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土
方
鉄
『
妣
の
闇
』
論―

「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
自
己
生
成
過
程―

 

  

 

後 

藤 

田 

和 
 

   

一一
、、
はは
じじ
めめ
にに  

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
後
の
部
落
解
放
運
動
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
文
化
活
動

の
重
要
さ
を
主
張
し
た
土
方
鉄
は
、
こ
れ
ま
で
、『
差
別
へ
の
凝
視
』
１

『
差
別
と

表
現
』
２

と
い
っ
た
評
論
家
と
し
て
の
言
論
や
狭
山
裁
判
に
関
す
る
演
劇
、
映
画
の

脚
本
家
と
し
て
の
活
動
、
部
落
解
放
同
盟
の
機
関
紙
『
解
放
新
聞
』
の
元
編
集
長

と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
多
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
土
方
の

作
家
と
し
て
の
表
現
活
動
に
つ
い
て
は
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
。
３

二
〇
〇
五
年
二
月
に
肺
炎
に
よ
り
逝
去
し
た
折
に
、『
部
落
解
放
』
に
お
い

て
追
悼
特
集
が
組
ま
れ
、
彼
の
代
表
作
で
あ
る
小
説
『
地
下
茎
』
と
晩
年
の
著
作

『
小
説 

石
田
波
郷
』
お
よ
び
俳
句
創
作
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
初
期

創
作
と
一
九
五
〇
年
代
の
反
戦
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
４

に

お
い
て
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
彼
が
運
動
の
中
で
、
と
り
わ
け
「
書
く

こ
と
」
、
つ
ま
り
創
作
を
し
続
け
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
つ

い
て
は
課
題
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
土
方
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
詩
「
病
床
断
片

Ⅰ
・
Ⅱ
」
お
よ
び
小
説
「
妣
の
闇
」
を
分
析
対
象
と
し
、
彼
に
と
っ
て
「
書
く
こ

と
」
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
土
方
は
夜
間

中
学
に
入
学
し
た
一
九
四
二
年
に
結
核
を
患
い
、
肋
膜
外
合
成
樹
脂
充
填
術
と
い

う
手
術
を
受
け
、
肋
骨
を
九
本
切
除
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
七
一
年
に
は
右
甲

状
腺
腫
瘍
の
摘
出
手
術
を
受
け
、
一
九
八
一
年
に
は
甲
状
腺
全
摘
、
声
帯
の
神
経

一
部
摘
出
、
右
リ
ン
パ
腺
摘
出
、
気
管
切
開
と
い
う
大
手
術
を
受
け
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
土
方
の
表
現
活
動
に
お
い
て
、
部
落
と
い
う
問
題
が
常
に
あ
る
一
方
、

病
と
い
う
問
題
も
彼
に
と
っ
て
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
一
九
八
一
年
の
療
養

体
験
を
踏
ま
え
て
、『
革
』
一
九
八
二
年
第
四
号
に
詩
「
病
床
断
片
Ⅰ
・
Ⅱ
」
が
、

『
新
日
本
文
学
』
一
九
八
七
年
二
・
三
月
合
併
号
に
小
説
「
秋
の
雷
鳴
」
が
、『
兄

弟
』
一
九
九
〇
年
第
三
号
に
小
説
「
妣
の
闇
」
が
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
、「
秋
の
雷

鳴
」
と
「
妣
の
闇
」
は
、
一
九
九
〇
年
三
月
に
解
放
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
単

行
本
『
妣
の
闇―

―

土
方
鉄
小
説
集
』
で
「
妣
の
闇
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。

の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
詩
に
関
し
て
は
、
土
方
と
ほ
ぼ
同
一
の
詠
歌
主
体
に

よ
る
語
り
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
小
説
「
妣
の
闇
」
で
は
、「
意
識
の
流
れ
」
の

文
体
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
的
な
書
き
方
が
さ
れ
て

お
ら
ず
、
土
方
と
は
別
の
語
り
手
「
私
」
に
よ
っ
て
療
養
体
験
が
語
ら
れ
て
い
く
。

ま
た
、
そ
こ
に
は
、「
私
」
だ
け
で
は
な
く
、
手
術
に
よ
っ
て
生
死
の
境
を
さ
ま
よ

う
語
り
手
が
「
お
れ
」
や
「
わ
た
し
」
と
い
っ
た
一
人
称
で
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
、
複
雑
な
語
り
の
様
相
が
立
ち
現
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
自
己
の
ゆ
ら
ぎ

を
見
せ
る
本
作
品
を
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
死
と
い
う
大
き
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な
問
題
に
対
し
て
、「
書
く
こ
と
」
と
は
い
か
な
る
営
み
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
観

点
を
明
る
み
に
す
る
糸
口
と
な
り
得
る
。 

さ
ら
に
、
こ
の
詩
と
小
説
を
分
析
の
対
象
と
す
る
理
由
と
し
て
、
両
作
品
の
土

台
と
な
る
直
筆
の
日
記
５

が
存
在
す
る
こ
と
も
挙
げ
て
お
く
。
つ
ま
り
、
土
方
は
一

九
八
一
年
の
療
養
体
験
を
日
記
に
記
し
、
一
九
八
二
年
に
詩
と
し
て
詠
み
、
一
九

八
七
年
、
一
九
九
〇
年
に
小
説
と
し
て
書
き
上
げ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、

一
つ
の
出
来
事
を
繰
り
返
し
書
き
直
す
姿
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己

の
体
験
を
再
解
釈
し
、
自
己
を
再
構
成
し
て
い
く
諸
相
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
と
と
も
に
、
土
方
に
と
っ
て
の
「
書
く
こ
と
」
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
っ

た
の
か
を
分
析
し
て
い
く
。 

 

二二
、、
「「
病病
床床
断断
片片
ⅠⅠ
・・
ⅡⅡ
」」
とと
日日
記記――

母母
のの
モモ
テテ
ィィ
ーー
フフ
とと
病病
とと
いい
うう
他他
者者  

 

ま
ず
、
療
養
体
験
を
初
め
て
創
作
と
し
て
発
表
し
た
詩
「
病
床
断
片
Ⅰ
・
Ⅱ
」

と
日
記
の
関
係
性
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
（
詩
の
行
番
号
は
論
者
に
よ
る
も
の
。
） 

 

病
床
断
片
Ⅰ 

 

1
 
 

生
と
死
の
は
ざ
ま
の
刻
で
し
た 

2
 
 

個
室
の
闇
の
底
で 

3
 
 

さ
え
き
っ
た
目
を 

む
り
に
閉
じ
ま
し
た 

4 
 

ふ
い
に
部
屋
の
う
ち
に 

5
 
 

人
の
気
配
が
し
ま
し
た 

6
 
 

あ
わ
て
て
目
を
あ
け
る
と 

7
 
 

だ
れ
も
い
な
い
の
で
す 

8 
 

な
ん
だ―

―

と
思
い 

9
 
 

目
を
閉
じ
る
と 

10
 

ま
た
も
や 

人
の
気
配
が
す
る
の
で
す 

11
 

そ
れ
は 

実
体
の
な
い
な
に
か
の
よ
う
で
し
た 

12
 

霊
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か 

13
 

私
の
ベ
ッ
ド
に
す
が
り
つ
い
て 

14
 

も
の
い
い
た
げ
で
し
た 

15
 

こ
の
病
室
で 

16
 

死
に
た
く
な
か
っ
た
の
に 

17
 

無
念
の
刻
を
む
か
え
た
人
の
霊
な
ん
で
し
ょ
う
か 

18
 

私
を
誘
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か 

19
 

「
私
は
ま
だ
あ
な
た
が
た
の
仲
間
に
な
る
わ
け
に
は
い 

20
 
 

か
な
い
の
で
す
よ
」 

21
 

私
は
心
の
な
か
で
い
い
ま
し
た
。 

22
 

「
神
仏
を
信
じ
て
ま
せ
ん
け
ど
、
念
仏
を
と
な
え
て
あ 

23
 
 

