員
録
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
昭
和
二
十
四
年
か
ら
出
版

さ
れ
始
め
た
﹃
京
都
年
鑑
﹄
の
﹁
昭
和
二
十
五
年
版
｣～
｢昭
和
二
十
九
年
版
﹂

︵
昭

・

・

～
昭

・

・

︑
都
新
聞
社
︶
ま
で
︑
同
志
社
大
学
の
教

24

11

25

28

11

30

員
の
欄
に
阿
部
の
名
前
が
確
認
で
き
る
︒
こ
の
よ
う
に
ど
の
資
料
も
期
間
が
異

な
り
︑
阿
部
が
勤
め
て
い
た
期
間
を
確
定
す
る
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
竹
松
氏
﹁
阿
部
知
二
年
譜
﹂
に
よ
る
と
︑
阿
部
は
︑
昭
和
二
十
五

年
の
八
月
に
﹁
イ
ギ
リ
ス
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
で
開
催
さ
れ
た
第
二
十
二
回

国
際
ペ
ン
ク
ラ
ブ
大
会
に
︑
日
本
代
表
と
し
て
参
加
﹂
し
︑
同
年
﹁
十
一
月
十

七
日
に
帰
国
︑
世
田
谷
区
世
田
谷
二
丁
目
一
三
六
七
番
地
の
新
居
に
入
る⑫
︒﹂

の
で
あ
る
︒
昭
和
二
十
五
年
は
海
外
渡
航
と
関
東
移
住
と
い
う
︑
阿
部
に
と
っ

て
移
動
の
多
い
時
期
で
あ
っ
た
︒
以
降
︑
阿
部
は
関
東
に
居
を
定
め
る
︒
こ
の

時
期
と
重
な
っ
て
︑
昭
和
二
十
一
年
度
︑
二
十
四
年
度
﹃
同
志
社
大
学
職
員

録
﹄
に
は
記
さ
れ
て
い
た
︑
阿
部
の
名
が
二
十
五
年
度
に
は
確
認
で
き
な
い
︒

し
か
し
二
十
六
年
度
以
降
に
は
︑
再
び
阿
部
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
先
に

引
用
し
た
図
録
の
﹁
年
譜
﹂
に
﹁
年
四
回
出
講
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
時
代

の
客
員
の
教
員
は
そ
れ
ほ
ど
講
義
数
を
求
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
︒
つ
ま
り
客
員
教
授
の
職
が
そ
れ
ほ
ど
負
担
と
な
ら
な
か
っ
た
た
め
︑
多
忙

で
あ
っ
た
昭
和
二
十
五
年
を
除
き
︑
阿
部
は
同
志
社
大
学
で
の
講
義
を
続
け
て

い
た
の
で
は
な
い
か
︒
だ
と
す
る
と
阿
部
は
四
年
以
上
講
義
を
受
け
持
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
客
員
教
授
の
籍
だ
け
残
し
て
お
い
て
︑
講
義
を

も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
昭
和
二
十
四
年
度

の
﹃
職
員
録
﹄
に
授
業
名
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
最
低
で
も
四
年
間

は
講
義
を
受
け
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
殺
人
事
件
が
起
こ
っ
た
昭
和

二
十
三
年
当
時
︑
間
違
い
な
く
阿
部
は
同
志
社
大
学
で
教
壇
に
立
っ
て
お
り
︑

京
都
を
訪
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
阿
部
は
︑
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
が
取
り
上

げ
た
︑
井
元
の
殺
人
事
件
を
調
べ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
︒

阿
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﹁
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話
﹂
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こ
こ
で
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
を
顧
み
る
と
︑﹁
私
﹂
は
こ
の
小
説
の
作
者
で
あ
り
︑

﹁
私
｣＝
阿
部
と
考
え
た
く
な
る
︒
し
か
し
﹁
私
は
久
し
ぶ
り
に
京
都
に
行
つ
て

み
た
︒﹂
の
で
あ
り
︑
事
件
に
つ
い
て
も
﹁
詳
し
い
事
情
も
知
ら
﹂
ず
︑
偶
然

に
も
そ
の
詳
細
を
聞
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
私
﹂
と
阿
部
の
立
場
は

異
な
る
︒
で
は
他
の
事
件
の
登
場
人
物
の
描
か
れ
か
た
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
次

章
以
降
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
︒

二

能
代
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て

ま
ず
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
あ
ら
す
じ
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒︽﹁
私
﹂

は
︑
や
や
年
下
の
友
人
で
あ
り
二
つ
の
学
校
で
西
洋
史
を
教
え
て
い
る
能
代
に

会
い
に
︑
久
し
ぶ
り
に
京
都
を
訪
れ
る
︒﹁
私
﹂
は
小
料
理
屋
で
暗
い
面
持
ち

を
し
て
い
る
能
代
と
学
生
の
保
津
と
会
い
一
年
前
の
殺
人
事
件
を
聞
き
︑
そ
し

て
能
代
か
ら
事
件
当
時
の
新
聞
の
切
り
抜
き
や
石
狩
の
手
記
を
手
に
し
た
こ
と

か
ら
小
説
を
書
く
こ
と
を
決
意
す
る
︒

︱
昨
年
の
正
月
︑
能
代
は
千
曲
華
江

の
姉
で
あ
る
百
合
江
か
ら
︑
妹
が
自
分
の
教
え
子
で
あ
る
石
狩
に
付
け
狙
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
︒
能
代
は
石
狩
の
友
人
で
も
あ
る
保
津
と
共
に
︑

再
三
石
狩
に
華
江
に
近
づ
く
な
と
注
意
す
る
の
だ
が
︑
石
狩
は
分
裂
し
た
﹁
思

想
﹂
を
振
り
か
ざ
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
結
局
︑
石
狩
は
﹁
精
神
的
負
担
﹂
を

加
え
る
華
江
を
殺
害
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
至
り
︑
華
江
を
殺
害
す
る
︒
石

狩
は
裁
判
で
も
矛
盾
し
た
思
想
を
述
べ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た

︱
能
代
は
石
狩

の
論
理
矛
盾
を
一
種
の
精
神
分
裂
と
し
て
︑﹁
わ
れ
わ
れ
現
代
の
も
の
は
︑
み

ん
な
そ
う
で
は
な
い
か
︒﹂
と
感
じ
︑
更
け
て
ゆ
く
春
の
お
ぼ
ろ
夜
に
石
狩
を

救
え
な
か
っ
た
苦
悩
を
語
る
︒︾

｢お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
登
場
人
物
と
モ
デ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
先
に
述
べ

