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瀬

崎

圭

二

は
じ
め
に

安
部
公
房
が
脚
本
を
担
当
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
は
︑
Ｎ
Ｈ

Ｋ
で
一
九
五
九
年
一
〇
月
九
日
午
後
八
時
三
〇
分
か
ら
九
時
四
〇
分
に
か
け
て

放
送
さ
れ
た①
︒
制
作
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
阪
で
︑
演
出
を
担
当
し
た
和
田
勉
に
対
し
︑

昭
和
三
四
年
度
芸
術
祭
奨
励
賞
が
授
与
さ
れ
て
い
る②
︒
既
に
﹃
安
部
公
房
全
集

11
﹇
1
9
5
9
.5
-
1
9
6
0
.5﹈﹄︵
新
潮
社

一
九
九
八
年
七
月
︶
等
が
整
理
し
て
い
る

よ
う
に
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
の
モ
チ
ー
フ
は
︑
安
部
の
短
編
小
説
﹁
夢
の
兵
士
﹂

︵﹃
文
学
界
﹄
一
九
五
七
年
六
月
︶
や
︑
一
九
五
七
年
七
月
二
六
日
午
後
三
時
三

〇
分
か
ら
四
時
に
か
け
て
Ｃ
Ｂ
Ｃ
で
放
送
さ
れ
た
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
﹁
兵
士
脱

走
﹂
と
重
複
し
て
お
り
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
放
送
後
に
﹁
焼
き
直
し
の
芸
術
祭

参
加
作
品
﹂︵﹃
朝
日
新
聞
﹄
東
京
版
朝
刊

一
九
五
九
年
一
〇
月
一
三
日
︶
と

し
て
問
題
に
も
な
っ
た③
︒
そ
の
後
︑
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
戯
曲
﹁
巨
人
伝
説
﹂

︵﹃
文
学
界
﹄
一
九
六
〇
年
三
月
︶
へ
と
展
開
し
︑
俳
優
座
に
よ
っ
て
一
九
六
〇

年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
上
演
さ
れ
た
︒

安
部
は
︑
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
に
お
け
る
ド
ラ
マ
否

定
﹂︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
五
九
年
一
一
月
一
日
︶
の
中
で
﹁
あ
れ
は
︑
も
と

も
と
︑
と
っ
と
き
の
話
な
の
だ
︒︵
中
略
︶
ぼ
く
は
同
じ
テ
ー
マ
を
︑
ラ
ジ
オ
︑

テ
レ
ビ
︑
舞
台
︑
映
画
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
だ
﹂
と
述
べ
︑﹁
日
本
の

日
蝕
﹂
の
テ
ー
マ
を
︑﹁
戦
争
の
中
に
そ
の
被
害
者
と
加
害
者
が
い
て
︑
こ
れ

は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
も
つ
れ
あ
っ
て
い
る
︒
そ
の
も
つ
れ
あ
い
が
︑
戦
争

の
被
害
者
ま
で
を
も
︑
受
動
的
な
そ
れ
に
し
ろ
︑
戦
争
協
力
と
い
う
も
の
を
さ

せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
︑
僕
は
描
き
た
か
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑

こ
の
ド
ラ
マ
で
は
︑﹁
全
的
な
テ
レ
ビ
的
表
現
と
い
う
も
の
を
意
識
的
に
考
え
﹂︑

﹁
ア
ッ
プ
で
攻
め
た
て
﹂︑﹁
音
の
効
果
に
神
経
を
使
っ
た
﹂
と
し
︑﹁
舞
台
に
も

な
く
︑
映
画
に
も
な
い
は
ず
の
テ
レ
ビ
的
表
現
と
は
何
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
問
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い
か
け
た
と
い
う
︒
そ
し
て
安
部
は
︑﹁
対
象
を
じ
か
に
つ
か
む
と
い
う
こ
と

を
観
客
に
な
し
と
げ
さ
せ
﹂︑
Ｂ
・
ブ
レ
ヒ
ト
の
演
劇
の
よ
う
な
﹁
観
客
を
し

て
感
情
移
入
さ
せ
な
い
﹂﹁
ド
ラ
マ
の
否
定
﹂
と
い
う
意
識
を
共
有
で
き
た
和

田
勉
の
演
出
を
高
く
評
価
し
て
い
る
︒

安
部
は
︑﹁
作
者
の
言
葉
﹂︵﹃
俳
優
座
﹄
一
九
六
〇
年
三
月
︶
の
中
で
も
︑

﹁
巨
人
伝
説
﹂
の
テ
ー
マ
を
﹁
無
責
任
の
倫
理
﹂
と
説
明
し
た
上
で
︑
小
説
︑

ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
様
々
な
形
式
で
取
上
げ
て
き
た
こ
の
テ
ー

マ
を
﹁
癒
し
が
た
い
内
部
の
痛
み
﹂
と
説
明
し
て
い
る
が
︑
こ
の
︑
小
説
﹁
夢

の
兵
士
﹂︑
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
﹁
兵
士
脱
走
﹂︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂︑

戯
曲
﹁
巨
人
伝
説
﹂
に
通
ず
る
テ
ー
マ
に
触
れ
た
先
行
研
究
は
︑
個
々
の
テ
ク

ス
ト
を
分
析
し
た
も
の
を
含
め
て
も
︑
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
︒
ま
た
︑
そ
れ

ら
は
︑
日
本
的
共
同
体
に
対
す
る
安
部
の
批
判
性④
や
父
親
と
い
う
モ
チ
ー
フ⑤
を

抽
出
し
た
り
︑
戦
時
下
と
い
う
状
況
を
参
照
し
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
解
し
た

り
す
る
よ
う
な
考
察⑥
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を

真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
︒

本
稿
の
関
心
の
中
心
は
︑
安
部
が
様
々
な
媒
体
を
通
じ
て
追
求
し
て
い
た
そ

の
テ
ー
マ
よ
り
も
︑
こ
の
時
期
の
安
部
が
関
心
を
寄
せ
て
い
た
テ
レ
ビ
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
と
︑
そ
れ
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂

に
あ
る
︒
拙
稿
﹁
作
家
が
見
た
テ
レ
ビ

︱
可
能
性
と
し
て
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

︱
﹂︵﹃
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
﹄
二
〇
一
三
年
一
二
月
︶
に
整

理
し
た
よ
う
に
︑
一
九
六
〇
年
前
後
︑
テ
レ
ビ
と
い
う
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
期

待
を
寄
せ
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
脚
本
執
筆
と
い
う
形
で
そ
れ
に
関
与
し
た
文
学

者
は
少
な
く
な
い
︒
安
部
は
そ
の
代
表
的
な
作
家
の
一
人
で
あ
り
︑
多
く
の
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
手
掛
け
︑
テ
レ
ビ
に
対
し
て
肯
定
的
な
発
言
を
残
し
た
︒

安
部
が
関
与
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
現
存
が
確
認
で
き
て
い
る
も
の
は
少
な
い

が
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
に
保
存
さ
れ
て
お
り
︑
日
本

各
地
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
局
な
ど
五
六
か
所
の
番
組
公
開
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
で
視
聴
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
稿
は
︑
実
際
に
そ
の
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
視
聴
し
た
上

で
︑
放
映
当
時
の
テ
レ
ビ
及
び
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
対
す
る
認
識
や
状
況
の
中
に

こ
の
番
組
を
据
え
置
き
︑
そ
の
実
態
や
意
義
を
捉
え
直
す
試
み
で
あ
る
︒

一
︑
台
本
の
痕
跡

｢日
本
の
日
蝕
﹂
は
︑
戦
時
中
に
村
の
駐
在
を
務
め
て
い
た
大
貫
忠
太
が
︑

軍
か
ら
脱
走
し
て
自
宅
を
訪
れ
た
息
子
を
か
く
ま
う
こ
と
を
拒
み
︑
そ
の
息
子

を
鉄
道
自
殺
で
失
う
物
語
を
中
心
と
し
て
い
る
︒
ド
ラ
マ
の
冒
頭
と
末
尾
は
戦

後
︵
現
在
︶
の
時
点
を
描
い
て
お
り
︑
息
子
を
死
に
追
い
や
っ
た
傷
を
抱
え
て

戦
後
を
生
き
て
い
た
大
貫
が
飲
み
屋
で
息
絶
え
る
場
面
を
︑
冒
頭
と
末
尾
の
枠

で
囲
む
構
成
を
採
っ
て
い
る⑦
︒
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
で
描
か
れ
る
戦
時
中
の
大