げ
ま
し
ょ
う
」 

24
 

な
ま
ん
だ
ぶ 

な
ま
ん
だ
ぶ 

25
 

な
ま
ん
だ
ぶ 

な
ま
ん
だ
ぶ 

26
 

「
ま
さ
み
」 

27
 

「
ま
さ
み
」 

28
 

く
り
か
え
し
私
の
名
を
よ
ん
だ
の
は 

29
 

な
つ
か
し
い
声
で
し
た 

30
 

亡
く
な
っ
た
母
の 

31
 

な
つ
か
し
い
声
で
し
た 

32
 

そ
し
て 

私
は
死
と
生
の
は
ざ
ま
か
ら 

33
 

ぬ
け
だ
せ
た
の
で
す 

34
 

ぐ
っ
す
り
と
ね
む
っ
て
。 
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こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
生
と
死
の
は
ざ
ま
」
で
「
実
体
の
な
い
な
に
か
」

が
「
も
の
い
い
た
げ
」
に
「
ベ
ッ
ド
に
す
が
り
つ
い
て
」
お
り
、
死
の
世
界
へ
い

ざ
な
お
う
と
す
る
「
人
の
霊
」
と
も
い
え
る
他
者
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
死

に
抗
お
う
と
す
る
詠
歌
主
体
の
意
志
が
「
『
私
は
ま
だ
あ
な
た
が
た
の
仲
間
に
な

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
よ
』
」
と
い
う
語
り
か
ら
読
み
取
れ
、
死
者
と
し
て

立
ち
現
れ
て
い
る
の
は
「
『
ま
さ
み
』
」
と
詠
歌
主
体
を
よ
ぶ
「
亡
く
な
っ
た
母
」

で
あ
る
。
こ
の
当
時
の
こ
と
が
日
記
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

12 / 7

（
月
）
は
れ 

術
後
二
週
間
の
危
機
の
と
き
、
幻
聴
、
幻
覚
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
書
き

と
め
て
お
く
。
灯
り
を
み
て
目
を
と
じ
る
と
、
い
ろ
ん
な
色
に
な
り
、
し
か

も
流
れ
る
。
目
を
あ
け
た
り
、
閉
じ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
が
め
ま
ぐ
る
し
く

な
る
。
色
、
灯
の
残
像
は
、
下
に
流
れ
た
り
、
な
な
め
に
な
が
れ
た
り
す
る
。

そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
数
人
の
人
の
気
配
が
す
る
。
そ
の
人
た
ち
は
、
手
術
の

失
敗
に
よ
る―

霊
の
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
。
思
わ
ず
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」

と
念
ず
る
。―

す
る
と
、
そ
れ
い
ご
、
そ
の
人
た
ち
の
気
配
は
な
く
な
っ
た
。

昏
睡
の
と
き
、
医
師
た
ち
が
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
の
を
、
私
は
変
な
こ
と

を
や
る
、
な
ど
と
考
え
て
い
た
。
な
に
か
試
み
ら
れ
て
る
感
じ
で
い
た
。
ぼ

や
と
し
て
る
中
で
、
何
人
か
の
顔
を
み
た
よ
う
に
思
う
。
父
や
、
そ
の
他
の
。 

 

こ
の
日
記
の
記
述
は
概
ね
詩
の
内
容
と
重
な
る
が
、
最
後
に
土
方
自
身
が
み
た
の

は
「
父
」
で
あ
っ
た
点
が
大
き
な
相
違
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る

の
は
、
日
記
を
書
い
た
当
時
の
こ
と
を
再
解
釈
し
た
と
き
、「
亡
く
な
っ
た
母
」
が

再
構
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
亡
き
母
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
そ
の
の
ち
に
書
か

れ
る
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
る
ほ
ど
、
大
き
な
転
換
点
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
詠
歌
主
体
は
「
ま
さ
み
」
と
「
く
り
か
え
し
私
の
名
を
よ
ん
だ
」
と
あ
る

の
で
、
土
方
本
人
の
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
土
方
の
本
名
は
正
美
） 

 

次
に
「
病
床
断
片
Ⅱ
」
を
見
て
み
よ
う
。 

 

病
床
断
片
Ⅱ 

 

1
 
 

腫
瘍
を
切
り
と
っ
た
あ
と
の 

2
 
 

気
管
孔
か
ら
は 

3
 
 

く
ら
い
く
ら
い
闇
が
の
ぞ
け 

4
 
 

眼
を
こ
ら
し
て
い
る
と 

5
 
 

だ
れ
か
が 

6 
 

う
し
ろ
向
き
に 

う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。 

 

7
 
 

彼
は
肺
臓
の
な
か
で 

8 
 

ぐ
じ
ぐ
じ
と 

な
に
か
し
て
い
た 

9
 
 

「
そ
う
か
」 

10
 

「
や
っ
ぱ
り
」 

11
 

な
ど
と
思
い 

私
は
お
も
わ
ず
顔
を
そ
む
け
よ
う
と
し 

12
 
 

た
が 

13
 

逆
に 

眼
が
釘
づ
け
に
な
っ
た 

 

14
 

彼
は
私
で
あ
っ
て 

15
 

し
か
た
な
し
に 

み
つ
め
て
る
と 

16
 

私
は
黒
い
も
の
を 

こ
ね
ま
わ
し
て
い
た 

17
 

そ
れ
は
、
ひ
し
ゃ
げ
た
肺
臓
で 

18
 

空
洞
が
透
け
て
み
え 

19
 

そ
の
洞
の
な
か
で 
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20
 

結
核
菌
が
チ
ー
ズ
状
に
固
ま
り 

21
 

昔 

す
て
た
女
の
よ
う
な
過
去
が 

22
 

黴
の
よ
う
に 

こ
び
り
つ
い
て
い
る
の
だ
っ
た
。 

 

「
病
床
断
片
Ⅰ
」
に
お
い
て
は
、
生
と
死
の
境
で
、
自
己
と
は
異
な
る
他
者
と
し

て
の
「
霊
」
や
「
亡
く
な
っ
た
母
」
を
表
出
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
詩
に
お

い
て
は
、「
腫
瘍
を
切
り
と
っ
た
あ
と
の
」
自
己
の
中
に
「
ぐ
じ
ぐ
じ
と 

な
に
か

し
て
い
た
」
も
う
一
人
の
自
己
に
「
眼
が
釘
づ
け
に
」
な
る
。
つ
ま
り
、
他
者
と

し
て
の
自
己
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
も
う
一
人
の
自
己
で
あ
る

「
彼
」
は
「
黒
い
も
の
を 

こ
ね
ま
わ
し
て
い
」
て
、
そ
の
「
黒
い
も
の
」
は
「
結

核
菌
が
チ
ー
ズ
状
に
固
ま
」
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
腫
瘍
手
術

に
よ
る
気
管
孔
か
ら
肺
臓
へ
と
詠
む
内
容
が
移
り
変
わ
る
の
に
は
、
土
方
が
一
度

患
っ
た
結
核
の
菌
が
「
チ
ー
ズ
状
」
、
つ
ま
り
発
酵
し
て
長
い
間
蝕
ん
で
き
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
点
は
、「
病
床
断
片
Ⅰ
」
で
は
、
療
養
中
に
記
し
た
日
記

を
再
解
釈
、
再
構
成
し
て
、「
亡
く
な
っ
た
母
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
、「
病
床
断
片
Ⅱ
」
で
は
他
者
と
し
て
の
自
己
を
病
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て

見
出
し
て
い
く
詠
歌
主
体
の
意
識
の
変
遷
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。 

 

三三
、、
「「
妣妣
のの
闇闇
」」
とと
日日
記記  

ま
ず
、
小
説
「
妣
の
闇
」
に
つ
い
て
、
物
語
世
界
の
時
間
と
語
り
手
の
位
置
に

つ
い
て
整
理
す
る
。
物
語
で
は
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
二
八
日
か
ら
一
一
月
一
八

日
ま
で
の
二
二
日
間
、
国
立
Ｋ
病
院
に
甲
状
腺
腫
瘍
摘
出
手
術
に
よ
っ
て
入
院
し

た
「
私
」
の
入
院
生
活
の
模
様
が
、「
私
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で

の
語
り
は
入
院
中
に
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
入
院
当
時
に
つ
け
た

日
記
を
読
み
返
し
て
、
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

時
間
や
語
り
手
の
設
定
が
わ
か
る
記
述
を
列
挙
す
る
。 

 