た
よ
う
に
高
場
秀
樹
氏
が
事
件
資
料
の
調
査
結
果
か
ら
︑
石
狩
雪
彦
＝
井
元
勇
︑

千
曲
華
江
＝
谷
口
八
重
子
︑
千
曲
百
合
江
＝
創
作
か
︑
能
代
＝
井
上
智
勇
︑
保

津
清
一
＝
猪
俣
勉
で
あ
る
と
し
た⑬
︒
モ
デ
ル
に
つ
い
て
︑
高
場
氏
の
意
見
に
多

く
の
異
論
を
持
た
な
い
が
︑
そ
の
中
で
石
狩
と
対
峙
す
る
中
心
的
な
人
物
で
あ

る
能
代
に
つ
い
て
︑
新
た
に
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
付
け
加
え
た
い
︒

｢お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
能
代
は
﹁
や
や
年
下
の
友
人
で
二
つ
の
学
校
で
西
洋
史
を

教
え
て
﹂
お
り
﹁
柔
道
何
段
か
の
﹂﹁
武
骨
﹂
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

モ
デ
ル
の
井
上
智
勇
に
つ
い
て
﹃
現
代
人
名
情
報
事
典⑭
﹄
に
拠
る
と
︑
井
上
は
︑

兵
庫
県
出
身
で
明
治
三
十
九
年
五
月
二
十
六
日
生
ま
れ
の
西
洋
古
典
古
代
史
学

者
で
あ
り
︑
昭
和
十
年
か
ら
京
都
大
学
の
講
師
を
務
め
︑
昭
和
二
十
二
年
に
同

大
学
で
教
授
に
昇
任
し
て
い
る
︒
阿
部
は
明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
六
日
生
ま

れ
で
あ
り
︑
小
説
と
同
じ
く
現
実
で
も
井
上
は
阿
部
よ
り
年
少
で
あ
る
︒
阿
部

と
井
上
に
関
わ
り
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

井
上
智
勇
に
つ
い
て
は
﹁
関
西
人
気
教
授
の
横
顔
㈣
﹂
に
﹁
氏
は
姫
路
中
学
︑

姫
路
高
校
を
経
て
︑
昭
和
五
年
京
大
卒⑮
﹂
と
経
歴
が
書
か
れ
て
い
る
︒
阿
部
も

姫
路
中
学
出
身
で
あ
る
︒
当
時
の
中
学
は
五
年
制
で
あ
り
︑
井
上
は
阿
部
よ
り

阿
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﹁
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ぼ
ろ
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の
話
﹂
の
生
成
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三
年
年
下
で
あ
る
か
ら
阿
部
が
姫
路
中
学
に
在
学
し
て
い
た
時
期
と
重
な
る
︒

親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
︑
阿
部
と
井
上
は
知
り

合
い
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
く
︑
井
上
か
ら
事
件
の
詳
細
を
聞
き
出
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
︒
ま
た
﹃
京
都
年
鑑
﹄﹁
昭
和
二
十
五
年
版
﹂
に
拠
る
と
︑
井
上

は
京
都
大
学
以
外
に
龍
谷
大
学
で
も
講
師
を
勤
め
て
い
た
︒﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の

能
代
も
二
つ
の
学
校
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に

井
上
が
第
二
回
の
公
判
で
﹁
井
元
が
谷
口
を
殺
す
と
い
つ
て
い
る
の
を
聞
い
て

か
ら
私
は
そ
の
非
を
さ
と
し
﹂︵﹁
極
力
な
だ
め
た
が
／
当
時
を
語
る
井
上
教

授
﹂﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
第
二
面
︑
昭

・


・
�
︶
た
と
述
べ
て
い
る
が
︑

23

﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
能
代
も
積
極
的
に
石
狩
と
関
わ
り
︑
そ
の
殺
意
を
諫
め
よ
う

と
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
経
歴
や
事
件
に
対
す
る
姿
勢
か
ら
井
上
と
能
代
は

重
な
る
︒
し
か
し
能
代
と
猪
狩
と
の
対
話
で
︑
井
上
に
関
す
る
資
料
か
ら
は
確

認
で
き
な
い
も
の
も
多
い
︒﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
次
の
場
面
を
見
て
い
き
た
い
︒

石
狩
の
目
は
︑
そ
の
華
江
の
方
に
集
中
さ
れ
た
か
と
お
も
う
と
︑
見
る

見
る
︑
彼
の
顔
が
狂
悪
な
憎
悪
に
か
が
や
き
︑
目
の
色
が
真
青
に
変
つ
た
︒

左
手
を
よ
ご
れ
た
ジ
ャ
ム
パ
ア
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
ね
じ
こ
ん
で
動
か
し
た
︒

ふ
し
ぎ
な
直
覚
で
︑﹁
短
刀
﹂
と
い
う
こ
と
が
︑
能
代
の
心
に
ひ
ら
め

い
た
︒︵
略
︶
能
代
が
柔
道
の
お
ぼ
え
で
︑
左
利
き
と
知
つ
た
そ
の
腕
を

ね
じ
り
︑
押
え
つ
け
よ
う
と
し
た
が
︑
石
狩
は
逆
に
突
撃
し
て
き
て
︑
し

た
た
か
二
人
は
本
棚
に
ぶ
つ
か
つ
た
︒︵
略
︶
能
代
は
︑
白
鞘
の
短
刀
を

取
り
上
げ
た
︒︵
略
︶

﹁
こ
の
短
刀
だ
け
を
取
る
の
が
ぼ
く
の
目
的
で
は
な
か
つ
た
︒
こ
れ
が

表
す
観
念
も
君
か
ら
奪
い
た
か
つ
た
の
だ
︒
元
気
を
出
し
て
︑
衝
動
を
押

え
て
く
れ
な
い
か
︒﹂︵
傍
線
論
者
︑
以
下
同
︶

石
狩
が
千
曲
華
江
に
危
害
を
加
え
る
た
め
の
短
刀
を
隠
し
持
っ
て
い
た
こ
と

に
能
代
が
気
付
き
︑
石
狩
か
ら
短
刀
を
取
り
上
げ
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
場
面

は
︑
井
上
に
関
す
る
資
料
で
は
確
認
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑﹁
井
元
の
行
動
に