貫
は
︑
村
の
駐
在
と
い
う
立
場
を
利
用
し
て
︑
戦
争
で
家
族
を
失
う
で
あ
ろ
う

土
地
持
ち
の
女
性
と
の
結
婚
を
目
論
ん
で
い
た
り
︑
村
長
や
助
役
ら
と
闇
の
物
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資
を
享
受
し
た
り
し
て
お
り
︑
戦
時
下
と
い
う
状
況
の
中
で
甘
い
汁
を
吸
う
よ

う
な
生
活
を
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
息
子
が
脱
走
兵
と
な
っ
た
こ
と
で
大
貫
の

立
場
は
一
変
し
︑
村
を
逃
れ
︑
戦
後
と
い
う
状
況
に
も
う
ま
く
順
応
で
き
な
い

ま
ま
︑
う
ら
ぶ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒
冒
頭
の
シ
ョ
ッ
ト
や
カ
ッ
ト
の
反

復
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
ド
ラ
マ
の
末
尾
は
︑
飲
み
屋
で
倒
れ
た
そ
の
大
貫
を

見
つ
め
る
周
囲
の
人
々
の
顔
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
後
︑
大
貫
の
遺
体
を

取
り
囲
む
人
々
の
フ
ル
シ
ョ
ッ
ト
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
読
む
こ
と
自
体
は
比
較
的
容
易
だ
︒
脚
本
は
︑
当
時

の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
専
門
誌
で
あ
る
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄︵
一
九
五
九
年
一
二
月
︶

に
掲
載
後
︑
一
九
六
五
年
二
・
三
月
合
併
号
の
同
誌
に
も
再
録
さ
れ
︑﹃
現
代

文
学
の
実
験
室
①

安
部
公
房
集
﹄︵
大
光
社

一
九
七
〇
年
六
月
︶︑﹃
安
部

公
房
全
作
品
12
﹄︵
新
潮
社

一
九
七
三
年
四
月
︶︑
前
掲
し
た
﹃
安
部
公
房
全

集
11
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
初
出
で
あ
る
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄

掲
載
の
シ
ナ
リ
オ
と
︑﹃
現
代
文
学
の
実
験
室
①
﹄
や
﹃
安
部
公
房
全
作
品
12
﹄︑

﹃
安
部
公
房
全
集
11
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
脚
本
と
の
間
に
は
︑
演
出
や
台
詞

な
ど
の
点
に
お
い
て
多
く
の
異
同
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
現
在
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
博
物

館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
制
作
の
現
場
で
実
際
に
使
用
さ
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
台
本
と
の
間
に
も
︑
同
じ
点
に
お
い
て
違
い
が
見
ら
れ
る
︒

安
部
が
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
放
送
後
か
ら
﹃
現
代
文
学
の
実
験
室
①
﹄
に
脚
本
が

収
録
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
手
を
入
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
安

部
の
脚
本
と
い
う
意
味
で
は
︑
安
部
公
房
の
名
を
付
し
た
選
集
や
全
集
収
録
の

脚
本
が
最
も
そ
れ
に
近
い
と
推
測
さ
れ
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
博
物
館
蔵
の
台
本
や

﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
シ
ナ
リ
オ
は
︑
安
部
の
脚
本
に
修
正

が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
放
送
博
物
館
蔵
の
台
本
と
︑
初
出
で
あ
る

﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
掲
載
の
シ
ナ
リ
オ
に
も
異
同
が
あ
る
が
︑
現
存
す
る
映
像

作
品
に
最
も
近
い
記
述
を
示
し
て
い
る
の
は
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
掲
載
の
シ
ナ

リ
オ
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
シ
ナ
リ
オ
の
生
成
過
程
を
推
測
す
れ
ば
︑
安

部
の
脚
本
を
も
と
に
現
在
放
送
博
物
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
台
本
が
作
ら
れ
︑

そ
れ
に
手
を
加
え
る
形
で
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
掲
載
の
シ
ナ
リ
オ
や
映
像
作
品

が
生
ま
れ
た
と
い
う
順
序
に
な
ろ
う
︒

放
送
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
台
本
に
は
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
制
作
さ
れ

て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
痕
跡
と
し
て
刻
ま
れ
て
お
り
︑
そ
こ
か
ら
は
︑
公
刊
さ
れ

た
雑
誌
や
書
物
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
脚
本
と
は
異
な
っ
た
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
︒
例
え
ば
︑
本
読
み
か
ら
放
送
に
至
る
ま
で
の
制
作
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
案

や
︑﹁
た
と
え
そ
れ
ら
が
／
ど
ん
な
に
は
る
か
で
あ
ろ
う
と
も
／
や
は
り
あ
な

た
は
／
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
／
そ
の
消
え
て
行
く
／
灰
色
を
⁝
⁝
﹂
と

い
う
文
言
が
﹁
製
作
意
図
﹂
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
︑
ド
ラ
マ
の

時
間
や
場
所
の
設
定
が
﹁
と
き

昭
和
二
〇
年
二
月
の
冬
と
昭
和
三
十
四
年
の

秋
で
あ
る
が
こ
の
こ
と
に
は
強
く
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
﹂︑﹁
と
こ
ろ

雪

国
︱
東
北
地
方
の
五
〇
戸
ば
か
し
の
あ
る
村
と
北
関
東
の
あ
る
町
の
一
杯
飲
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屋
﹂
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
分
か
る
︒

安
部
の
脚
本
に
手
が
加
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
箇
所
と
し
て
︑
例
え
ば
︑

駐
在
の
大
貫
が
脱
走
兵
の
こ
と
を
村
長
の
家
に
伝
え
に
行
っ
た
後
に
映
し
出
さ

れ
る
村
の
家
々
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹃
現
代
文
学
の
実
験
室
①
﹄

所
収
の
脚
本
を
底
本
と
し
た
﹃
安
部
公
房
全
集
11
﹄
の
脚
本
で
は
︑
出
征
し
た

兵
士
の
写
真
が
見
下
ろ
す
中
で
米
を
選
り
分
け
て
い
る
老
婆
と
俵
を
編
む
娘
を

映
す
﹁
村
の
家
(一
)﹂︑
瓶
の
中
の
米
を
つ
い
て
い
る
姉
と
教
科
書
を
読
む
妹

を
映
す
﹁
村
の
家
(二
)﹂︑
特
攻
隊
の
戦
果
を
伝
え
る
ラ
ジ
オ
の
音
声
が
流
れ

る
中
︑
や
は
り
出
征
兵
士
の
写
真
の
も
と
で
石
臼
を
ま
わ
し
︑
小
魚
を
干
す
村

人
た
ち
を
映
す
﹁
村
の
家
(三
)﹂
と
い
う
順
に
場
面
が
展
開
し
て
い
る
が
︑
放

送
博
物
館
蔵
の
台
本
や
初
出
誌
掲
載
の
シ
ナ
リ
オ
︑
映
像
作
品
で
は
︑﹁
村
の

家
(三
)﹂︑﹁
村
の
家
(二
)﹂︑﹁
村
の
家
(一
)﹂
と
い
っ
た
順
に
展
開
し
て
お
り
︑

逆
の
並
び
に
な
っ
て
い
る
︒
物
語
に
お
い
て
村
の
家
が
映
し
出
さ
れ
る
の
は
こ

の
場
面
が
最
初
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
村
の
家
(三
)﹂
か
ら
の
カ
ッ
ト

で
始
ま
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
の
で
︑
こ
の
﹁
村
の
家
﹂
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
︑

や
は
り
当
初
安
部
の
脚
本
が
設
定
し
て
い
た
カ
ッ
ト
の
順
番
を
入
れ
替
え
た
も

の
と
推
測
さ
れ
︑
放
送
博
物
館
蔵
の
台
本
で
は
︑
切
り
貼
り
で
こ
の
箇
所
の
カ

ッ
ト
の
順
番
が
操
作
さ
れ
て
い
る
︒
安
部
の
脚
本
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
修
正