ⅰ 
 

私
は
、
十
年
前
の
、
七
一
年
の
夏
、
右
甲
状
腺
腫
瘍
を
、
摘
出
す
る
手

術
を
う
け
て
い
た
。（
中
略
＝
論
者
）
私
の
入
院
し
て
い
る
、
病
棟
は
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
づ
く
り
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
す
で
に
古
び
て
い
て
、
ト

イ
レ
と
洗
面
所
の
痛
み
が
、
と
く
に
ひ
ど
い
。（
入
院
の
間
じ
ゅ
う
、
そ
こ

へ
、
い
っ
て
、
用
を
た
す
の
が
、
不
快
だ
っ
た
。
）
６ 

 

ⅱ 
 

看
護
婦
が
、
手
術
の
お
り
、
付
き
添
え
る
者
が
、
い
る
か
ど
う
か
、
と
、

聞
き
に
き
た
。
可
能
だ
と
妻
を
あ
て
に
し
て
答
え
る
。
十
年
前
の
、
手
術

の
お
り
の
カ
ル
テ
が
、
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
。
離
婚
に
よ
っ
て
、
私
の

姓
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
、
話
す
。
す
る
と
、
ま
だ
二
十
代
の
、
彼
女
が
、

子
ど
も
が
、
い
る
の
か
、
と
聞
き
、
さ
ら
に
、
子
ど
も
と
逢
っ
て
る
か
、

な
ど
と
聞
く
。
あ
ま
り
、
逢
っ
て
い
な
い
、
と
答
え
つ
つ
、
き
わ
め
て
、

立
ち
入
っ
た
こ
と
を
、
聞
く
ん
だ
な
、
と
す
こ
し
不
快
に
な
る
。 

（
い
ま
、
考
え
る
と
、
彼
女
は
、
私
に
子
ど
も
た
ち
と
、
逢
う
こ
と
を
、

暗
に
す
す
め
て
く
れ
て
、
い
た
の
だ
）
７ 

 

ⅲ 
 

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
、
説
明
に
、
日
記
に
か
く
、
こ
の
文
字
も
み
だ
れ
て

い
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
医
師
の
判
断
に
、
任
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
心

お
だ
や
か
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。 

（
い
ま
、
こ
う
し
て
、
当
時
の
日
記
を
、
か
き
う
つ
し
て
い
る
と
、
医

師
は
、
巧
み
に
、
ガ
ン
と
い
う
単
語
は
、
避
け
て
い
る
が
、
か
な
り
率
直

に
病
状
の
、
重
大
さ
を
話
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
、
気
づ
く
。
愚
か
に

も
、
こ
の
時
点
で
も
、
私
は
自
分
が
、
夢
に
も
、
ガ
ン
な
ど
と
は
、
思
っ
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て
い
な
か
っ
た
。
）
８ 

 
ⅳ 
そ
う
だ
。
呼
吸
は
、
カ
ニ
ュ
ー
レ
で
、
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
。
鼻
を 

 
 
 

つ
か
わ
な
い
の
で
、
匂
い
も
し
な
い
。
こ
ん
な
、
あ
り
さ
ま
は
、
い
つ
ま

で
つ
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。（
実
は
、
こ
れ
か
ら
が
、
苦
痛
の
日
日
だ
っ
た
の

だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
と
き
は
、
わ
か
っ
て
は
い
な
い
。
）
９ 

 

順
を
追
っ
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
引
用
ⅰ
か
ら
、
物
語
に
お
け
る
現
在
時

は
一
九
八
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
（
入
院
の
間
じ
ゅ
う
）
」「
（
い
ま
、

考
え
る
と
）
」
と
い
う
よ
う
な
括
弧
内
で
語
る
語
り
手
が
登
場
し
、
地
の
文
で
語
る

語
り
手
の
位
置
と
は
異
な
る
地
点
か
ら
語
る
語
り
手
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
、

こ
の
括
弧
内
に
現
れ
る
語
り
手
の
明
確
な
位
置
が
ⅲ
に
示
さ
れ
る
。
括
弧
内
に
お

け
る
語
り
に
よ
っ
て
本
作
品
に
お
け
る
語
り
手
「
私
」
の
入
れ
子
構
造
が
読
み
取

れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
一
九
八
一
年
に
右
甲
状
腺
摘
出
手
術
と
そ
れ
に
伴
う
療

養
生
活
を
体
験
す
る
「
私
」
、
そ
の
体
験
を
日
記
に
つ
け
る
「
私
」
、
そ
し
て
、
そ

の
日
記
を
読
み
返
し
書
き
う
つ
す
「
私
」
が
視
点
人
物
と
な
っ
て
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
の
構
造
が
「
日
記
体
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お

け
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
安
藤
宏
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 

 

一
般
に
「
日
記
体
小
説
」
は
、「
日
記
」
に
擬
せ
ら
れ
な
が
ら
も
「
日
記
」
そ

れ
自
体
と
は
大
き
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

自
分
だ
け
を
読
み
手
と
す
る
「
私―

私
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
「
日

記
」
に
対
し
、
活
字
に
さ
れ
、
他
者
の
目
に
触
れ
る
こ
と
を
前
提
に
書
か
れ

た
「
日
記
体
小
説
」
は
、「
私―

私
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
他

者
に
構
成
的
に
開
示
す
る
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

(

中

略
＝
論
者)

 

日
記
を
書
い
た
時
点
の
「
私
」
と
日
記
に
書
か
れ
た
「
私
」
と
、

さ
ら
に
そ
れ
を
後
に
読
み
返
す
読
者
と
し
て
の
「
私
」
と
。
通
常
な
ら
ば
語

り
手
と
主
人
公
と
読
者
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
位
相
に
あ
る
は
ず
な
の
だ

が
、「
日
記
体
」
の
場
合
、
こ
の
三
者
は
同
一
人
物
で
あ
る
た
め
に
、
否
、
正

確
に
い
え
ば
、「
私
」
と
い
う
同
一
人
物
が
日
記
を
読
む
と
い
う
行
為
を
通
し

て
こ
の
三
者
を
相
互
に
演
じ
分
け
て
ゆ
く
た
め
に
、「
私
」
は
自
ら
の
分
裂
と

い
う
も
う
一
つ
の
ド
ラ
マ
に
立
ち
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
１
０ 

 

次
に
、
日
記
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
日
記
と
「
妣
の
闇
」
の
内
容
は
ほ
ぼ

同
一
で
、「
妣
の
闇
」
の
物
語
世
界
と
同
年
同
日
に
入
院
し
、
同
様
の
手
術
を
受
け

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
先
に
指
摘
し
た
「
妣
の
闇
」
に
お
い
て
括
弧

内
で
語
る
語
り
手
は
も
ち
ろ
ん
存
在
せ
ず
、
次
の
点
に
お
い
て
、
決
定
的
な
差
異

が
指
摘
で
き
る
。
日
記
で
は
土
方
の
甲
状
腺
摘
出
の
手
術
日
で
あ
る
一
一
月
二
日

の
記
述
か
ら
一
一
月
二
四
日
ま
で
は
す
べ
て
妻
の
記
述
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
妣

の
闇
」
で
は
、「
私
」
や
「
お
れ
」
、「
わ
た
し
」
に
よ
る
「
意
識
の
流
れ
」
の
語
り

が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
期
間
、
土
方
は
手
術
後
の
経
過
観
察
中

に
肝
臓
と
腎
臓
の
機
能
低
下
に
よ
り
ほ
ぼ
意
識
不
明
の
状
態
に
陥
り
、
一
八
日
に

人
工
透
析
の
手
術
を
受
け
、
一
命
を
と
り
と
め
る
内
容
が
妻
に
よ
っ
て
の
み
記
さ

れ
、
一
一
月
二
五
日
か
ら
ま
た
土
方
に
よ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
を
踏
ま
え
る
と
、「
妣
の
闇
」
に
お
け
る
一
一
月
二
日
以
降
の
「
（
妻
の
メ
モ
）
」

と
括
弧
書
き
さ
れ
て
始
ま
る
病
状
記
録
以
外
の
語
り
は
そ
の
す
べ
て
が
直
筆
日

記
に
は
な
い
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
異
動
の
例
と
し
て
一
一
月
一
六
日
の
日

記
と
「
妣
の
闇
」
の
記
述
を
引
用
す
る
。 

 
【
日
記
】11

/ 16

（
月
） 

今
朝
病
院
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
す
ま
す
、
う
つ
ろ
な
表
情
に
な
っ
て
い
る
。