心
配
し
た
学
校
当
局
で
は
本
年
二
月
ご
ろ
角
南
京
大
補
導
課
事
務
官
︑
西
洋
史

担
当
井
上
智
勇
助マ

マ

教
授
ら
が
同
君
の
反
省
を
促
し
て
い
た
﹂︵﹁
毎
日
新
聞
﹂
大

阪
版
︑
第
二
面
︑
昭

・
�
・

︶
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒
実
は
井
元
の
行
動

23

15

に
対
応
し
て
い
た
の
は
井
上
だ
け
で
な
く
︑
京
都
大
学
補
導
課
事
務
官
と
し
て

勤
め
て
い
た
角
南
正
志
と
い
う
人
物
も
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
角
南
は
︑
自

身
で
井
元
の
短
刀
を
取
り
上
げ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒

時
折
押
え
き
れ
な
く
な
つ
た
よ
う
に
恐
ろ
し
い
視
線
を
谷
口
君
に
む
け

る
彼
︵
論
者
注
︱
井
元
︶
が
︑
左
ポ
ケ
ッ
ト
に
短
刀
を
か
く
し
て
い
る
こ

と
に
私
は
気
づ
い
た
︒
彼
は
左
利
き
で
腕
力
は
強
い
︒
そ
の
短
刀
だ
け
で

な
い
︑
短
刀
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
観
念
を
す
て
る
意
味
だ
と
私
が
い
う
と
︑

彼
は
長
い
間
考
え
ぬ
い
た
あ
げ
く
決
心
し
た
よ
う
に
し
て
そ
の
短
刀
を
差

出
し
た
の
で
あ
る
︒︵
角
南
正
志
﹁
井
元
君
の
こ
と
ど
も
﹂
﹁
自
由
文
化
﹂

︑
昭

・
�
︶

12

23
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角
南
は
井
元
が
短
刀
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
隠
し
て
お
り
︑
し
か
も
左
利
き
で
あ
る

と
気
付
い
て
い
る
点
な
ど
が
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
重
な
る
︒
つ
ま
り
︑
角
南
に
起

こ
っ
た
出
来
事
も
能
代
に
用
い
て
い
る
と
言
え
る
︒
た
だ
し
角
南
は
短
刀
を
取

り
上
げ
る
た
め
に
言
葉
で
説
得
し
た
が
︑﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
能
代
は
﹁
柔
道
の

お
ぼ
え
で
︑
左
利
き
と
知
つ
た
そ
の
腕
を
ね
じ
り
﹂︑
石
狩
の
短
刀
を
取
り
上

げ
る
と
い
う
よ
う
に
変
更
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
変
更
は
作
品
と
し
て
よ
り
劇
的

な
場
面
に
し
︑
石
狩
を
諫
め
る
能
代
を
理
性
的
な
人
物
と
し
て
だ
け
で
な
く
勇

敢
で
英
雄
的
な
人
物
に
設
定
し
た
と
言
え
る
︒
阿
部
が
モ
デ
ル
二
人
を
一
人
の

登
場
人
物
に
用
い
て
い
る
の
は
︑
石
狩
よ
り
年
長
の
者
で
石
狩
の
行
動
を
止
め

よ
う
と
す
る
人
物
が
二
人
い
る
と
話
が
分
散
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
︑
小
説

の
構
成
を
重
ん
じ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
阿
部
は
資
料
の
引

用
か
ら
能
代
の
人
物
造
型
を
行
っ
て
い
る
が
︑
石
狩
と
対
峙
す
る
人
物
と
し
て
︑

意
図
的
な
変
更
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三

石
狩
の
描
か
れ
方

千
曲
華
江
を
殺
害
し
た
石
狩
幸
彦
の
モ
デ
ル
︑
井
元
勇
に
関
す
る
記
事
と
小

説
と
を
比
較
し
て
い
く
︒﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
石
狩
は
︑
自
ら
の
手
記
を
し
ば
し

ば
能
代
や
友
人
の
保
津
に
対
し
て
披
露
し
て
い
る
︒

郷
里
の
家
か
ら
︑
石
狩
は
能
代
に
あ
て
て
︑
手
記
を
お
く
つ
て
き
た
︒

︵
略
)
／
｢
⁝
⁝
お
れ
の
手
記
に
も
︑
そ
の
実
︑
多
分
の
虚
偽
と
修
飾
と
が

存
ず
る
か
も
知
れ
ぬ
︒
／
⁝
⁝
一
切
を
拒
否
し
︑
嘲
弄
し
去
ら
ん
と
す
る

ニ
ヒ
リ
ス
ト
の
態
度
と
は
︑
大
い
に
隔
り
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
し
︑
真
の

ニ
ヒ
リ
ス
ト
な
ら
ば
一
切
を
空
に
︑
秘
密
の
中
に
葬
り
去
り
︑
他
人
の
毀

誉
褒
貶
を
何
等
意
に
介
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
︑
凡
て
を
空
と
観
じ
て
︑
自

然
の
流
に
任
せ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
︵
略
︶
﹂

｢お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
同
じ
く
︑
実
際
の
事
件
の
加
害
者
で
あ
る
井
元
勇
も
手
記

を
残
し
て
い
る
︒
先
行
研
究
の
高
場
氏
も
既
に
指
摘
し
て
い
る
が
︑
手
記
は

﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
が
独
占
で
入
手
し
︑
井
元
の
日
記
を
掲
載
し
て
い
る
︒
先

に
引
用
し
た
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
共
通
す
る
箇
所
を
︑
次
に
比
較
し
て
み
る
︒

一
月
二
十
三
日

(略
)／
▼
一
切
を
否
定
し
嘲
弄
し
去
ら
ん
と
す
る
ニ

ヒ
リ
ス
ト
の
態
度
と
は
大
い
に
距
り
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
し
︑
真
の
ニ
ヒ

リ
ス
ト
な
ら
一
切
を
空
に
︑
秘
密
の
中
に
葬
り
去
り
︑
他
の
毀
誉
褒
貶
を

何
等
意
に
介
し
な
い
で
あ
ら
う
︵
﹁
果
て
し
な
き
虚
無
へ
の
道
︱
女
京
大

生
殺
し
＝
井
元
勇
の
日
記
﹂
﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
夕
刊
︑
第
二
面
︑
昭

・
�
・

︶
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確
か
に
内
容
︑
文
章
と
も
に
多
く
の
点
で
重
な
る
︒
た
だ
し
些
細
な
箇
所
だ

が
︑
重
な
ら
な
い
表
現
や
表
記
が
確
認
で
き
る
︒
先
に
引
用
し
た
文
章
を
比
較

す
る
と
︑﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
手
記
で
は
﹁
一
切
を
拒
否
し
﹂
と
書
か
れ
て
い
る