が
な
さ
れ
た
の
は
︑
出
征
兵
士
の
写
真
と
特
攻
隊
の
戦
果
を
伝
え
る
ラ
ジ
オ
の

音
声
の
呼
応
を
強
調
す
る
演
出
上
の
効
果
を
狙
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︒

放
送
博
物
館
所
蔵
の
台
本
に
は
︑
台
詞
や
演
出
が
廃
案
と
な
っ
た
痕
跡
も
見

え
る
︒
そ
れ
は
︑
安
部
の
脚
本
に
も
初
出
誌
掲
載
の
そ
れ
に
も
書
か
れ
て
お
ら

ず
︑
実
際
の
ド
ラ
マ
に
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
演
出
の
痕
跡
で
あ
り
︑
表
記
が

実
線
で
消
去
さ
れ
て
い
る
箇
所
だ
︒
例
え
ば
︑
ド
ラ
マ
の
冒
頭
︑
飲
み
屋
で
酒

を
飲
ん
で
い
る
大
貫
忠
太
の
戦
後
を
映
し
出
す
場
面
で
は
︑
酒
を
す
す
る
大
貫

の
背
後
で
以
下
の
よ
う
な
ラ
ジ
オ
の
音
声
を
流
す
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
︒

(背
後
で
ラ
ジ
オ
の
音
︶
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
声

只
今
よ
り
︑
録
音
構
成

﹁
新
しマ

マ

世
代
﹂
を
お
送
り
い
た
し
ま
す

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
声

終
戦
后
十
五
年
の
才
月
は
︑
つ
い
に
戦
争
を
知
ら

な
い
︑
新
し
い
世
代
を
う
み
だ
し
ま
し
た
︵
ノ
イ
ズ
IN

し
て
︶
君
︑
ど
う

で
す
か
？

大
貫
忠
太
が
飲
み
屋
で
倒
れ
︑
死
去
し
た
後
︑﹁
こ
う
し
て
︑
ま
た
一
人
︑

証
人
が
死
ん
だ
⁝
⁝
忘
れ
去
ら
れ
︑
一
度
も
証
言
台
に
呼
ば
れ
た
こ
と
の
な
い
︑

時
代
の
証
人
が
﹂
と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
後
に
も
︑
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

答
え
る
少
年
た
ち
の
声
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
︑
実
線
で
消
去
さ
れ
て
い
る
︒

少
年
Ａ
の
声

戦
争
？

関
心
ね
え
よ
な
ア
⁝
⁝

少
年
Ｂ
の
声

ア
ッ
タ
マ
︑
い
っ
て
え
よ
な
ア

こ
う
し
た
痕
跡
は
︑
ド
ラ
マ
導
入
部
の
目
的
が
︑
戦
争
の
記
憶
の
忘
却
を
視

聴
者
に
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
目
的
は
︑

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
一
七



ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
状
況
説
明
や
︑
大
貫
と
同
じ
飲
み
屋
に
居
合
わ
せ
た
二
人

の
自
衛
隊
員
の
台
詞
︑
飲
み
屋
の
女
性
店
員
が
読
み
上
げ
︑
大
貫
の
顔
を
覆
う

戦
後
の
新
聞
記
事
︑
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
で
大
貫
の
耳
を
襲
う
﹁
の
オ
︑
お
父

⁝
⁝
お
ら
ア
︑
な
す
て
死
ん
だ
ん
だ
べ
な
ア
⁝
⁝
﹂
と
い
う
死
ん
だ
息
子
の
声
︑

﹁
大
貫
忠
太
か
⁝
⁝
ご
た
い
そ
う
な
名
前
だ
な
⁝
⁝
﹂
と
い
う
大
貫
の
遺
体
を

検
死
す
る
検
死
官
の
台
詞
な
ど
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
︑

件
の
演
出
は
そ
の
冗
長
を
緩
和
さ
せ
る
た
め
に
廃
案
と
な
っ
た
よ
う
に
推
測
さ

れ
る
︒

他
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
改
変
が
︑
ド
ラ
マ
の
演
出
を
担
当

し
た
和
田
勉
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
も
断
言
で
き
な
い
が
︑
確
か
な
の
は
︑

安
部
に
よ
る
脚
本
は
あ
く
ま
で
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
制
作
の
出
発
点
で
あ
り
︑
そ

の
脚
本
に
手
が
加
え
ら
れ
て
撮
影
現
場
で
用
い
る
台
本
が
作
ら
れ
︑
そ
の
台
本

も
実
際
の
制
作
の
中
で
微
調
整
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
つ
ま
り
︑
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
に
は
︑
そ
の
土
台
と
な
っ
た
安
部
公
房
の
脚
本
か

ら
逸
脱
し
て
い
る
要
素
が
多
分
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
冒
頭
に
掲
げ
た
安
部

の
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
や
そ
の
演
出
に
つ
い
て
の
発
言
を
考
慮
す
る
と
︑
そ
の
制

作
過
程
の
中
で
安
部
自
身
の
考
え
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
だ

が
︑
そ
こ
に
実
現
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
と
は
︑
も
は
や
安
部

個
人
の
創
造
物
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒
多
く
の
人
物
が
制
作
に
関
与
す
る
テ

レ
ビ
ド
ラ
マ
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒

二
︑
日
常
の
裂
け
目

｢日
本
の
日
蝕
﹂
は
︑
脱
走
兵
が
近
親
者
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
村
人
た
ち

の
心
情
や
︑
脱
走
兵
の
息
子
を
死
に
追
い
や
っ
た
大
貫
の
痛
み
︑
そ
し
て
脱
走

兵
の
死
そ
の
も
の
が
︑
戦
後
と
い
う
状
況
の
中
で
意
味
を
失
い
︑
忘
却
さ
れ
て

い
く
こ
と
を
問
題
化
し
て
い
る
︒
こ
の
ド
ラ
マ
に
限
ら
ず
︑
戦
後
に
は
戦
時
中

の
脱
走
兵
の
物
語
が
巷
間
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
他
に
も
︑
長
谷

川
四
郎
の
小
説
﹁
脱
走
兵
﹂︵﹃
近
代
文
学
﹄
一
九
五
二
年
一
一
月
︶
や
︑
岡
本

英
雄
の
﹃
逃
亡
兵
﹄︵
東
京
ラ
イ
フ
社

一
九
五
七
年
九
月
︶
な
ど
が
見
ら
れ

る
︒
長
谷
川
四
郎
の
﹁
脱
走
兵
﹂
は
︑
長
谷
川
自
身
の
戦
争
体
験
と
捕
虜
体
験

を
土
台
に
し
て
書
か
れ
た
小
説
で
︑
中
国
東
北
部
で
敵
軍
の
攻
撃
を
受
け
て
所

属
部
隊
を
離
脱
し
た
一
人
の
兵
士
を
描
い
て
い
る
︒
岡
本
英
雄
の
﹃
逃
亡
兵
﹄

も
︑
や
は
り
中
国
中
部
で
軍
を
脱
走
し
た
一
兵
士
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
︑
元

憲
兵
の
著
者
が
︑
処
刑
さ
れ
た
そ
の
兵
士
の
手
記
を
も
と
に
執
筆
し
た
と
推
測

さ
れ
る
小
説
風
の
記
録
で
あ
る
︒
実
際
︑
中
国
大
陸
や
内
地
を
問
わ
ず
︑
所
属

部
隊
か
ら
の
逃
亡
は
多
く
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り⑧
︑
戦
後
俳
優
と
し
て
活
躍
す

る
三
國
連
太
郎
も
徴
兵
を
逃
れ
る
た
め
国
内
外
を
約
一
年
間
逃
亡
し
た
と
い
う⑨
︒

｢日
本
の
日
蝕
﹂
は
︑
そ
う
し
た
逃
亡
兵
の
自
殺
を
通
じ
て
︑
戦
争
に
よ
る

死
や
兵
士
の
死
に
お
け
る
意
味
付
け
の
差
異
も
問
い
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
︒

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る
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そ
れ
は
︑
ド
ラ
マ
に
お
け
る
﹁
あ
の
こ
ろ
︑
死
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
っ
た