い
っ
た
い
ど
う
し
た
こ
と
な
の
か
。
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
、
起
き
あ
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が
る
元
気
も
な
さ
そ
う
だ
。 

医
師
の
診
察
は
す
で
に
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
も
車
椅
子
で
つ
れ
て
い
っ
て
も
ら

っ
た
様
子
で
あ
る
。 

急
に
病
室
が
あ
わ
た
だ
し
く
な
っ
て
く
る
。
耳
鼻
科
だ
け
で
な
く
い
ろ
ん
な

医
師
が
出
入
り
す
る
。
内
科
の
医
師
ら
し
い
。
ど
う
や
ら
肝
臓
、
腎
臓
の
機

能
が
急
激
に
お
ち
て
い
る
と
い
う
。
原
因
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
調
べ
て

い
る
と
い
う
。
血
液
を
と
り
、
ま
た
も
点
滴
が
は
じ
ま
る
。
酸
素
吸
入
も…

カ
ル
シ
ウ
ム
の
濃
度
も
こ
く
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。 

い
っ
さ
い
の
注
入
し
て
い
た
薬
も
回
収
さ
れ
、
下
剤
を
注
入
さ
れ
る
。
肝
臓

に
負
担
を
か
け
な
い
た
め
だ
と
い
う
。 

 

不
安
で
た
ま
ら
な
い
。
本
人
は
昼
夜
の
区
別
も
つ
か
ず
、
目
が
み
え
に
く
い

と
い
い
、
か
ん
た
ん
な
計
算
も
ち
ゃ
ん
と
で
き
な
い
。
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
。 

 

夜
中
に
酸
素
吸
入
の
機
械
が
変
え
ら
れ
る
。O2

を
と
り
い
れ
る
だ
け
で
な
く
、

CO
2

を
体
外
に
出
す
そ
う
だ
。 

今
日
は
医
師
も
皆
お
そ
く
ま
で
つ
め
所
に
い
る
。
不
安
で
た
ま
ら
な
い
。 

 

【
妣
の
闇
】
十
六
日 

月
曜
日 

（
妻
の
メ
モ
）
今
朝
、
病
院
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
す
ま
す
う
つ
ろ
な
表
情

に
な
っ
て
い
る
。
起
き
あ
が
る
元
気
も
な
さ
そ
う
だ
。 

 

急
に
病
室
が
、
あ
わ
た
だ
し
く
な
っ
て
く
る
。
耳
鼻
科
医
だ
け
で
な
く
、

内
科
の
医
師
も
で
は
い
り
す
る
。
肝
臓
、
腎
臓
の
機
能
が
、
急
激
に
落
ち
て

い
る
と
い
う
。
酸
素
吸
入
と
点
滴
が
再
開
さ
れ
る
。
検
査
の
た
め
に
採
血
。 

カ
ル
シ
ウ
ム
の
濃
度
が
、
異
常
に
濃
く
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
一
切
の
薬

は
回
収
さ
れ
、
下
剤
を
注
入
さ
れ
る
。
肝
臓
に
負
担
を
、
か
け
な
い
た
め
だ

と
い
う
。 

 

 

ふ
ゆ
う
が 

つ
づ
く 

 

 
 

不
安
で
た
ま
ら
な
い
。
本
人
は
、
昼
夜
の
区
別
も
つ
か
ず
、
ま
だ
明
る
い

の
に
暗
い
と
い
い
、
医
師
の
問
い
か
け
る
簡
単
な
計
算
す
ら
で
き
な
い
。 

 

つ
づ
く 

ふ
ゆ
う 

 

夜
中
に
酸
素
吸
入
の
機
械
が
、
バ
ー
ド
と
い
う
の
に
変
え
ら
れ
る
。O2

を

と
り
い
れ
、C

O
2

を
体
外
に
だ
す
の
だ
そ
う
だ
。
呼
吸
が
苦
し
そ
う
で
、
不

安
で
た
ま
ら
な
い
。 

  
 
 

な
に
が 

お
き
た
の
か 

ベ
ッ
ド
で
ね
て
い
る 

お
れ
を 

と
り
か
こ
む 

ざ
わ
ざ
わ
し
た
ひ
と
の 

け
は
い 

う
す
ぐ
ら
い 

く
ら
い 

く
ら
い 

そ
の 

ひ
と
の 

む
れ
の 

だ
れ
か
が 

お
れ
を
よ
ぶ 

な
つ
か
し
い 

こ
え 

こ
ど
も
を 

よ
ぶ 

は
は
の
こ
え 

「
ま
さ
お
」 

え
っ 

お
れ
は 

め 

を 

あ
け
て
い
る
の
か 

と
じ
て
い
る
の
か 

い
や 

あ
け
て
も 

と
じ
て
も 

お
れ
を 

と
り
か
こ
む 

ひ
と
の 

け
は
い
が 

ざ
わ
ざ
わ

す
る 

こ
の
へ
や
で 

な
く
な
っ
た 

ひ
と
び
と
か
。 

「
ま
さ
お
」 

し

ん
だ 

お
ふ
く
ろ
の 

お
れ
を
よ
ぶ 

こ
え
が 

み
み 

に 

と
ど
く 

は
は
が 

よ
ん
で 

い
る 

な
つ
か
し
い 

ベ
ッ
ド
に 

す
が
り
つ
い
て 

じ
っ
と 

お
れ
を 

み
つ
め
る 

は
は
。 

そ
っ
ち
へ
は 

 
 

ま
だ
い
か
へ
ん 

ま
だ 

い
か
れ
へ
ん
の
や 

な
ま
ん
だ
ぶ 

な
ま
ん
だ

ぶ 

す
が
り
つ
く 

は
は 

は 

い
つ
ま
で
も 

そ
こ
に
い
る
１
１ 
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こ
の
よ
う
に
、
日
記
に
対
し
て
「
妣
の
闇
」
で
は
、
ほ
と
ん
ど
平
仮
名
、
字
間
空

き
と
い
う
特
徴
的
な
語
り
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
表
現
を
先
の

「
意
識
の
流
れ
」
と
い
う
手
法
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
節
で

詳
し
く
見
て
い
く
。 

 

四四
、、
「「
意意
識識
のの
流流
れれ
」」
とと
ゆゆ
らら
ぐぐ
語語
りり
手手  

竹
内
泰
宏
は
本
作
品
の
解
説
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

 

こ
れ
は
一
読
し
て
怖
し
い
小
説
で
あ
る
。
生
死
の
は
ざ
ま
か
ら
、
あ
え
ぎ
、 

刻
む
よ
う
に
書
か
れ
た
文
体
に
よ
っ
て
、
国
立
Ｋ
病
院
に
入
院
し
た
「
私
」 

が
甲
状
腺
腫
瘍
摘
出
の
手
術
を
受
け
る
経
過
が
、
克
明
に
記
録
さ
れ
て
い
く
。

病
状
の
進
行
や
、
生
死
の
境
に
立
た
さ
れ
た
人
間
の
見
る
も
の
や
、
そ
の
抱

く
幻
想
（
そ
れ
は
幻
影
の
よ
う
で
あ
っ
て
幻
影
で
は
な
い
）
や
追
憶
が
つ
ぎ

つ
ぎ
と
緊
迫
し
た
時
間
の
う
ち
に
え
が
き
だ
さ
れ
て
い
く
。
（
中
略
＝
論
者
〉

生
と
死
の
せ
め
ぎ
あ
う
記
録
を
織
り
な
し
て
い
く
こ
の
作
品
の
文
体
は
、
私

小
説
の
そ
れ
と
は
異
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
と
、
こ
と
ば
の
指
す
対
象
が
（
幻

想
を
ふ
く
め
）
一
対
一
の
対
応
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
肉
体
は
も
の
に
囲
ま

れ
、
死
と
拮
抗
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
生
ま
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
意
識
と
こ
と

ば
、
そ
し
て
自
由
を
求
め
る
生
の
姿
。
１
２ 

 