箇
所
が
︑
新
聞
記
事
で
は
﹁
一
切
を
否
定
し
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
微
妙
に
表
現

が
異
な
る
︒
ま
た
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
﹁
隔
り
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
︑

阿
部
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﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
で
は
﹁
距
り
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂

で
﹁
凡
て
を
空
と
観
じ
て
︑
自
然
の
流
に
任
せ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒﹂
と
い

う
文
章
も
︑
新
聞
で
掲
載
さ
れ
た
手
記
で
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
も

そ
も
﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
井
元
の
手
記
は
︑
紙
面
の
た
め
分
量

の
制
限
が
あ
り
︑
抄
録
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
︒
調
査
の
過
程
で
︑
井
元
の

手
記
を
全
文
掲
載
し
て
い
る
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
そ
の
資
料

は
﹁
愛
﹂
と
い
う
雑
誌
で
︑
同
じ
く
京
都
日
日
新
聞
社
が
発
行
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
︒﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
の
資
料
か
ら
引
用
し
た
箇
所
と
︑
対
応
す
る
場

面
を
見
て
み
た
い
︒

一
月
二
十
三
日
︵
略
)
／
一
切
を
拒
否
し

嘲
弄
し
去
ら
ん
す
る
ニ
ヒ

リ
ス
ト
の
態
度
と
は
大
い
に
隔
り
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
し

真
の
ニ
ヒ
リ

ス
ト
な
ら
一
切
を
空
に

秘
密
の
中
に
葬
り
去
り

他
の
キ
誉
褒
貶
を
何

等
介
し
な
い
で
あ
ら
う
し

亦
凡
て
を
空
と
観
じ
た
ら

敢
て
其
の
結
末

を
明
白
に
一
線
を
劃
す
可
き
死
を
撰
ば
ず

自
然
の
流
に
任
せ
る
と
も
考

へ
ら
れ
る
︵
﹁
殺
人
京
大
生
の
﹁
悲
恋
日
記
﹂﹂﹁
愛
﹂
�
︑
昭

・
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雑
誌
﹁
愛
﹂
で
掲
載
さ
れ
た
井
元
の
手
記
を
見
る
と
﹁
一
切
を
拒
否
し
﹂
や

﹁
隔
り
﹂
と
い
う
表
記
が
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
重
な
る
︒
ま
た
﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂

に
は
な
か
っ
た
文
章
が
︑﹁
愛
﹂
で
は
確
認
で
き
る
︒﹁
凡
て
を
空
と
観
じ
た

ら
﹂
や
﹁
自
然
の
流
に
任
せ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
﹁
愛
﹂
の
み
で
引

用
さ
れ
て
い
る
井
元
の
文
章
が
︑
先
ほ
ど
見
た
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
﹁
凡
て
を
空

と
観
じ
て
︑
自
然
の
流
に
任
せ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
﹂
と
重
な
る
︒
つ
ま
り

阿
部
は
﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
で
掲
載
さ
れ
た
手
記
で
は
な
く
︑
雑
誌
﹁
愛
﹂
に

掲
載
さ
れ
た
手
記
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
は
︑
井

元
の
手
記
を
石
狩
の
手
記
と
し
て
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
石

狩
の
会
話
文
に
ま
で
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
阿
部
が
井
元
の
手
記

を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
か
を
見
て
き
た
︒
で
は
井
元
の
手
記
で
用
い
ら
れ

て
い
な
い
箇
所
は
ど
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
の
か
︑
見
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
は
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
の
石
狩
の
手
記
に
﹁
然
し
俺
の
人
間
的
弱
さ
︒
苦

悩
悲
哀
を
積
極
的
に
打
開
す
る
気
魄
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
／
観
念

論
に
唯
物
論
に
将
亦
虚
無
主
義
に
徹
し
得
ぬ
ま
ま
に
︑
更
に
自
己
に
忠
実
な
ら

ん
と
し
て
︑
し
か
も
そ
の
亦
中
途
半
端
に
陥
り
か
か
る
道
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

の
だ
︒︵
以
下
略
︶﹂
と
︑
思
想
の
苦
悩
か
ら
千
曲
華
江
を
殺
害
し
よ
う
と
思
い

至
る
過
程
が
描
か
れ
る
︒
実
際
の
手
記
で
は
︑
﹁
一
月
三
十
日
／
然
し
俺
の
人

間
的
弱
さ
︑
苦
悩
悲
哀
を
積
極
的
に
打
開
す
る
気
魄
に
欠
け
て
ゐ
た
れ
ば
こ
そ

最
も
安
易
な
匡
救
法
解
決
法
と
し
て

e
a
s
y

g
o
in
g

な
死
を
撰
ば
ん
と
し
た
事

は
︑
今
更
贅
言
を
要
し
な
い
︑
／
観
念
論
に
唯
物
論
に
将
亦
虚
無
主
義
に
徹
し

得
ぬ
儘
に
更
に
自
己
に
忠
実
な
ら
ん
と
し
て
而
も
其
亦
中
途
半
端
に
陥
り
か
ゝ

る
道
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
︒
﹂︵
前
掲
﹁
殺
人
京
大
生
の
﹁
悲
恋
日
記
﹂
﹂

に
同
じ
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
小
説
に
引
用
さ
れ
て
い
る

が
︑
傍
線
部
の
苦
悩
か
ら
井
元
が
自
死
を
選
ぼ
う
と
し
た
箇
所
が
︑﹁
お
ぼ
ろ

阿
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二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
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話
﹂
の
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成
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夜
﹂
で
引
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
先
に
引
用
し
た
井
元
の
手
記
で
一
月
二
十

三
日
の
箇
所
に
も
﹁
敢
て
其
の
結
末
を
明
白
に
一
線
を
劃
す
可
き
死
を
撰
ば

ず
﹂﹁
俺
の
死
に
対
し
て
も
﹂﹁
自
殺
者
の
手
記
﹂
と
言
っ
た
︑
自
死
を
連
想
さ

せ
る
言
葉
が
あ
っ
た
の
だ
が
︑﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
能

代
に
よ
っ
て
︑
石
狩
の
手
記
に
は
﹁
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
﹁
自
殺
﹂﹂
に
つ
い
て

書
か
れ
て
い
る
︑
と
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
阿
部
は
意
識
的
に
井
元
が
自

殺
を
考
え
た
内
容
の
箇
所
を
省
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
何
故
︑
石
狩
が
自