⁝
⁝
︒
／
し
か
し
︑
そ
れ
ら
の
あ
り
ふ
れ
た
死
よ
り
も
⁝
⁝
／
も
つ
と
は
げ
し

く
︑
村
を
恐
怖
に
お
と
し
い
れ
た
︒
／
小
さ
な
灰
色
の
影
﹂
と
い
う
ナ
レ
ー
タ

ー
の
声
と
︑
そ
れ
と
共
に
映
し
出
さ
れ
る
戦
災
の
写
真
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
て

い
る
︒
同
様
の
文
言
は
ナ
レ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
反
復
さ
れ
て
お
り
︑
や
は
り
戦

場
の
死
体
の
写
真
と
共
に
発
せ
ら
れ
る
︑﹁
死
ん
だ
兵
士
は
︑
こ
ん
な
に
静
か

だ
︒
／
死
ん
だ
兵
士
は
︑
決
し
て
害
を
加
え
な
い
︒
／
兵
士
は
死
な
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
︒
／
お
そ
ろ
し
い
の
は
︑
／
死
を
拒
ん
だ
兵
士
︑
／
死
か
ら
の
が
れ
よ

う
と
し
た
／
臆
病
な
兵
士
⁝
⁝
︒
／
小
さ
く
︑
あ
わ
れ
な
︑
灰
色
の
影
⁝
⁝
︒

／
な
ぜ
だ
？
／
な
ぜ
だ
ろ
う
？
﹂
と
い
う
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
︑
戦
時
下

の
死
の
あ
り
方
と
そ
の
よ
う
な
死
を
拒
否
し
た
脱
走
兵
と
の
間
に
生
じ
る
差
異

が
問
い
か
け
ら
れ
る
と
共
に
︑
そ
の
死
の
根
元
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る

よ
う
な
認
識
の
隙
間
を
用
意
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒
繰
り
返
さ
れ
る
﹁
灰
色
の

影
﹂
と
は
逃
亡
兵
そ
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
死
や
︑
そ
の
死
を
生
ん
だ
共
同
体

に
潜
む
心
理
状
態
で
も
あ
ろ
う
が
︑
戦
後
の
大
貫
に
聞
こ
え
る
﹁
の
オ
︑
お
父

⁝
⁝
お
ら
ア
︑
な
す
て
死
ん
だ
ん
だ
べ
な
ア
⁝
⁝
﹂
と
い
う
息
子
の
声
と
は
︑

そ
の
﹁
灰
色
の
影
﹂
を
生
ん
だ
も
の
そ
れ
自
体
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
重
要
な
の
は
︑
こ
の
問
い
か
け
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
映
像
効
果
で

あ
る
︒
和
田
勉
は
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
放
送
当
日
の
﹃
朝
日
新
聞
﹄
大
阪
版
朝

刊
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
み
も
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
﹂
の
中
で
自
身
の
演
出
に
つ
い
て

語
っ
て
お
り
︑
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
な
安
部
の
問
題
意
識
を
共
有
し
な
が
ら
︑

﹁
フ
ァ
シ
ズ
ム
が
い
か
に
大
衆
を
骨
な
し
に
し
た
か
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
を
描
く

た
め
に
︑﹁
テ
レ
ビ
構
成
詩
﹂
と
い
う
﹁
ス
ト
ー
リ
ー
を
ぶ
ち
切
っ
た
カ
ッ
ト

の
積
み
重
ね
に
よ
る
方
法
﹂
を
用
い
た
と
語
っ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
方
法
意

識
か
ら
生
ま
れ
た
映
像
作
品
に
特
徴
的
な
の
は
︑
そ
の
﹁
カ
ッ
ト
の
積
み
重

ね
﹂
の
中
で
な
さ
れ
る
人
物
や
物
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
︑
村
人
を
演
じ
る
俳

優
た
ち
に
よ
る
﹁
脱
走
兵
﹂
と
い
う
語
の
連
呼
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
物
語
の
中

盤
に
お
い
て
脱
走
兵
の
存
在
が
村
に
伝
わ
っ
た
場
面
で
は
︑
安
部
の
脚
本
通
り
︑

後
ろ
を
振
り
返
っ
て
表
情
を
つ
く
る
村
人
た
ち
の
顔
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
︻
図

�
︼
が
反
復
さ
れ
︑
そ
れ
と
共
に
﹁
脱
走
兵
﹂
と
い
う
声
の
連
呼
が
次
第
に
大

き
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
村
の
家
々
の
様
子
も
︑
農

作
業
を
す
る
村
人
た
ち
の
指
や
腕
︑
農
具
︑
家
々
に
飾
ら
れ
た
出
征
兵
士
の
写

真
︑
農
作
物
な
ど
の
物
体
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
で
表
現
さ
れ
︑
脱
走
兵
を
恐
れ

る
場
面
で
は
︑
戸
締
り
の
た
め
家
の
板
戸
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
釘
︻
図
	
︼
や

金
槌
︑
そ
れ
ら
を
見
つ
め
る
村
人
の
顔
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
そ
れ
に
伴
っ
た

音
響
効
果
で
そ
の
心
理
が
表
さ
れ
て
い
く
︒

一
方
で
︑
逃
亡
兵
で
あ
る
大
貫
の
息
子
の
顔
は
一
度
も
画
面
に
現
れ
る
こ
と

は
な
く
︑
逃
亡
兵
の
来
訪
は
︑
雪
の
中
に
よ
ろ
め
き
︑
た
め
ら
う
そ
の
足
と
︑

そ
れ
を
見
つ
め
る
窓
越
し
の
大
貫
の
表
情
︑
や
は
り
﹁
脱
走
兵
﹂
と
い
う
語
の

連
呼
の
中
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
村
人
の
顔
︑
身
構
え
る
村
人
の
猟
銃
な

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る
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【図
】「日本の日蝕」写真提供：NHK 【図�】「日本の日蝕」写真提供：NHK
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ど
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
に
映
し
出
さ
れ
る
村
の
家
々
に
置
か

れ
た
生
活
用
品
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
や
︑
雪
の
中
に
残
さ
れ
た
脱
走
兵
の
足
跡

な
ど
の
多
く
の
カ
ッ
ト
の
積
み
重
ね
は
︑
映
し
出
さ
れ
る
そ
の
対
象
の
意
味
を

剥
奪
し
︑
脱
走
兵
を
拒
絶
す
る
村
の
姿
や
︑
村
の
沈
黙
を
奇
異
な
も
の
と
し
て

表
す
の
に
充
分
だ
︒
脱
走
兵
の
死
も
そ
れ
が
映
像
と
し
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
︑
鳴
り
響
く
鉄
道
の
汽
笛
と
︑
そ
れ
に
反
応
す
る
村
人
た
ち
の
台
詞
や
驚

愕
と
戸
惑
い
の
表
情
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
︑
身
ぶ
り
で
表
さ
れ
て
い
る
︒
ド
ラ

マ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
︑
戦
後
を
生
き
た
大
貫
が
飲
み
屋
で
倒
れ
る
場
面
で
は
︑

大
貫
の
顔
を
覗
き
込
む
飲
み
屋
の
客
た
ち
の
顔
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
後
︑

そ
の
死
を
呆
然
と
見
つ
め
る
集
団
と
し
て
フ
ル
シ
ョ
ッ
ト
︻
図


︼
で
映
し
出

さ
れ
る
こ
と
で
︑
戦
争
を
忘
却
し
た
日
本
人
が
抽
象
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
ろ
う
︒

和
田
勉
自
身
は
︑﹁
テ
レ
ビ
演
出
論

解
放
の
論
理
﹂︵﹃
現
代
テ
レ
ビ
講
座

第


巻

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
／
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
篇
﹄
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
社

一
九
六

〇
年
七
月
︶
の
中
で
︑
こ
の
よ
う
な
演
出
の
目
的
を
﹁
日
常
性
の
変
革
﹂
に
あ

っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
に
お
け
る
﹁
脱
走
兵
﹂
と

い
う
﹁
同
一
の
セ
リ
フ
に
よ
る
同
一
単
純
な
発
声
の
く
り
返
し
の
連
続
﹂
は
︑

﹁
セ
リ
フ
が
持
っ
て
い
る
日
常
性
と
い
う
も
の
を
逆
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

一
つ
の
形
︑
実
は
そ
の
時
そ
れ
は
セ
リ
フ
そ
の
も
の
で
は
す
で
に
な
く
コ
ト
バ

自
体
と
い
う
も
の
︑
即
ち
一
個
の
観
念
と
し
て
提
出
し
た
﹂
と
す
る
︒
そ
し
て
︑

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
〇



﹁
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
だ
け
の
︑
長
い
︑
く
り
返
し
と
連
続
﹂
は
︑
物
質
を