ま
た
、
日
野
範
之
も
竹
内
と
同
様
の
点
を
指
摘
し
な
が
ら
、
本
作
品
に
お
け
る
文

体
に
つ
い
て
「
意
識
の
流
れ
を
追
う
文
学
方
法
は
貫
か
れ
て
い
る
」
１
３

と
指
摘
し

て
い
る
。
「
意
識
の
流
れ
の
小
説
」
と
は
、
「
作
中
人
物
の
意
識
の
中
に
連
続
的
に

生
起
す
る
意
識
の
種
々
層
を
描
写
す
る
小
説
」
の
こ
と
で
、「
言
語
化
さ
れ
る
以
前

の
意
識
の
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
あ
て
、
文
法
的
理
論
や
統
語
法
を
無
視
し
た
、
分
節

化
さ
れ
な
い
（
時
に
断
片
的
な
）
心
の
反
応
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
」
１
４

と
い
う

特
徴
を
持
っ
た
小
説
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
場
面
に
お
け
る
「
お
さ
え 

 

ら
れ
な
い
」
以
降
の
文
で
あ
る
。 

 

一
九
八
一
年
十
月
二
十
八
日 

水
曜
日 

晴
れ
の
ち
く
も
り 

午
前
、
国
立
Ｋ
病
院
に
入
院
。 

私
に
は
、
何
度
め
の
、
入
院
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
入
院
と
い
う
の
は
、

何
回
く
り
か
え
し
て
も
、
慣
れ
な
い
。
い
つ
も
、
緊
張
と
、
あ
る
お
そ
れ
か
、

体
の
奥
の
ほ
う
か
ら
兆
す
。
看
護
婦
さ
ん
に
、
案
内
さ
れ
な
が
ら
、
長
い
廊

下
を
、
妻
と
歩
く
。
パ
ジ
ャ
マ
の
う
え
に
、
ガ
ウ
ン
を
着
こ
ん
だ
男
と
、
す

れ
ち
が
う
。
ど
う
み
て
も
、
患
者
に
み
え
な
い
。
そ
の
、
姿
が
、
な
ぜ
か
。

私
の
心
を
和
ま
せ
る
。 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
が
る
。
担
送
車
が
、
十
分
は
い
れ
る
よ
う
に
、
ス
ペ

ー
ス
が
、
と
っ
て
あ
っ
て
、
ば
か
に
広
い
室
内
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
三
階

で
と
ま
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
で
る
と
、
西
三
病
棟
で
あ
っ
た
。
三
五
三
号

室
に
、
い
れ
ら
れ
る
。 

お
さ
え 

ら
れ
な
い 

ほ
ど
の 

尿
意
。 

お
れ
は 

さ
き
ほ
ど
か
ら
、

ト
イ
レ
を 

さ
が
し
て
い
る
。
そ
れ
は 

み
あ
た
ら
な
い
。
暗
い
。
う
す
ぽ

ん
や
り 

眼
に
う
つ
る 

も
の
は 

な
ん
だ
ろ
う
。
ど
こ
か
へ 

ま
よ
い 

こ
ん
だ 

の
か
。
よ
ご
れ
た 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
か
、
石
か
、
さ
だ
か
で 

な

い
塊
り
。
い
や 

壁
の
よ
う
な
も
の 

が
、
か
す
か
に 

み
え
て
い
る
。
闇 

か
ら 

せ
り
あ
が
っ
て…

…

。
お
れ
は 

尿
意 

を 

こ
ら
え
、
で
も 

ト

イ
レ
は 

な
い 

１
５ 

 

先
行
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
い
っ
た
文
体
へ
の
着
目
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
土
方
の
書
い
て
き
た
作
品
の
特
徴
で
も
あ
る
。 
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し
か
し
、
論
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
先
に
引
用
し
た
本
文
で
も
わ
か
る
よ
う

に
、
一
人
称
の
異
な
る
語
り
手
が
登
場
す
る
点
で
あ
る
。
地
の
文
で
は
「
私
」
と

自
己
を
語
る
語
り
手
が
存
在
す
る
一
方
で
、「
意
識
の
流
れ
」
の
手
法
で
書
か
れ
た

部
分
に
は
「
お
れ
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
る
語
り
手
が
登
場
す
る
。
さ
ら
に
、

医
師
に
病
状
と
手
術
の
説
明
を
聞
い
た
直
後
に
な
さ
れ
る
「
わ
た
し 

の 

め 

の 

そ
こ 

を 
ぎ
ら
り 

か
が
や
く 

ち
の
ほ
ね 

が 

と
お
り 

す
ぎ
る
」

と
い
う
語
り
の
場
面
で
は
「
わ
た
し
」
と
い
う
語
り
手
も
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

語
り
手
の
ゆ
ら
ぎ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
自
伝
的
記
憶
研
究
の
知
見
か
ら
、
人
が
過
去
を
思
い
出
す

た
び
に
新
た
に
過
去
を
組
み
立
て
直
す
時
、
日
記
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を

分
析
し
た
社
会
心
理
学
者
の
遠
藤
由
美
の
論
１
６

を
参
考
に
図
式
的
に
整
理
し
た

い
。
遠
藤
に
よ
る
と
、
次
の
Ａ
・
Ｂ
、
二
つ
の
側
面
か
ら
「
日
記
を
と
お
し
た
自

己
語
り
・
自
己
生
成
過
程
」
を
図
①
（
論
文
末
尾
参
照
）
の
よ
う
に
示
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。 

 

Ａ 

自
己
の
在
り
よ
う
が
記
憶
の
構
成
・
再
構
成
を
媒
介
に
し
て
日
記
に
記
さ

れ
る
と
い
う
自
己
語
り
の
側
面 

 

Ｂ 

そ
の
よ
う
な
日
記
（
内
容
）
が
、
読
み
返
し
を
通
じ
て
、
の
ち
に
自
己 

 
 

の
記
憶
の
在
り
よ
う
に
影
響
す
る
、
と
い
う
自
己
確
認
な
い
し
自
己
生
成

の
側
面 

 

こ
の
こ
と
か
ら
遠
藤
は
、
日
記
を
綴
り
な
が
ら
想
起
す
る
の
は
、
出
来
事
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
出
来
事
に
関
わ
る
タ
イ
ム
０
時
点
の
自
己
０
そ
の
も
の
で
も

な
く
、
で
き
ご
と
に
関
わ
っ
た
自
己
０
に
つ
い
て
、
タ
イ
ム
１
時
点
で
の
自
己
１

が
語
る
物
語
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。 

そ
し
て
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
は
、
書
き
手
本
人
が
日
記
を
所
有
し
、
読
み
返
す
と

い
う
行
為
か
ら
生
ま
れ
、
読
み
返
す
時
点
を
タ
イ
ム
２
と
し
て
、
日
記
を
読
み
返

す
こ
と
に
よ
っ
て
記
憶
２
が
精
緻
に
な
る
。
そ
こ
に
は
自
己
１
や
自
己
１
を
通
し

て
描
き
出
さ
れ
た
自
己
０
と
現
時
点
で
の
自
己
２
と
の
ず
れ
が
対
比
的
に
浮
か

び
上
が
り
、
そ
の
時
点
に
お
け
る
自
己
２
か
ら
の
再
解
釈
は
記
憶
の
再
構
成
を
引

き
起
こ
し
、
記
憶
２
は
記
憶
２・
へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
自
己
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
、
強
め
、
自
己
１
と
自
己
２
の
比
較
か
ら
、
こ
れ
か

ら
の
方
向
を
探
る
指
針
を
得
る
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
帯
び
る
日
記
は
読
み
手
に

と
っ
て
は
他
者
の
「
自
己
語
り
」
に
す
ぎ
な
い
が
、
書
き
手
本
人
に
と
っ
て
は
体

験
し
日
記
に
綴
り
、
日
記
を
読
み
返
す
と
い
っ
た
循
環
的
行
為
を
通
じ
て
、
異
な

る
自
己
を
発
見
し
、
新
た
な
自
己
を
紡
ぎ
出
す
か
け
が
え
の
な
い
場
で
あ
り
、
時

間
で
あ
り
、
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
遠
藤
は
論
じ
て
い
る
。 