殺
を
考
え
る
内
容
の
文
章
を
直
接
用
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
前
章
で
引
用

し
た
︑
能
代
が
石
狩
の
短
刀
を
取
り
上
げ
る
場
面
の
少
し
前
に
︑
能
代
と
石
狩

が
論
争
す
る
場
面
が
あ
る
︒

｢︵
略
︶
聞
い
て
み
る
が
︑
君
は
そ
の
恋
愛
の
悲
し
み
の
中
で
︑
自
分
の

生
命
を
断
ち
た
い
よ
う
な
思
い
に
な
つ
た
時
は
一
度
も
な
い
と
い
う
の
か

い
︒﹂｢自

殺
な
ど
は
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
︒﹂︵
略
︶

﹁
君
は
ま
る
で
思
い
上
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
︒︵
略
︶
だ
れ
が
︑
狂
犬
の

主
体
を
み
と
め
る
と
い
う
の
だ
⁝
⁝
﹂

﹁
狂
犬
⁝
⁝
﹂
石
狩
は
う
め
く
よ
う
に
い
つ
て
︑
机
の
上
で
頭
を
両
手

で
抱
え
た
︒

能
代
は
︑
石
狩
の
華
江
を
殺
害
し
よ
う
と
い
う
心
境
を
改
め
さ
せ
る
た
め
に
︑

む
し
ろ
恋
愛
の
苦
悩
の
中
で
自
死
を
考
え
た
こ
と
は
な
い
の
か
と
問
い
た
だ
す
︒

し
か
し
石
狩
が
頑
な
に
自
殺
な
ど
考
え
た
こ
と
も
な
い
と
応
え
る
と
︑
能
代
は

感
情
的
に
石
狩
に
対
し
て
﹁
狂
犬
﹂
と
罵
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
す
る
と
石

狩
は
﹁
頭
を
両
手
で
抱
え
﹂
て
﹁
泣
き
出
し
た
﹂
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
石
狩
が

弱
い
自
己
を
隠
す
存
在
と
し
て
強
調
さ
れ
る
た
め
に
︑
阿
部
は
井
元
の
手
記
か

ら
自
殺
を
連
想
さ
せ
る
部
分
を
削
除
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
石
狩
を
自
己
の
苦

悩
の
た
め
な
ら
人
を
殺
す
の
も
厭
わ
な
い
︑
自
分
勝
手
な
人
物
と
し
て
描
く
た

め
だ
と
も
言
え
る
︒
こ
の
能
代
と
石
狩
が
論
争
す
る
箇
所
は
︑
前
章
で
紹
介
し

た
角
南
の
記
事
か
ら
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
角
南
は
井

元
に
対
し
て
﹁
実
に
思
い
あ
が
つ
て
い
る
﹂
と
は
言
っ
て
い
る
も
の
の
﹁
狂

犬
﹂
と
ま
で
暴
言
は
吐
い
て
い
な
い
︒
し
か
も
作
中
で
能
代
は
石
狩
の
手
記
や

発
言
に
対
し
て
︑
理
解
を
示
そ
う
と
す
る
が
﹁
何
を
表
明
し
よ
う
と
し
て
い
る

か
分
か
ら
ぬ
﹂
や
﹁
何
の
思
想
を
明
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
﹂
と
感
想
を

漏
ら
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
能
代
は
石
狩
に
謙
虚
さ
が
欠
け
て
い
る
と
見
る
と
︑

﹁
狂
犬
﹂
と
罵
っ
て
し
ま
い
︑
二
人
は
対
話
の
可
能
性
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
︒

こ
こ
ま
で
は
能
代
と
石
狩
の
描
か
れ
か
た
を
︑
事
件
資
料
と
比
較
し
て
き
た
︒

多
く
を
事
件
資
料
に
拠
っ
て
い
る
が
︑
能
代
と
石
狩
の
対
立
的
な
構
図
を
明
確

化
す
る
た
め
の
操
作
を
し
て
い
る
こ
と
も
看
取
で
き
た
︒
次
章
で
は
︑
阿
部
が

事
件
資
料
以
外
で
用
い
た
素
材
に
注
目
し
︑
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
探
っ

て
み
た
い
︒

阿
部
知
二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
の
生
成

九
二



四

お
ぼ
ろ
げ
な
︿
他
者
﹀

作
中
の
登
場
人
物
と
モ
デ
ル
と
の
関
係
で
は
見
え
て
こ
な
い
部
分
に
焦
点
を

当
て
て
い
く
︒
能
代
が
石
狩
の
千
曲
殺
害
の
論
理
を
突
き
崩
す
た
め
に
︑﹁
シ

ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
﹂
の
言
葉
を
引
用
す
る
場
面
が
あ
る
︒
そ
れ
は
能
代
が
石
狩
の

千
曲
殺
害
の
思
想
に
歯
止
め
を
掛
け
る
た
め
に
︑﹁
⁝
⁝
人
間
を
ふ
た
た
び
考

え
る
蘆
に
立
ち
返
ら
し
む
る
︑
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
︑
か
れ
ら
に
自
分
の

思
惟
を
再
発
見
さ
せ
る
︑
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
︒﹃
生
へ
の
畏
敬
﹄
の
上

に
立
つ
思
想
の
中
に
こ
そ
︑
思
想
の
根
本
的
更
新
が
あ
る
︒﹂
と
︑
素
朴
な
思

考
と
他
者
の
生
命
と
を
尊
重
す
る
﹁
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
の
自
伝
﹂
を
引
用
す
る
︒

し
か
し
事
件
関
連
の
資
料
か
ら
は
﹁
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
﹂
に
関
す
る
言
葉
は
確

認
で
き
な
い
︒
ま
た
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
の
﹁
付
記
﹂
に
は
︑
事
件
資
料
の
文
献
紹

介
は
無
い
が
︑
﹁
文
中
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
の
言
葉
は
竹
山
道
雄
氏
の
訳
に
よ

り
ま
し
た
︒﹂
と
記
さ
れ
る
︒﹁
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
﹂
の
書
物
に
つ
い
て
も
具
体

的
な
書
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
わ
ざ
わ
ざ
断
り
を
い
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
︑
阿
部
が
事
件
資
料
と
は
関
係
な
く
引
用
し
た
と
見
る
の
が
正
し
い
だ

ろ
う
︒
調
査
の
結
果
︑
竹
山
道
雄
訳
﹃
わ
が
生
活
と
思
想
よ
り
︱
ア
ル
ベ
ル

ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ェ
ル
自
叙
伝
︱
﹄
の
﹁
エ
ピ
ロ
ー
グ
﹂︵
二
八
九
頁
～
三