﹁
が
ん
じ
が
ら
め
の
日
常
性
か
ら
解
き
は
な
し
て
︑
も
う
一
度
本
来
の
物
自
体

の
手
も
と
に
か
え
す
作
業
︑
そ
れ
自
身
を
し
て
ま
ず
語
ら
し
め
る
︑
と
い
う
点

に
意
識
を
立
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
機
を
つ
く
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒
さ
ら

に
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
で
︑
村
人
た
ち
の
顔
に
は
さ
ま
さ
れ
て
戦
場
の
焼
死
体

や
︑
転
が
っ
た
足
︑
つ
か
ん
で
い
る
手
な
ど
の
実
写
フ
ィ
ル
ム
か
ら
と
っ
た
一

カ
ッ
ト
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
も
︑﹁
そ
れ
ら
が
日
常
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の

中
へ
突
然
割
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
も
う
一
つ
の
︑
そ
れ
ま
で
あ
っ

た
︵
も
う
一
つ
の
日
常
の
︶
リ
ア
リ
テ
ィ
と
衝
突
す
る
こ
と
で
︑
そ
れ
を
変
革

し
て
ゆ
く
と
い
う
動
機
の
上
に
利
用
さ
れ
た
﹂
か
ら
だ
と
い
う
︒
ラ
ス
ト
シ
ー

ン
で
飲
み
屋
の
客
た
ち
の
顔
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
も
︑
飲
み
屋
か
ら

外
へ
逃
げ
な
い
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
︑﹁
そ
の
時
こ
の
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
日
本

人
の
顔
を
︑
つ
ま
り
自
ら
と
む
か
い
あ
わ
せ
る
た
め
に
そ
う
し
た
﹂
そ
う
だ
︒

日
常
性
に
対
す
る
安
部
公
房
の
認
識
も
参
照
さ
れ
て
い
る
和
田
の
こ
の
演
出

に
は
︑﹁
出
来
事
な
い
し
は
性
格
か
ら
当
然
な
も
の
︑
既
知
の
も
の
︑
明
白
な

も
の
を
取
り
去
っ
て
︑
そ
れ
に
対
す
る
驚
き
や
好
奇
心
を
つ
く
り
だ
す⑩
﹂
Ｂ
・

ブ
レ
ヒ
ト
の
﹁
異
化
﹂
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を

め
ぐ
る
日
常
性
が
少
な
く
と
も
二
つ
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
一
つ
は
︑

ド
ラ
マ
の
中
の
こ
と
ば
や
事
物
に
孕
ま
れ
た
日
常
性
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
が
無

化
︑
誇
張
さ
れ
る
こ
と
で
視
聴
者
に
そ
れ
が
相
対
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
企
図

さ
れ
て
い
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
視
聴
者
を
取
り
巻
く
日
常
性
で
あ
り
︑
ド
ラ
マ

の
演
出
に
よ
っ
て
動
揺
を
与
え
ら
れ
る
対
象
と
し
て
そ
れ
は
措
定
さ
れ
て
い
る
︒

む
ろ
ん
︑
二
つ
の
レ
ベ
ル
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
︑
映
像
の
中

で
表
象
さ
れ
る
日
常
性
と
︑
視
聴
者
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
日
常
性

と
の
比
重
の
度
合
い
が
若
干
異
な
る
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
脚
本
を
担
当

し
た
安
部
公
房
︑
そ
し
て
演
出
を
担
当
し
た
和
田
勉
の
問
題
意
識
に
は
︑
大
衆

の
日
常
の
中
に
浸
透
し
て
い
く
テ
レ
ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
が
多
分
に
考

慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
う
で
あ
る
が
故
に
︑
そ
れ
を
通
じ
て
様
々
な
レ

ベ
ル
で
日
常
に
裂
け
目
を
入
れ
る
可
能
性
が
模
索
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒

﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
の
場
合
は
︑
そ
の
物
語
内
容
と
も
相
俟
っ
て
︑
戦
争
や
戦
時

中
の
出
来
事
を
忘
却
し
つ
つ
あ
る
日
常
と
し
て
の
戦
後
に
対
す
る
裂
け
目
が
用

意
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
︒
こ
の
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
れ
た
当
時
︑
日
米
安
保

条
約
が
協
議
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
︑
そ
の
よ
う
な
日
常
へ
の
問
い
か
け
と
決
し

て
無
関
係
で
は
な
い
︒

三
︑
評
価
と
反
応

そ
れ
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
裂
け
目
は
︑
識
者
︑
視
聴
者
に
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

例
え
ば
︑﹃
朝
日
新
聞
﹄︵
東
京
版
朝
刊

一
九
五
九
年
一
〇
月
一
三
日
︶
の

﹁
週
間
モ
ニ
タ
ー
﹂
は
︑
演
出
を
評
価
し
な
が
ら
も
﹁
あ
ま
り
に
も
︑
ド
ラ
イ

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
一



な
心
理
描
写
が
︑
筋
運
び
を
難
解
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
“
茶
の
間
の
芸
術
”

と
い
う
限
界
か
ら
︑
疑
問
を
残
す
﹂
と
し
︑
同
じ
く
大
阪
版
朝
刊
︵
一
九
五
九

年
一
〇
月
一
五
日
︶
の
﹁
週
間
合
評
﹂
も
︑﹁
大
変
な
力
作
で
あ
る
﹂
が
﹁
構

成
詩
と
い
う
形
式
も
感
心
し
な
い
し
脚
本
そ
の
も
の
が
ひ
と
り
よ
が
り
で
あ
る
︒

こ
の
ド
ラ
マ
で
最
も
い
け
な
い
点
は
見
る
人
へ
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
が
な
い
こ
と

で
あ
る
﹂
と
す
る
︒﹃
読
売
新
聞
﹄︵
東
京
版
朝
刊

一
九
五
九
年
一
〇
月
一
四

日
︶
の
﹁
テ
レ
ビ
週
報
﹂
も
︑
大
貫
を
演
じ
た
伊
藤
雄
之
助
の
演
技
は
評
価
す

る
も
の
の
﹁
作
者
の
好
み
を
盛
り
こ
み
す
ぎ
た
感
深
く
一
時
間
十
分
は
長
す
ぎ

て
少
々
退
屈
し
た
︒
い
か
に
芸
術
祭
参
加
で
も
︑
劇
場
で
の
ド
ラ
マ
で
な
い
だ

け
に
大
衆
性
は
絶
対
条
件
︒
脱
走
兵
に
対
す
る
当
時
の
恐
怖
感
が
そ
の
ま
ま
ぴ

っ
た
り
今
日
の
大
衆
に
わ
か
る
か
ど
う
か
︑
こ
れ
が
こ
の
ド
ラ
マ
の
分
岐
点
﹂

と
し
て
い
る
︒
新
聞
評
が
ド
ラ
マ
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
な
が
ら
も
︑

大
衆
性
の
欠
如
を
批
判
す
る
一
方
︑
一
般
視
聴
者
に
よ
る
新
聞
の
投
書
に
は
︑

﹁
芸
術
祭
参
加
作
品
に
ふ
さ
わ
し
い
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
︒
農
夫
た
ち
の
荒
れ
た

ハ
ダ
︑
油
気
の
な
い
髪
の
ア
ッ
プ
が
︑
こ
れ
で
も
か
︑
こ
れ
で
も
か
と
い
う
風

に
︑
戦
時
中
の
不
安
を
再
現
し
て
い
た
︒
こ
う
し
た
ア
ッ
プ
の
連
続
は
現
実
的

な
も
の
を
︑
み
る
人
に
与
え
る
の
で
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
の
新
手
法
で
は
な
い
か

と
思
っ
た
︒
こ
と
に
脱
走
兵
の
ゲ
ー
ト
ル
を
つ
け
た
足
だ
け
の
演
技
は
圧
巻
だ

っ
た
﹂︵﹁
放
送
塔
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
東
京
版
朝
刊

一
九
五
九
年
一
〇
月
一
三

日

埼
玉
県
名
村
す
み
え
︵
三
五
︶
主
婦
︶
と
︑
ド
ラ
マ
を
絶
賛
す
る
よ
う
な

声
も
あ
る
︒

専
門
誌
﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄︵
一
九
五
九
年
一
二
月
︶
で
は
芸
術
祭
参
加
特