以
上
の
遠
藤
の
論
に
基
づ
い
て
、
論
者
が
土
方
の
療
養
体
験
と
日
記
、「
病
床
断

片
Ⅰ
・
Ⅱ
」
、「
妣
の
闇
」
の
関
係
を
あ
て
は
め
て
整
理
、
作
成
し
た
の
が
図
②
（
論

文
末
尾
参
照
）
で
あ
る
。 

ま
ず
、（
Ａ
）
に
関
し
て
は
遠
藤
の
指
摘
同
様
、
一
九
八
一
年
の
入
院
生
活
と
手

術
に
関
す
る
内
容
を
自
己
語
り
し
た
も
の
と
し
て
記
さ
れ
た
の
が
「
日
記
」
で
あ

る
。
次
に
、
（
Ｂ
）
に
つ
い
て
、
遠
藤
の
論
で
は
、
「
自
己
２
」
に
よ
る
日
記
の
読

み
返
し
に
よ
っ
て
自
己
確
認
や
自
己
生
成
が
な
さ
れ
る
過
程
を
通
し
て
自
己
２・

が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
と
こ
ろ
ま
で
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
土
方
の
一
連

の
創
作
活
動
に
関
係
づ
け
る
と
、
こ
の
（
Ｂ
）
の
過
程
が
少
な
く
と
も
三
回
繰
り

返
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
日
記
を
書
い
た
「
私
１
」
が
日
記
を
読
み

返
す
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
「
私
２
」
へ
の
過
程
（
Ｂ
１
）
、
「
私
２
」
が
日
記
を
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読
み
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
「
私
３
」
へ
の
過
程
（
Ｂ
２
）
、
そ
し
て
「
私

３
」
が
日
記
と
詩
を
読
み
返
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
「
私
３・

」
へ
の
過

程
（
Ｂ
３
）
の
三
段
階
の
自
己
確
認
・
自
己
生
成
過
程
で
あ
る
。 

 

そ
の
段
階
を
示
す
よ
う
に
各
段
階
に
お
い
て
、
創
作
が
な
さ
れ
て
お
り
、「
私
２
」

に
よ
る
創
作
が
「
病
床
断
片
Ⅰ
・
Ⅱ
」（
Ｃ
１
）
、「
私
３
」
に
よ
る
創
作
が
「
妣
の

闇
」
（
Ｃ
２
）
と
し
て
、
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

前
述
し
た
よ
う
に
、「
妣
の
闇
」
に
は
語
り
手
の
ゆ
ら
ぎ
に
よ
る
複
雑
な
語
り
の

構
造
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
語
り
手
の
人
称
、
お
よ
び
文
体
の
書
き
換

え
に
つ
い
て
、
先
の
遠
藤
の
議
論
を
）
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
位

置
づ
け
が
可
能
と
な
る
。「
妣
の
闇
」
に
登
場
し
た
語
り
手
に
つ
い
て
再
度
整
理
す

る
と
、
⑴
括
弧
内
の
語
り
手
、
⑵
地
の
文
の
語
り
手
、
⑶
「
意
識
の
流
れ
」
文
体

の
語
り
手
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
本
作
品
を
執
筆
す
る
土
方
自
身
を
「
私
３・

」

と
し
て
、
⑴
が
「
私
３
」
、
⑵
が
「
私
１
」
、
⑶
が
「
私
０
」
の
時
間
軸
に
位
置
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
語
り
手
の
一
人
称
が
異
な
る
こ
と
と
、
異
な
っ
た
一
人
称
ご
と
に

語
り
方
が
異
な
る
こ
と
か
ら
は
、
書
き
手
で
あ
る
土
方
の
意
図
し
た
書
き
分
け
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
は
土
方
が
「
日
記
体
小
説
」
で
も
っ
て

本
作
品
を
構
成
し
た
ね
ら
い
が
表
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
一
見
す
る

と
誰
が
語
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
「
意
識
の
流
れ
」
の
文
体
に
お
け
る
語
り

も
、「
私
１
」
の
綴
っ
た
日
記
を
読
み
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
構
成
さ
れ
、
再
解

釈
さ
れ
た
「
私
０
」
を
「
私
３
」
が
語
り
直
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
以
上
の
語
り
手
の
位
置
関
係
を
踏
ま
え
る
と
、「
妣
の
闇
」
は
、
語
り

手
の
ゆ
ら
ぎ
や
文
体
の
レ
ベ
ル
で
、「
私
」
と
い
う
語
り
手
の
自
己
確
認
・
自
己
生

成
過
程
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
他
者
と
し
て
の
自
己
を
幾
度
も

語
り
直
そ
う
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、「
意
識
の
流
れ
」
文
体
を
用
い
て
、
明
確
に
語
り
手
の
書
き
分
け
を
行

っ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
表
現
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
次
の
二
つ
の
場
面
で
あ
る
。 

 

暗
い
。
や
は
り
、
暗
い
。
私
の
肉
体
に
、
加
え
ら
れ
た
、
メ
ス
。
暗
い
。

そ
こ
に
い
る
の
は
だ
れ
。
暗
が
り
に
い
る
。
暗
が
り
に
光
る
も
の
。
そ
れ
が

私
を
切
り
裂
く
、
暗
い
肉
体
。
腐
敗
す
る
肉
体
。
流
れ
る
、
液
体
。
赤
い
、

暗
く
赤
い
、
液
体
。
黒
い
液
体
。
流
れ
な
が
れ
、
な
が
れ
る
。
な
が
れ
る
、

私
の
肉
体
が
、
私
か
、
流
れ
る
。
ベ
ッ
ド
に
、
あ
お
む
き
に
、
ね
て
い
る
、

私
の
肉
体
が
、
腐
敗
し
、
流
れ
る
。
と
ど
ま
ら
な
い
よ
。
と
ど
ま
ら
な
い
よ

う
。
何
処
へ
、
ど
こ
へ
、
溶
け
て
、
流
れ
る
の
か
。
な
が
れ
る
の
か
１
７ 

 
 

 
 

 
 

と
い
っ
た
語
り
が
な
さ
れ
、「
意
識
の
流
れ
」
文
体
の
語
り
に
「
私
」
と
い
う
語
り

手
が
立
ち
現
れ
る
。
さ
ら
に
、
次
の
引
用
の
よ
う
に
地
の
文
に
入
り
混
じ
る
と
い

っ
た
語
り
手
の
ゆ
ら
ぎ
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

妻
は
、
気
づ
か
わ
し
そ
う
な
、
表
情
で
い
る
。
私
は
、
笑
顔
を
つ
く
っ
て

み
せ
る
が
、
愉
し
い
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
、
く
る
し
い
。
痰
が
、

た
ま
っ
て
く
る
と
、
カ
ニ
ュ
ー
レ
と
い
う
樹
脂
で
つ
く
ら
れ
た
管
の
空
気
穴

が
つ
ま
る
。
す
る
と
、
呼
吸
困
難
が
く
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
声
が
で
な
い

の
で
、
指
さ
し
て
は
、
手
を
さ
か
ん
に
ふ
っ
て
み
せ
る
。
エ
ア
・
ポ
ン
プ
の
、

モ
ー
タ
ー
が
、
か
な
り
摩
滅
し
て
い
る
ら
し
い
音
を
た
て
る
。
妻
は
真
剣
な

表
情
で
、
ゴ
ム
の
管
を
、
さ
し
い
れ
る
。
ず
う
ず
う
と
い
う
、
吸
入
音
が
し
、

わ
た
し
は
、
呼
吸
が
、
楽
に
な
る
。
そ
う
だ
。
呼
吸
は
、
カ
ニ
ュ
ー
レ
で
、

お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
。
１
８ 
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こ
れ
ま
で
論
者
が
整
理
し
て
き
た
枠
組
み
か
ら
は
ず
れ
る
よ
う
な
語
り
手
の
ゆ

ら
ぎ
か
ら
は
、
自
己
を
再
構
成
し
、
再
解
釈
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
自
己

と
は
異
な
る
自
己
、
す
な
わ
ち
他
者
化
さ
れ
た
自
己
が
立
ち
現
れ
て
く
る
場
を
読

み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 五五

、、
「「
書書
くく
ここ
とと
」」
へへ
のの
使使
命命
感感  

 

こ
こ
ま
で
、「
妣
の
闇
」
に
お
け
る
語
り
手
や
文
体
の
分
析
か
ら
土
方
に
と
っ
て

の
書
く
こ
と
に
よ
る
自
己
確
認
・
自
己
生
成
過
程
を
読
み
解
い
て
き
た
。
た
だ
、

「
妣
の
闇
」
に
は
、
そ
う
い
っ
た
語
り
手
に
よ
る
文
体
の
書
き
分
け
だ
け
で
は
な

く
、
新
聞
記
事
の
挿
入
と
い
っ
た
も
う
一
つ
の
特
徴
が
存
す
る
。
次
の
二
つ
の
場

面
で
あ
る
。 

 