二
一
頁
︑
昭

・
�
・
�
︑
白
水
社
︶
に
拠
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒﹁
お
ぼ

14

ろ
夜
﹂
と
の
対
応
箇
所
に
は
﹁
人
間
を
ふ
た
た
び
考
へ
る
葦
に
立
ち
返
ら
し
む

る
︑
と
い
ふ
こ
と
は
︑
す
な
は
ち
か
れ
ら
に
自
分
の
思
惟
を
再
発
見
さ
せ
る
︑

と
い
ふ
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
︒︵
略
︶﹁
生
へ
の
畏
敬
﹂
の
上
に
立
つ
思
想
の
中
に

こ
そ
︑
思
想
の
根
本
的
更
新
が
あ
る
︒
﹂
と
あ
り
︑
旧
仮
名
遣
い
や
読
点
を
改

め
て
い
る
こ
と
以
外
は
全
て
重
な
っ
て
い
る
︒
間
違
い
な
く
こ
の
書
物
か
ら
引

用
し
た
と
言
え
る
︒

ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
と
言
え
ば
ド
イ
ツ
出
身
の
神
学
・
哲
学

者
・
医
者
と
い
う
異
色
の
人
物
で
︑
生
涯
ア
フ
リ
カ
住
民
へ
の
医
療
に
さ
さ
げ

﹁
密
林
の
聖
者
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒
昭
和
二
十
七
年
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受

賞
︒
た
だ
現
在
で
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
有
色
人
種
の
こ
と
を
理
解
し
て
お

ら
ず
﹁
思
い
上
が
っ
た
植
民
地
主
義
的
な
温
情
主
義
者⑯
﹂
と
批
判
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
︑
第
二
次
世
界
大
戦
下
か
ら
戦
後
の
時
期
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の

著
作
が
邦
訳
さ
れ
始
め
た
時
期
で
あ
り
︑
彼
の
人
道
的
な
点
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
︒﹁
生
へ
の
畏
敬
﹂
と
は
﹁
こ
の
世
界
に
生
き
る
人
間
は
︑
多
く
の

生
命
に
取
繞
か
れ
た
一
箇
の
生
命
で
﹂
あ
り
﹁
自
己
の
生
命
と
他
の
生
命
と
を

愛
に
よ
つ
て
一
と
﹂︵
前
掲
﹃
わ
が
生
活
と
思
想
よ
り
﹄
に
同
じ
︶
考
え
︑
自

己
と
共
に
他
者
を
尊
重
す
る
思
想
で
あ
る
︒

周
知
の
と
お
り
阿
部
の
小
説
テ
ー
マ
の
一
つ
に
︑
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
が

あ
る
︒
水
上
勲
氏
が
阿
部
の
﹁
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
は
︑
現
代
人
を
お
び
や
か

す
意
識
の
分
裂
や
不
安
を
い
か
に
具
体
的
に
の
り
こ
え
て
い
く
か
と
い
う
︑
き

わ
め
て
実
践
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た⑰
︒﹂
と
す
る
︒﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
で
も
﹁
精

阿
部
知
二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
の
生
成

九
三



神
分
裂
と
い
え
ば
︑
わ
れ
わ
れ
現
代
の
も
の
は
︑
み
ん
な
そ
う
で
は
な
い
か
︒﹂

と
能
代
に
述
べ
さ
せ
て
お
り
︑
さ
ら
に
思
想
の
分
裂
に
苦
し
む
石
狩
に
対
し
て
︑

素
朴
な
思
考
・
他
者
の
生
命
を
尊
重
す
る
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
思
想
を
勧
め

る
能
代
は
︑
阿
部
の
思
想
を
体
現
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
言
え
る
︒

し
か
し
︑
そ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
思
想
を
援
用
し
︑
千
曲
を
殺
さ
な
い

よ
う
石
狩
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
能
代
だ
が
︑
石
狩
は
﹁
思
想
が
応
用
問
題
で

あ
る
か
ぎ
り
︑
ぼ
く
は
承
服
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒﹂
と
し
て
︑
千
曲
殺

害
の
論
理
を
語
り
だ
す
︒
こ
う
し
た
対
話
の
失
敗
も
能
代
が
﹁
狂
犬
﹂
と
石
狩

に
罵
っ
て
し
ま
う
要
因
の
一
つ
と
な
る
︒
つ
ま
り
能
代
の
説
得
は
石
狩
に
は
届

か
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
も
伝
聞
形
式
で
は
あ
る
が
︑
能
代
の
論
理
は
石
狩
か

ら
﹁
古
い
世
代
の
人
道
主
義
﹂
と
ま
で
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
あ
げ
く
︑
千
曲
華

江
ま
で
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
能
代
の
人
道
主
義
的
な

思
考
が
石
狩
に
よ
っ
て
︑
徹
底
的
に
無
効
化
さ
れ
て
し
ま
い
︑
能
代
は
﹁
現
代

の
青
年
の
相
手
に
な
る
力
は
な
い
﹂
と
感
じ
る
に
至
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
作
中
の
石
狩
は
︑
実
際
の
事
件
で
谷
口
を
殺
害
し
た
井
元
と
同
じ
く
︑

逮
捕
さ
れ
五
回
の
公
判
の
後
︑
十
二
年
の
刑
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
ま

で
が
一
年
前
の
事
件
の
回
想
と
し
て
︑
一
旦
結
末
を
迎
え
る
︒
小
説
は
再
び
事

件
の
一
年
後
の
現
在
時
に
戻
る
︒
そ
こ
で
能
代
︑﹁
私
﹂︑
保
津
に
よ
っ
て
︑
石

狩
が
罪
を
犯
し
た
新
た
な
理
由
が
招
来
さ
れ
て
し
ま
う
︒
保
津
は
︑﹁
石
狩
の

場
合
に
は
︑︵
略
︶
生
ま
れ
落
ち
る
と
か
ら
身
に
し
み
こ
ん
だ
︒︵
略
︶
孔
孟
教

育
︑

︱
寝
起
や
食
事
ま
で
規
則
づ
く
め
だ
つ
た
そ
れ
と
か
︑
勤
労
奉
仕
と
か
︑

重
圧
は
つ
み
か
さ
な
つ
て
お
り
︑
そ
こ
へ
も
つ
て
き
て
戦
争
で
し
た
︒
他
人
の

何
倍
の
重
圧
で
す
︒
千
曲
は
︑
そ
う
い
う
一
切
合
財
の
も
の
の
象
徴
だ
つ
た
﹂

と
︑
太
平
洋
戦
争
や
戦
前
の
伝
統
的
な
教
育
が
石
狩
の
重
圧
に
な
っ
て
お
り
︑

被
害
者
で
あ
る
千
曲
が
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
︒
ま
た
﹁
私
﹂
は
﹁
い