集
が
組
ま
れ
︑
参
加
作
品
の
批
評
を
掲
載
し
て
い
る
が
︑
新
聞
紙
面
で
の
評
価

と
比
べ
れ
ば
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
に
は
や
や
好
意
的
だ
︒
特
集
号
に
評
を
寄
せ
た

の
は
︑
堀
江
史
朗
︑
大
木
豊
︑
加
賀
充
︑
牧
原
美
穂
子
で
︑
演
劇
評
論
家
の
大

木
が
﹁
茶
の
間
で
見
る
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
と
し
て
は
︑
や
や
と
つ
つ
き
に
く
い

一
面
も
あ
り
︑︵
中
略
︶
全
体
に
難
解
な
印
象
を
払
拭
で
き
な
い
の
を
疑
問
と

し
た
い
﹂
と
新
聞
評
と
似
た
よ
う
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
り
︑
他
の
論
者
も
ス

ト
ー
リ
ー
や
テ
ー
マ
の
陳
腐
さ
︑
演
出
の
過
剰
性
に
注
文
を
つ
け
て
い
た
り
は

す
る
も
の
の
︑﹁
出
色
の
出
来
ば
え
﹂︵
加
賀
︶︑﹁
意
欲
的
﹂︵
牧
原
︶
と
い
っ

た
評
価
も
見
ら
れ
る
︒﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
に
対
す
る
こ
う
し
た
評
価
の
様
式
は
︑

表
現
と
し
て
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
意
識
的
で
あ
っ
た
論
者
に
あ
る
程
度
共
通
し

て
い
る⑪
︒

こ
の
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
の
評
価
を
考
え
る
際
に
重
要
と
な
る
の
は
︑
新
聞
評

が
指
摘
し
た
よ
う
な
﹁
茶
の
間
の
芸
術
﹂
と
し
て
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
︑
つ
ま
り

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
﹁
大
衆
性
﹂
を
求
め
る
評
価
基
準
で
あ
る
︒
既
に
松
山
秀
明

が
整
理
し
て
い
る
よ
う
に⑫
︑
こ
の
論
点
は
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
だ
け
の
も
の
で
は

な
く
︑
当
時
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
も
の
で
も
あ
り
︑

演
出
を
担
当
し
た
和
田
勉
は
こ
の
点
に
つ
い
て
い
く
つ
か
記
述
を
残
し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑
和
田
の
﹁
私
は
貝
に
な
り
た
く
な
い
﹂︵﹃
キ
ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
五
九

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
二



年
一
二
月
一
日
︶
は
︑
前
掲
し
た
よ
う
な
ド
ラ
マ
の
難
解
さ
を
批
判
し
た
新
聞

評
に
激
し
く
反
論
し
て
お
り
︑
先
の
埼
玉
県
の
主
婦
名
村
す
み
え
の
新
聞
投
書

を
引
用
し
な
が
ら
︑﹁
私
の
手
許
に
は
こ
の
番
組
に
関
し
て
﹁
分
っ
た
﹂
と
い

う
一
般
視
聴
者
か
ら
の
報
告
が
二
十
四
種
類
集
ま
っ
て
い
る
︒︵
中
略
︶
一
般

大
衆
の
方
が
も
っ
と
よ
く
分
っ
て
い
る

︱
こ
の
こ
と
は
目
下
の
新
聞
批
評
と

い
う
も
の
に
と
っ
て
悲
劇
で
は
な
か
ろ
う
か
⁝
⁝
﹂
と
新
聞
評
を
皮
肉
っ
て
い

る
︒
加
え
て
︑﹁
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
は
︑
目
下
の
と
こ
ろ
茶
の
間
で
﹁
見
る
﹂

も
の
で
あ
っ
て
も
︑
茶
の
間
の
﹁
芸
術
﹂
と
し
て
そ
の
全
部
を
規
定
す
る
こ
と

は
甚
だ
危
険
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
︒﹁
茶
の
間
﹂
⁝
⁝
そ
こ
に
あ
る
も
の
は

実
に
雑
然
と
し
た
﹁
気
分
﹂
だ
︑
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
み
ち
び
き
出
さ
れ
て
く

る
典
型
的
な
も
の
は
一
つ
の
﹁
日
常
性
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
︑
私
は
実
は

こ
の
日
常
性
を
こ
そ
茶
の
間
の
片
隅
か
ら
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
に
よ
っ
て
徹
底
的

に
破
壊
し
た
い
の
で
あ
る
﹂
と
︑
大
衆
を
一
括
り
に
す
る
こ
と
の
危
険
性
や
︑

日
常
に
裂
け
目
を
も
た
ら
す
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
可
能
性
を
強
く
訴
え
て
い
る
︒

﹃
放
送
ド
ラ
マ
﹄
誌
上
で
は
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
﹁
失
敗
﹂
と
評
し
た
森
本
哲

郎
﹁
作
品
研
究

日
本
の
日
蝕
﹂︵
一
九
五
九
年
一
一
月
︶
に
対
し
て
︑
和
田

の
﹁
批
評
家
を
批
評
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵
一
九
六
〇
年
一
月
︶
が
先
の

引
用
と
同
様
の
論
理
で
反
論
︑
そ
れ
を
木
村
民
六
﹁
何
故
正
座
し
て
視
な
く
て

は
い
け
な
い
の
で
す
か
﹂︵
一
九
六
〇
年
二
月
︶
が
批
判
す
る
と
い
う
論
争
が

生
じ
︑
森
本
哲
郎
﹁﹁
茶
の
間
芸
術
﹂
の
意
味
﹂︑
和
田
勉
﹁
あ
な
た
も
ま
た
︑

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
﹂
を
同
時
掲
載
し
た
﹁
論
争
﹁
日
本
の

日
蝕
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
一
九
六
〇
年
三
月
︶
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
も
し
た
︒

芸
術
性
と
大
衆
性
を
め
ぐ
る
二
項
対
立
的
な
議
論
で
は
な
く
︑
和
田
の
演
出

の
過
剰
性
や
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
つ
い
て
︑
別
の
レ
ベ
ル

の
分
析
を
し
て
い
た
の
が
佐
々
木
基
一
﹁
ク
ロ
ー
スマ

マ

・
ア
ッ
プ
の
運
命
﹂︵﹃
キ

ネ
マ
旬
報
﹄
一
九
六
〇
年
三
月
一
五
日
︶
で
︑﹁
和
田
勉
が
主
観
的
に
は
新
し

い
イ
メ
ー
ジ
と
考
え
︑
さ
ら
に
日
常
性
を
破
壊
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
た

も
の
が
︑
そ
れ
自
体
︑
陳
腐
な
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
場
合
も
あ
る
﹂
し
︑﹁
結
局

は
︑
な
に
も
の
を
も
変
革
し
え
な
い
た
ん
な
る
異
様
な
イ
メ
ー
ジ
に
と
ど
ま

る
﹂
と
し
︑﹁
日
常
性
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
と
現
実
変
革
を
︑
和
田
勉
は
今

後
ど
の
よ
う
に
統
一
し
て
い
く
か
﹂
と
問
い
か
け
て
い
る
︒
佐
々
木
は
︑
そ
う

し
た
和
田
の
課
題
を
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
全
般
の
問
題
に
敷
衍
し
︑
新
鮮
で
独
創
的

な
イ
メ
ー
ジ
が
す
ぐ
に
陳
腐
な
類
型
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
や
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
そ
の
も
の
の
発
展
の
限
界
を
指
摘
し
て
も
い
る
︒
こ
の
背
後
に
は
︑﹃
テ
レ

ビ
芸
術
﹄︵
パ
ト
リ
ア
書
店

一
九
五
九
年
九
月
︶
の
刊
行
に
表
れ
て
い
た
テ

レ
ビ
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
対
す
る
佐
々
木
の
期
待
が
︑
既
に
縮
小
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
が⑬
︑
佐
々
木
は
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
を
通
じ
て
︑
日
常