〔
朝
日
新
聞 

１
９
８
１
・
１
１
・
２ 

朝
刊
〕 

（
中
略
＝
論
者
）
「
北
九
州
市
揺
る
が
す
土
地
疑
惑 
長
期
市
政
に
試
練 

解
放
運
動
に
も
マ
イ
ナ
ス 

（
本
文
）
北
九
州
市
で
、
市
職
員
や
部
落
解
放

同
盟
（
解
同
）
地
区
協
議
会
の
一
部
幹
部
ら
が
登
場
す
る
同
和
行
政
が
ら
み

の
土
地
転
が
し
疑
惑
事
件
が
次
々
に
発
覚
、
百
万
市
民
に
衝
撃
を
与
え
て
い

る
。…

…

一
連
の
土
地
転
が
し
は
、
市
が
土
地
を
手
に
入
れ
る
前
に
、
ま
ず
、

地
主
か
ら
第
三
者
に
土
地
が
渡
り
、
そ
れ
を
十
日
か
ら
半
年
ぐ
ら
い
し
て
ニ

―

七
倍
で
市
が
買
収―

―

と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
て
い
る
。
市
の
取
得
目
的

は
、
同
和
住
宅
建
設
用
地
が
大
半
で
、
本
来
の
地
主
と
市
と
の
パ
イ
プ
役
で

あ
る
第
三
者
に
、
市
職
員
、
解
同
地
協
幹
部
、
さ
ら
に
は
全
日
本
同
和
会
最

高
幹
部
が
か
ら
ん
で
い
る
の
が
特
徴
だ
。…

…

」
眼
は
、
活
字
の
う
え
を
、

な
が
れ
る
。
あ
ほ
な
こ
と
を
。
あ
ほ
な
こ
と
を
。
で
も
、
時
間
が
な
い
。
も

う
、
数
時
間
で
、
手
術
室
へ
、
運
び
こ
ま
れ
る
。
体
が
熱
く
な
る
。（
中
略
＝

論
者
）
土
地
転
が
し
、
土
地
転
が
し
。
暗
い
く
ら
い
、
穴
。
深
い
ふ
か
い
、

穴
。
穴
あ
な
あ
な
あ
な…

…

腐
食
す
る
腐
食
。
金
銭
が
腐
ら
せ
る
、
腐
れ
る

く
さ
れ
、
お
れ
は
、
そ
の
同
類
、
腐
れ
の
く
さ
れ…

…

１
９ 

 

〔
朝
日
新
聞 

１
９
８
１
・
１
１
・
１
２ 

夕
刊
〕 

（
中
略
＝
論
者
）
「
根
深
い
癒
着
の
構
造 

北
九
州
市
の
同
和
行
政
め
ぐ
る 

疑
惑
」
「
同
和
行
政
を
め
ぐ
る
土
地
こ
ろ
が
し
疑
惑
が
噴
き
出
し
、
部
落
解

放
同
盟
の
地
方
幹
部
ら
と
市
当
局
の
『
構
造
的
癒
着
』
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
北
九
州
市
で
、
今
度
は
解
同
系
企
業
組
合
幹
部
に
よ
る
公
共
事
業
の
入
札

介
入
疑
惑
が
明
る
み
に
出
た
。
調
査
が
進
む
に
つ
れ
て
、
疑
惑
は
底
な
し
の

様
相
さ
え
示
し
て
い
る
」
リ
ー
ド
を
読
む
だ
け
で
、
も
う
、
活
字
を
み
て
い

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
深
い
絶
望
感
。
２
０ 

 

こ
こ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
新
聞
記
事
は
一
九
八
一
年
に
発
覚
し
た
北
九
州
土
地

転
が
し
事
件
の
こ
と
で
、
二
つ
の
記
事
と
も
に
実
際
の
朝
日
新
聞
の
記
事
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
。
当
該
時
期
は
一
九
六
九
年
か
ら
一
〇
ヶ
年
の
時
限
立
法
で
あ
る
同

和
対
策
事
業
特
別
措
置
法
が
、
一
九
七
九
年
か
ら
さ
ら
に
三
年
の
延
長
を
迎
え
、

こ
の
法
律
の
期
限
が
切
れ
よ
う
と
し
て
い
る
最
中
で
、
歴
史
的
に
見
る
と
こ
の
法

律
は
地
域
改
善
対
策
事
業
特
別
措
置
法
と
名
称
を
変
え
て
存
続
す
る
わ
け
で
あ

る
の
だ
が
、
法
律
の
行
方
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

時
期
に
お
け
る
解
放
同
盟
と
行
政
の
癒
着
が
明
る
み
に
な
っ
た
こ
の
事
件
は
、

「
一
部
幹
部
の
問
題
と
は
い
え
、
解
放
運
動
を
後
退
さ
せ
た
こ
と
は
否
め
な
い
」

２
１

と
報
じ
ら
れ
、
被
差
別
部
落
の
環
境
改
善
対
策
と
し
て
、
巨
額
の
予
算
が
計
上

さ
れ
て
き
た
同
和
対
策
事
業
に
関
わ
る
活
動
に
よ
り
、
同
和
団
体
が
政
治
家
・
役

人
・
暴
力
団
と
結
託
し
、
公
共
事
業
に
便
乗
し
て
巨
額
の
利
権
を
手
に
入
れ
る
い

わ
ゆ
る
「
同
和
利
権
」
の
始
ま
り
に
あ
た
る
事
件
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
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う
な
部
落
解
放
運
動
に
お
け
る
運
動
体
の
腐
敗
に
対
し
て
「
あ
ほ
な
こ
と
を
」
と

落
胆
し
、
新
聞
記
事
の
見
出
し
を
見
て
い
る
の
も
嫌
に
な
る
ほ
ど
の
「
絶
望
感
」

を
抱
く
「
私
」
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
お
れ
は
、
そ
の
同
類
、

腐
れ
の
く
さ
れ
」
と
後
退
す
る
運
動
体
に
、
自
分
自
身
も
所
属
し
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
苦
悶
す
る
「
私
」
の
内
面
の
複
雑
な
気
持
ち
が
「
お
れ
」
と
い
う
語
り
手

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
土
方
自
身
の
日
記
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

同
盟
の
再
生
は
一
に
、
こ
の
際
、
徹
底
し
た
メ
ス
を
入
れ
る
か
、
否
か
に
か

か
っ
て
い
る
。
各
幹
部
の
行
政
と
の
癒
着
や
、
行
政
の
幹
部
甘
や
か
し
と
い

っ
た
も
の
が
利
権
に
か
か
わ
る
、
い
や
な
人
間
を
つ
く
り
だ
し
た
。
ー
と
私

は
考
え
る
が
。
と
あ
れ
、
本
物
の
運
動
を
つ
く
ら
ね
ば
。
２
２ 

  
 

お
れ
は
こ
の
際
、
本
を
よ
み
、
小
説
の
構
想
を
ね
り
、
（
中
略
＝
論
者
）
「
自 

白
」
と
や
は
り
、
こ
の
同
盟
の
腐
敗
の
根
源
を
つ
く
作
品
を
か
く
べ
し
と
痛

切
に
考
え
る
。
２
３ 

 

「
同
盟
の
再
生
は
一
に
、
こ
の
際
、
徹
底
し
た
メ
ス
を
入
れ
る
か
、
否
か
に
か
か

っ
て
い
る
。
」「
本
物
の
運
動
を
つ
く
ら
ね
ば
。
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
は
、
部
落
解

放
運
動
に
携
わ
る
人
間
と
し
て
の
強
い
覚
悟
が
見
ら
れ
、
そ
の
覚
悟
か
ら
く
る
使

命
感
に
も
似
た
よ
う
な
思
い
で
「
こ
の
同
盟
の
腐
敗
の
根
源
を
つ
く
作
品
を
か
く

べ
し
と
痛
切
に
考
え
る
」
と
言
う
。
こ
の
「
腐
敗
」
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
「
自
白
」