わ
ば
素
手
の
ま
ま
で
飛
び
こ
ん
で
き
て
ぶ
つ
か
つ
た
学﹅

問﹅

と
い
う
や
つ
も
︑
そ

の
石
狩
を
︑
悪
い
酒
の
よ
う
に
酔
わ
せ
︑
そ
し
て
お
さ
え
つ
け
て
し
ま
つ
た
ん

だ
な
︒﹂︵
傍
点
原
文
︶
と
︑
戦
後
の
新
し
い
学
問
も
石
狩
に
悪
影
響
を
与
え
た

の
だ
と
解
釈
す
る
︒
つ
ま
り
石
狩
は
︑
戦
前
の
伝
統
的
な
教
育
と
新
し
い
思
想

と
の
間
で
︑
自
己
を
引
き
裂
か
れ
た
人
物
と
し
て
回
収
さ
れ
て
い
く
︒
さ
ら
に

は
能
代
も
﹁
こ
の
京
都
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
︑
一
種
の
圧
迫
力
が
あ
る
ん
じ
や

な
い
か
︒
京
都
と
い
つ
て
悪
け
れ
ば
︑
世
界
中
の
ど
の
古
い
文
明
の
都
︑
と
い

つ
て
も
い
い
︒
ひ
よ
つ
と
す
る
と
そ
れ
を
︑
美
し
く
て
︑
怜
悧
で
︑
練
れ
て
︑

や
わ
ら
か
で
︑
な
ま
め
い
て
︑
冷
く
て
︑
と
ら
え
ど
こ
ろ
も
な
い
女
た
ち
が
︑

象
徴
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
︒
﹂
と
︑
文
化
と
い
う
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
が

石
狩
を
苦
し
め
︑
や
は
り
そ
の
象
徴
が
女
＝
千
曲
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
こ
の
よ

う
に
彼
等
は
自
己
の
観
点
か
ら
︑
石
狩
の
行
動
を
論
理
付
け
よ
う
と
す
る
た
び

に
︑
新
た
な
理
由
を
招
来
し
て
し
ま
う
︒
つ
ま
り
彼
等
に
と
っ
て
理
解
で
き
な

い
石
狩
と
い
う
︿
他
者
﹀
の
犯
罪
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
戦
争
︑
学
問
︑
文
化
︑

女
性
と
い
う
さ
ら
な
る
捉
え
が
た
い
概
念
的
な
︿
他
者
﹀
を
呼
び
出
し
て
し
ま

阿
部
知
二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
の
生
成

九
四



う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
れ
ら
の
︿
他
者
﹀
に
つ
い
て
彼
等
が
言
う
に
は
︑
石

狩
に
﹁
重
圧
﹂
﹁
お
さ
え
つ
け
﹂﹁
一
種
の
圧
迫
力
﹂
と
い
う
目
に
見
え
な
い
心

的
な
負
担
を
課
し
て
い
た
と
す
る
︒
し
か
し
三
人
は
石
狩
の
犯
罪
の
理
由
を
新

た
に
意
味
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
が
︑
結
局
は
捉
え
が
た
い
不
明
確
な
要
素
で

あ
り
︑
彼
等
の
心
は
晴
れ
な
い
︒
保
津
は
︑

｢ぼ
く
た
ち
︑

︱
ぼ
く
と
能
代
先
生
と
は
︑
あ
の
石
狩
を
愛
し
て
い

た
ん
じ
や
な
い
で
し
よ
う
か
︒
今
も
愛
し
て
い
る
ん
じ
や
な
い
で
し
よ
う

か
︒
そ
れ
で
な
け
れ
ば
︑
あ
の
こ
ろ
の
ぼ
く
た
ち
の
行
動
︑
そ
れ
か
ら
あ

の
男
が
今
も
こ
う
し
て
頭
に
こ
び
り
つ
い
て
い
る
こ
と
が
︑
説
明
で
き
ま

せ
ん
よ

︱
殺
人
者
を
愛
す
る
な
ん
て
︑
有
り
う
る
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
か
︒

︵
略
︶﹂

と
述
べ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
能
代
は

﹁
石
狩
を
愛
す
る
こ
と
と
殺
人
と
は
別
だ
︒
殺
人
の
悪
さ
は
︑
常
人
に

は
測
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
︑
そ
れ
ほ
ど
ケ
タ
外
れ
の
も
の
だ
︒
も
の
す
ご
い
振

動
の
音
波
が
人
間
の
耳
に
き
こ
え
ぬ
よ
う
な
も
の
だ
︒
そ
の
地
獄
的
な
恐

怖
を
身
に
沁
み
て
分
り
知
つ
て
い
る
の
は
︑
殺
し
た
当
人

︱
い
ま
牢
屋

で
︑
寝
て
い
る
か
夢
を
み
て
い
る
か
眼
を
さ
ま
し
て
思
弁
し
て
い
る
か
呻

い
て
い
る
か
知
ら
ぬ
が
︑

︱
あ
の
石
狩
自
身
だ
︒﹂

と
述
べ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
人
の
会
話
は
︿
他
者
﹀
理
解
の
︑
二
つ
の
あ
り

よ
う
を
示
し
て
お
り
︑
興
味
深
い
︒
保
津
の
言
う
よ
う
に
︑
石
狩
の
事
件
に
悩

ま
さ
れ
︑
新
た
に
理
由
付
け
す
る
た
び
に
︿
他
者
﹀
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
行

動
は
︑︿
他
者
﹀
を
愛
す
る
行
動
と
共
通
す
る
︒
し
か
し
保
津
は
石
狩
が
殺
人

を
犯
し
た
理
由
が
掴
め
ず
に
︑
不
安
に
苛
ま
れ
る
︒
一
方
︑
能
代
は
犯
罪
自
体

を
圧
倒
的
な
︿
他
者
﹀
と
し
て
置
き
︑
自
身
の
常
識
の
埒
外
に
置
こ
う
と
す
る

の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
殺
人
の
論
理
を
振
り
か
ざ
す
石
狩
に
対
し
て
﹁
狂
犬
﹂
と

い
う
人
間
／
非
-
人
間
と
い
う
対
立
図
式
を
設
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
同
じ