に
裂
け
目
を
入
れ
る
こ
と
を
模
索
す
る
和
田
の
意
図
を
理
解
し
な
が
ら
︑
テ
レ

ビ
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
孕
ま
れ
る
大
衆
性
や
表
現
の
限
界
を
深
く
問
い
か
け
て

い
た
と
言
え
よ
う
︒

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
三



も
と
も
と
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
は
︑
芸
術
祭
と
い
う
あ
る
象
徴
的
な
価
値
を
持

つ
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
あ
り
︑
お
茶
の
間
の
視
聴
者
の
娯

楽
と
い
う
目
的
が
中
心
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒
そ
れ
で
も
︑
そ
れ
に
大
衆
性

を
求
め
る
声
が
纏
わ
り
つ
い
て
く
る
の
は
︑
こ
の
当
時
︑﹁
大
衆
の
た
め
の

﹁
芸
術
祭
﹂﹂︵﹁
社
説
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
東
京
版
朝
刊

一
九
五
九
年
一
〇
月
一

日
︶
を
求
め
る
論
調
が
一
部
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
日
本
の
日

蝕
﹂
が
放
映
さ
れ
た
一
九
五
九
年
は
︑
皇
太
子
結
婚
の
儀
が
テ
レ
ビ
受
像
機
の

家
庭
普
及
に
拍
車
を
か
け
︑
テ
レ
ビ
が
お
茶
の
間
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
︒
新
聞
評
を
中
心
と
し
た
﹁
日
本
の

日
蝕
﹂
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
は
︑
テ
レ
ビ
や
新
聞
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
そ
う

し
た
戦
後
の
大
衆
社
会
を
反
映
す
る
と
共
に
︑
そ
の
社
会
の
あ
り
方
に
呼
応
す

る
こ
と
を
メ
デ
ィ
ア
も
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
が
︑
そ
の

よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
く
日
常
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
和
田
の
試
み

は
︑
現
在
の
テ
レ
ビ
の
状
況
を
考
え
て
み
て
も
︑
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う⑭
︒
当
時
の
評
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
戦
中
の
記
憶
の
忘
却
を
扱
っ
た
そ
の
物

語
内
容
は
︑
演
出
の
斬
新
さ
に
比
べ
れ
ば
確
か
に
陳
腐
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
︑
戦
後
に
蔓
延
す
る
大
衆
的
日
常
の
中
で
︑
忘
却
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
記

憶
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
安
部
や
和
田
の
認
識
は
︑
評
に
反
し
て
戦
後
の
大
衆

な
る
も
の
を
よ
り
正
確
に
捉
え
て
い
た
と
も
言
え
る
︒
つ
ま
り
︑
物
語
内
容
の

陳
腐
さ
こ
そ
が
︑
こ
の
ド
ラ
マ
の
︿
大
衆
性
﹀
の
裏
返
し
で
あ
る
と
も
言
え
︑

そ
の
よ
う
な
陳
腐
な
物
語
内
容
を
テ
レ
ビ
と
い
う
大
衆
的
な
メ
デ
ィ
ア
で
伝
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
︑
戦
後
に
対
す
る
こ
の
ド
ラ
マ
の
危
機
感
と
批

評
性
が
あ
る
の
だ
︒
そ
し
て
︑
仮
に
視
聴
者
が
そ
れ
と
向
き
合
う
こ
と
な
く
︑

テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え
︑
お
茶
の
間
か
ら
立
ち
去
っ
た
と
し
て
も
︑
あ

る
﹁
異
様
な
イ
メ
ー
ジ
﹂
の
断
片
が
︑
こ
の
大
衆
性
に
満
ち
た
メ
デ
ィ
ア
に
こ

び
り
つ
い
て
い
た
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
の
映
像
に
は
︑
そ
の
土
台
と
な
っ
た
安
部

の
脚
本
や
︑
そ
れ
を
修
正
し
た
台
本
の
記
述
か
ら
は
す
く
い
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
要
素
が
多
分
に
孕
ま
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
そ
れ
は
︑
演
技
す
る
俳
優
た
ち

の
表
情
や
し
ぐ
さ
が
も
た
ら
す
表
象
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
身
体
的
な
表
象
は
︑

脚
本
や
台
本
を
文
字
通
り
読
み
︑
そ
の
行
間
を
埋
め
て
い
っ
た
と
し
て
も
容
易

に
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
同
様
に
︑
こ
の
ド
ラ
マ
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
物
体
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
も
︑
そ
の
物
の
質
感
や
陰
影
と
共
に
︑
物
語
の
展

開
や
状
況
の
中
で
あ
る
意
味
を
帯
び
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
脚
本
や
台
本
の

記
述
の
そ
れ
と
は
別
の
レ
ベ
ル
の
も
の
と
な
る
︒
ド
ラ
マ
全
体
を
支
え
て
い
る

音
響
効
果
に
つ
い
て
も
︑
脚
本
や
台
本
の
記
述
か
ら
想
像
す
る
こ
と
は
到
底
不

可
能
で
︑
こ
の
ド
ラ
マ
が
︑
そ
の
音
響
効
果
か
ら
脱
走
兵
に
対
す
る
村
人
た
ち

の
恐
怖
を
視
聴
者
に
伝
え
る
サ
ス
ペ
ン
ス
の
要
素
も
持
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
そ

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
四



れ
ら
の
記
述
か
ら
は
分
か
ら
な
い
︒
安
部
が
執
筆
し
た
脚
本
を
出
発
点
に
︑
俳

優
や
ナ
レ
ー
タ
ー
の
身
体
性
︑
映
像
技
術
︑
音
響
効
果
を
加
え
︑
さ
ら
に
︿
お

茶
の
間
﹀
の
芸
術
と
い
う
大
衆
性
を
も
含
ん
だ
表
現
の
総
体
と
し
て
こ
の
ド
ラ

マ
は
あ
る
の
だ
︒

そ
の
総
体
的
な
表
現
に
対
す
る
意
欲
が
垣
間
見
え
る
一
方
で
︑
こ
の
ド
ラ
マ

の
冒
頭
と
末
尾
で
繰
り
返
さ
れ
る
大
貫
の
﹁
お
︑
お
ら
の
息
子
は
︑
名
誉
の
戦

死
す
た
け
ど
よ
︑
す
死
ん
だ
と
き
も
︑
銃
は
よ
ご
さ
ね
え
よ
う
に
︑
そ
ば
の
木

の
枝
さ
立
て
か
け
て
い
た
つ
う
こ
ん
だ
⁝
⁝
︒
／
昔
の
若
え
も
ん
は
︑
規
律
が

あ
っ
た
で
な
ァ
⁝
﹂
と
い
う
台
詞
に
は
注
意
が
必
要
だ
︒
脱
走
兵
と
な
っ
た
息

子
の
自
殺
を
﹁
名
誉
の
戦
死
﹂
と
捉
え
︑
飲
み
屋
に
集
っ
て
い
た
自
衛
隊
員
や

若
者
に
﹁
規
律
﹂
を
話
す
こ
の
台
詞
は
む
ろ
ん
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
が
︑
戦
後
の

状
況
に
対
す
る
イ
ロ
ニ
ー
が
こ
の
ド
ラ
マ
を
支
え
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
な
ら

ば
︑
そ
の
イ
ロ
ニ
ー
が
発
動
さ
れ
る
際
に
﹁
昔
﹂
の
﹁
規
律
﹂
が
利
用
さ
れ
︑

そ
の
価
値
が
借
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
戦
争
の
記
憶
の
忘
却
を
問
題
化
し

た
こ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
そ
の
も
の
が
︑
忘
却
さ
れ
た
過
去
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
隙
を
生
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
す
る
な
ら
ば
︑

記
憶
の
忘
却
を
問
題
化
し
な
が
ら
︑
そ
の
記
憶
を
美
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
表

象
が
︑
ド
ラ
マ
の
冒
頭
と
末
尾
で
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
︒
こ
の

ド
ラ
マ
の
新
聞
評
は
大
衆
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
が
︑
そ

れ
ら
が
見
過
ご
し
て
い
た
︿
大
衆
性
﹀
と
は
実
は
こ
う
し
た
部
分
に
表
れ
て
い

る
と
も
言
え
る
︒
や
は
り
当
時
︑
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
可
能
性
に
期
待
し
て
い
た

花
田
清
輝
﹁
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
お
も
し
ろ
さ
﹂︵﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九
六
〇