よ
う
に
︑
殺
人
と
い
う
出
来
事
を
石
狩
と
い
う
人
間
の
︿
他
者
﹀
と
し
て
排
除

し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
は
石
狩
自
体
を
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
︒
結
局
︑
能
代
も
石
狩
を
捉
え
き
れ
ず
︑
石
狩
の
姿
を

﹁
忘
却
の
底
か
ら
﹂
思
い
出
し
て
は
︑﹁
憂
鬱
﹂
に
感
じ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う

に
能
代
︑
保
津
︑﹁
私
﹂
は
石
狩
の
犯
罪
を
通
し
て
︑
明
確
に
は
捉
え
ら
れ
な

い
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
り
︑
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
は
ま
さ
し
く
︑
お
ぼ
ろ
げ
な
把

握
で
き
な
い
出
来
事
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
︑
幾
度
も
再
生
産
さ
せ
続
け
る
物

語
な
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
広
村
の
妻
と
姦
通
す
る
こ
と
で
︑
ハ
ン
セ
ン
病
と
妻

へ
の
妄
執
を
抱
え
な
が
ら
死
ん
だ
広
村
の
﹁
黒
い
影
﹂
に
悩
ま
さ
れ
続
け
る
︑

今
里
辰
作
の
姿
に
も
重
な
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
今
里
は
自
ら
犯
し
た
罪
で
﹁
黒

い
影
﹂
に
悩
ま
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑
極
端
に
言
え
ば
能
代
た
ち
と
は
対
置
的
な

人
物
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒
つ
ま
り
﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
と
﹁
黒
い
影
﹂
と
は
︿
他

者
﹀
を
め
ぐ
る
問
題
を
︑
逆
の
立
場
か
ら
扱
っ
た
作
品
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
時

期
の
阿
部
は
︿
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹀
と
い
う
倫
理
的
な
も
の
を
信
じ
な
が
ら
も
︑

阿
部
知
二
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
の
生
成

九
五



そ
こ
に
留
ま
り
続
け
る
こ
と
の
不
可
能
性
を
充
分
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
︒﹁
お
ぼ
ろ
夜
﹂
は
︑
捉
え
が
た
い
︿
他
者
﹀
と
の
関
わ
り
と
そ
の
葛
藤
を

描
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
︒

注①
﹁
“
共
学
の
門
”
に
恋
の
刃
﹂
︵
﹁
朝
日
新
聞
﹂
東
京
版
︑
第
二
面
︑
昭

・
�
・

︶

23

15

②
﹁
女
京
大
生
を
殺
す
﹂
︵
﹁
毎
日
新
聞
﹂
大
阪
版
︑
第
二
面
︑
昭

・
�
・

︶

23

15

③
牧
﹁
呪
い
の
哲
学
﹂
︵
﹁
愛
﹂
�
︑
昭

・


︶

23

④
伊
藤
整
﹁﹃
黒
い
影
﹄
に
つ
い
て
﹂
︵
﹁
東
京
日
日
新
聞
﹂
夕
刊
︑
第
二
面
︑
昭

・
24



・

︶
22

⑤
平
野
謙
﹁
解
説
﹂
︵
﹃
小
説
年
鑑
Ⅱ
﹄
三
〇
九
頁
～
三
一
二
頁
︑
昭

・
�
・

︑
八

24

25

雲
書
店
︶

⑥
内
倉
尚
嗣
﹁
事
件
か
ら
小
説
へ
︱
﹁
お
ぼ
ろ
夜
の
話
﹂
と
﹁
親
切
な
機
械
﹂
︱
﹂

︵﹁
阿
部
知
二
研
究
﹂
�
︑
平
�
・
�
︶

⑦
高
場
秀
樹
﹁
三
島
由
紀
夫
﹁
親
切
な
機
械
﹂
論
︱
素
材
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂︵﹁
京

都
語
文
﹂
�
︑
平

・

︶

14

10

⑧
注
④
に
同
じ
︒

⑨
三
島
由
紀
夫
﹁
親
切
な
機
械
﹂
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
三
島
由
紀
夫
﹁
親
切
な
機

械
﹂
の
生
成
︱
三
島
由
紀
夫
と
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
︱
﹂
︵
﹁
日
本
近
代
文
学
﹂

︑
平

84

・
�
︶
で
論
じ
た
た
め
︑
割
愛
し
た
︒

23
⑩
竹
松
良
明
﹃
阿
部
知
二

道
は
晴
れ
て
あ
り
﹄
﹁
阿
部
知
二
年
譜
﹂
︵
二
一
五
頁
～
二

三
一
頁
︑
平
�
・

・

︑
神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
︶

11

20

⑪
姫
路
文
学
館
編
﹃
抒
情
と
行
動
︱
昭
和
の
作
家
阿
部
知
二
﹄
﹁
年
譜
﹂︵
九
〇
頁
～
九

三
頁
︑
平
�
・
�
・

︑
姫
路
文
学
館
︶

14

⑫
注
⑩
に
同
じ
︒

⑬
高
場
氏
は
主
と
し
て
事
件
関
係
者
の
資
料
を
扱
っ
て
い
る
た
め
︑﹁
私
﹂
の
モ
デ
ル

に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
︒

⑭
平
凡
社
教
育
産
業
セ
ン
タ
ー
編
﹃
現
代
人
名
情
報
事
典
﹄︵
一
〇
七
頁
︑
昭

・
62

�
・

︑
平
凡
社
︶

25

⑮
葱
村
妄
﹁
関
西
人
気
教
授
の
横
顔
㈣
﹂︵﹁
自
由
文
化
﹂

︑
昭

・

︶

13

23

10

⑯
金
子
昭
﹃
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
そ
の
倫
理
的
神
秘
主
義
の
構
造
と
展
開
﹄︵
平


・

�
・

︑
白
馬
社
︶

25

⑰
水
上
勲
﹁
阿
部
知
二
覚
え
書
き
㈣
﹂︵﹁
帝
塚
山
大
学
紀
要
﹂

︑
昭

・

︶

20

58

12

※
本
稿
で
引
用
し
た
阿
部
知
二
の
文
章
は
︑﹃
阿
部
知
二
全
集
﹄
全
十
三
巻
︵
昭

・
49



・

～
昭

・


・

︑
河
出
書
房
︶
を
底
本
と
し
た
︒
ま
た
引
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に
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︑
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と
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て
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新
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体
に
改
め
た
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知
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お
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ろ
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の
話
﹂
の
生
成
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