年
一
月
︶
が
︑
蔓
延
す
る
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
要
素
を
こ
の
ド
ラ
マ
に
嗅
ぎ
取
り
︑

そ
の
要
素
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
こ
と
も
そ
の
こ
と
と
全
く
無
関
係
で
は
な

い
だ
ろ
う
︒
安
部
公
房
や
和
田
勉
が
企
図
し
て
い
た
﹁
ド
ラ
マ
の
否
定
﹂
は
︑

そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
は
達
成
で
き
て
い
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で

あ
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
当
時
ま
だ
新
し
か
っ
た
こ
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
︑
そ
の

よ
う
な
︿
芸
術
性
﹀
と
︿
大
衆
性
﹀
と
の
微
妙
な
関
係
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
︒
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送
番
組
表
参
照
︒

②

文
化
庁
文
化
部
芸
術
課
編
﹃
芸
術
祭
30
年
史
資
料
編
︵
上
︶﹄︵
文
化
庁

一
九
七

六
年
三
月
︶
参
照
︒

③

同
記
事
に
は
︑
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
﹁
兵
士
脱
走
﹂
が
既
に
民
放
祭
参
加
作
品
と
し
て

地
区
予
選
で
三
位
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
や
︑﹁
芸
術
祭
参
加
作
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
な
く
て
は
い
け
な
い
﹂
と
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
阪
の
関
係
者
の
談
話
︑﹁
中
日
放
送
で

放
送
ず
み
の
テ
ー
マ
と
い
う
点
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
和
田
君
も
よ
く
知
っ
て
い
て
︑
そ
の
台

本
も
読
ん
だ
は
ず
だ
﹂
と
す
る
安
部
の
談
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
こ
の
問

題
は
︑
他
に
も
﹃
週
刊
朝
日
﹄︵
一
九
五
九
年
一
〇
月
二
五
日
︶
の
﹁
ダ
イ
ア
ル
﹂

欄
や
︑
内
村
直
也
﹁
テ
レ
ビ
週
言
﹂︵﹃
毎
日
新
聞
﹄
東
京
版
朝
刊

一
九
五
九
年
一

〇
月
一
七
日
︶
が
取
り
上
げ
て
お
り
︑
賛
否
両
論
あ
る
︒

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
五



④

大
島
勉
﹁
土
俗
と
の
対
決

安
部
公
房
﹃
巨
人
伝
説
﹄﹃
未
必
の
故
意
﹄﹂︵﹃
国
文

学
﹄
一
九
七
二
年
六
月
︶︑
小
林
治
﹁
昭
和
三
十
年
代
の
安
部
公
房
短
編
作
品
に
つ

い
て
(一
)

︱
日
本
的
共
同
体
へ
の
帰
属
と
脱
出

︱
﹂︵﹃
駒
沢
短
大
国
文
﹄
二
〇

〇
三
年
三
月
︶
参
照
︒

⑤

抜
山
雄
一
﹁
安
部
公
房
の
﹁
父
親
﹂
た
ち

︱
﹁
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
﹂
か
ら

﹁
夢
の
兵
士
﹂
へ

︱
﹂︵﹃
近
代
文
学

研
究
と
資
料

第
二
次
﹄
二
〇
〇
八
年
三

月
︶
参
照
︒

⑥

加
田
謙
一
郎
﹁
安
部
公
房
﹁
夢
の
兵
士
﹂
論
﹂︵﹃
鶴
岡
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究

紀
要
﹄
二
〇
〇
九
年
三
月
︶
参
照
︒

⑦

高
橋
信
良
﹃
安
部
公
房
の
演
劇
﹄︵
水
声
社

二
〇
〇
四
年
四
月
︶
は
︑
こ
の
構

造
と
︑
安
部
の
演
劇
に
お
け
る
劇
中
劇
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
︒

⑧

弓
削
欣
也
﹁
大
東
亜
戦
争
期
の
日
本
陸
軍
に
お
け
る
犯
罪
及
び
非
行
に
関
す
る
一

考
察
﹂︵﹃
戦
史
研
究
年
報
﹄
二
〇
〇
七
年
三
月
︶
参
照
︒

⑨

渡
部
彬
子
﹁
日
本
軍
兵
士
た
ち
の
軍
隊
観

︱
�



�
年
以
降
の
大
動
員
期
か

ら
戦
後
へ

︱
﹂︵﹃
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要

別
冊
﹄
二
〇
一
二

年
三
月
︶
参
照
︒

⑩

Ｂ
・
ブ
レ
ヒ
ト
﹁
実
験
的
演
劇
に
つ
い
て
﹂︵﹃
今
日
の
世
界
は
演
劇
に
よ
っ
て
再

現
で
き
る
か
﹄︵
千
田
是
也
訳

白
水
社

一
九
九
六
年
六
月
︶

⑪

他
に
も
︑
四
条
貫
哉
﹁
“
茶
の
間
”
の
芸
術
と
実
験
性

芸
術
祭
参
加
テ
レ
ビ
・

ド
ラ
マ
を
斬
る
﹂︵﹃
映
画
評
論
﹄
一
九
五
九
年
一
二
月
︶︑
羽
仁
進
﹁
テ
レ
ビ
的
表

現
に
つ
い
て
﹂︑
畑
中
庸
生
・
山
本
隆
則
・
津
田
昭
・
小
松
達
郎
・
森
川
時
久

座

談
会
﹁
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
か
ら
作
家
へ
の
注
文
﹂︵﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹄
一
九
六
〇
年
一

月
︶︑
柾
木
恭
介
﹁
芸
術
祭
参
加
作
品
の
ひ
と
つ
の
傾
向
﹂︵﹃
文
学
﹄
一
九
六
〇
年

二
月
︶
が
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
評
し
て
い
る
︒

⑫

松
山
秀
明
﹁
シ
リ
ー
ズ

初
期
“
テ
レ
ビ
論
”
を
再
読
す
る
︻
第
�
回
︼
ド
ラ
マ

論
～
“
お
茶
の
間
”
を
め
ぐ
る
葛
藤
～
﹂︵﹃
放
送
研
究
と
調
査
﹄
二
〇
一
三
年
一
二

月
︶
参
照
︒

⑬

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
作
家
が
見
た
テ
レ
ビ

︱
可
能
性
と
し
て
の
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ

︱
﹂︵﹃
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
﹄
二
〇
一
三
年
一
二
月
︶

を
参
照
の
こ
と
︒

⑭

高
橋
孝
輝
﹁
テ
レ
ビ
的
表
現
を
拓
い
た
“
ア
ッ
プ
の
ベ
ン
”﹂︵﹃
放
送
文
化
﹄
二

〇
〇
〇
年
一
月
︶
は
︑﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
飲
み
屋
場
面
か
ら
老
人
が
駐

在
を
し
て
い
た
雪
深
い
地
方
の
村
へ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
や
︑
カ
ッ
ト
の
切
り
替

え
な
ど
は
︑
今
か
ら
す
る
と
稚
拙
で
︑
と
き
に
意
味
不
明
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
ド

ラ
マ
は
そ
の
稚
拙
で
意
味
不
明
な
部
分
を
含
め
︑
異
様
な
ま
で
の
迫
力
を
持
つ
も
の

に
仕
上
が
っ
て
い
た
﹂
と
す
る
︒

︹
付
記
︺

本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
公
に
さ
れ
て
い
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
﹁
日
本
の
日

蝕
﹂
の
脚
本
と
実
際
の
映
像
作
品
と
の
間
に
は
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
︑
便

宜
上
︑
台
詞
等
の
引
用
は
︑
映
像
作
品
に
最
も
近
い
初
出
︵﹃
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
﹄
一
九
五
九
年
一
二
月
︶
掲
載
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
っ
た
︒
な
お
︑
本
稿
は

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
︵
課
題
番
号
2
5
7
7
0
0
8
4︶
の
成
果
の
一
部
で
︑
執
筆
に
あ

た
っ
て
は
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
博
物
館
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
広
島
放
送
局
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
エ
ン
タ

ー
プ
ラ
イ
ズ
の
ご
協
力
を
得
た
︒
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
︒

安
部
公
房
作
﹁
日
本
の
日
蝕
﹂
を
読
む
／
視
る

三
二
六