と
い
う
の
は
、
狭
山
事
件
に
お
け
る
石
川
一
雄
の
「
自
白
」
の
こ
と
で
あ
り
、
土

方
に
と
っ
て
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
運
動
の
後
退
は
重
要
な
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
問
題
意
識
の
反
映
の
さ
せ
方
に
「
書
く
こ
と
」
に
よ
る
表
現
が
選

択
さ
れ
る
こ
と
は
、
部
落
解
放
運
動
に
お
い
て
文
化
活
動
を
重
要
視
し
た
土
方
に

と
っ
て
の
使
命
感
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
う
。 

 

ま
た
、
日
記
の
記
述
に
も
「
私
」
と
「
お
れ
」
の
よ
う
な
一
人
称
の
ゆ
れ
が
確

認
で
き
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
妣
の
闇
」
に
お
い
て
、
こ
の
部
分

は
「
お
れ
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
、
自
己
確
認
・
自

己
生
成
の
過
程
が
、
部
落
の
問
題
を
語
る
場
面
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
病

と
の
関
わ
り
に
お
け
る
自
己
確
認
・
自
己
生
成
だ
け
で
は
な
く
、
部
落
解
放
運
動

と
の
関
わ
り
に
お
け
る
自
己
確
認
・
自
己
生
成
の
過
程
が
こ
の
場
面
か
ら
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

六六
、、
おお
わわ
りり
にに  

以
上
の
よ
う
に
、
土
方
に
起
こ
っ
た
生
と
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
と
い
う
強
烈
な

体
験
は
、
ま
ず
公
開
を
前
提
と
し
な
い
日
記
に
綴
ら
れ
、
そ
の
お
よ
そ
半
年
後
に

自
分
自
身
を
詠
う
詩
と
し
て
公
開
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
含
み
こ
む
形
で
小
説
「
妣
の

闇
」
が
執
筆
さ
れ
た
。
遠
藤
の
論
で
は
、
あ
る
で
き
ご
と
が
日
記
と
い
う
媒
体
を

介
し
て
綴
り
、
読
み
、
綴
る
と
い
っ
た
循
環
的
行
為
に
「
自
己
確
認
・
自
己
生
成

過
程
」
が
あ
ら
わ
れ
、
新
た
な
自
己
を
見
つ
け
出
し
て
い
く
と
さ
れ
て
い
た
が
、

土
方
の
場
合
は
、
日
記
を
綴
り
、
そ
れ
を
読
み
、
詩
を
書
き
、
小
説
を
書
く
と
い

う
表
現
行
為
に
よ
っ
て
、「
自
己
確
認
・
自
己
生
成
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
九
八
一
年
の
療
養
体
験
は
、
段
階
を
経
て
、
ま
た
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
て
、
読
み

直
さ
れ
、
書
き
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
語
り
手
の
ず
れ
が
生
じ
た
。
こ
の
語
り

手
の
ず
れ
に
こ
そ
、
自
己
を
再
解
釈
し
、
再
構
成
す
る
軌
跡
を
読
む
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
書
か
れ
る
内
容
に
は
、
病
と
自
己
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、

部
落
解
放
運
動
の
「
後
退
」
と
自
己
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
。
部
落
解
放
運

動
に
お
け
る
文
化
活
動
は
重
要
で
あ
る
と
す
る
土
方
の
主
張
が
、
決
し
て
運
動
全

体
に
浸
透
し
て
い
た
で
は
な
く
、
む
し
ろ
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
葛
藤

も
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
。
こ
の
一
連
の
営
み
に
は
、「
書
く
こ
と
」
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に
こ
だ
わ
り
続
け
た
土
方
の
表
現
へ
の
姿
勢
と
運
動
へ
の
向
き
合
い
方
が
現
れ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
日
記
の
最
終
頁
、
一
九
八
一
年
一
二
月
三
一
日
に
次
の
記
述
が
残
さ
れ

て
い
る
。 

 

八
一
年
の
お
わ
り
に
。 

イ
ン
ド
旅
行
は
、
私
に
と
っ
て
大
き
な
も
の
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
甲

状
腺
の
悪
性
腫
瘍
。→
手
術
。
こ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
決
意
を
う
な
が
し
た
。

つ
ま
り
、
ず
る
ず
る
と
新
聞
（
機
関
紙
）
編
集
に
お
ぼ
れ
て
い
き
、
本
来
の

仕
事
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
き
た
こ
と
の
悔
し
さ
。
猛
然
と
の
こ
り
時
間
を
感

じ
る
。
死
と
い
う
意
味
で
な
く
、
老
齢―

ボ
ケ
の
こ
な
い
時
間
の
こ
と
。
作

品
を
書
く
体
力
の
つ
づ
く
、
残
り
時
間
で
あ
る
。
私
は
、
自
分
の
生
存
を
根

テ
イ
か
ら
問
う
作
品
を
か
く
こ
と
。
そ
れ
が
、
私
の
「
の
こ
さ
れ
た
時
間
」

そ
れ
を
決
意
す
る
。 

 

「
妣
の
闇
」
は
ま
さ
に
こ
こ
に
綴
ら
れ
た
内
容
が
集
約
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ

し
て
、「
の
こ
り
時
間
」
は
「
死
」
ま
で
の
で
は
な
く
「
老
齢―

ボ
ケ
の
こ
な
い
時

間
」
、
つ
ま
り
「
書
け
な
く
な
る
こ
と
」
こ
そ
が
土
方
に
と
っ
て
の
「
死
」
を
意
味

し
、
逆
転
さ
せ
れ
ば
「
書
く
こ
と
」
こ
そ
が
土
方
に
と
っ
て
の
「
生
」
で
あ
っ
た

と
解
釈
で
き
る
。 

 

最
後
に
、
日
記
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
め
ぐ
る
本
論
の
課
題
を
付
言
し
て
お
く
。

本
論
で
は
、
土
方
に
と
っ
て
の
「
書
く
こ
と
」
と
は
ど
の
よ
う
な
営
み
で
あ
っ
た

か
を
彼
の
日
記
を
一
つ
の
参
照
点
と
し
て
分
析
し
て
き
た
。
日
記
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
を
記
録
と
し
て
の
史
料
だ
け
で
は
な
い
観
点
か
ら
議
論
す
る
必
要
性
を
説
い

た
吉
田
則
昭
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。 

 

ど
の
よ
う
に
秘
匿
さ
れ
た
日
記
で
も
、
日
記
を
読
み
返
す
将
来
の
自
分
自
身

を
思
い
浮
か
べ
る
限
り
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
い
読
者
で
あ
り
、
現
在
の
自
己

と
は
異
な
る
他
者
で
あ
る
。
よ
り
公
的
な
性
格
の
強
い
初
期
媒
体
と
同
様
に
、

綴
ら
れ
る
内
容
は
取
捨
選
択
さ
れ
、
虚
実
が
錯
綜
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
読
者
を
想
定
し
な
い
日
記
は
な
い
。（
中
略
＝
論
者
）
日
記
と
は
、
最
も

日
常
的
な
初
期
行
為
の
反
復
的
実
践
で
あ
り
、
他
所
の
存
在
と
の
意
識
的
・

無
意
識
的
な
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
自
己
に
つ
い
て
の
書
き
続
け
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。（
中
略
＝
論
者
）
虚
実
が
混
ざ
り
、
読
み
手
の
解
釈
に
よ
り
相

貌
を
新
た
に
し
、
書
き
手
が
想
像
し
な
か
っ
た
意
味
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
。

換
言
す
れ
ば
、
日
記
を
学
的
関
心
の
「
問
い
」
に
応
え
る
論
拠
で
は
な
く
、

真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
で
ま
さ
し
く
そ
こ
か
ら
新
鮮
な
「
問
い
」
が
生
ま
れ

る
磁
場
と
捉
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
見
し
て
事
実
性
が
担
保
さ
れ
が

ち
な
日
記
資
料
に
こ
そ
、
テ
ク
ス
ト
の
一
義
的
な
理
解
を
抑
制
し
、
あ
る
い

は
抗
っ
て
き
た
文
学
研
究
の
蓄
積
と
視
座
を
活
か
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
２
４ 

 

本
論
に
お
い
て
、
土
方
の
日
記
は
、
土
方
に
と
っ
て
の
「
書
く
こ
と
」
と
は
何
か

と
い
う
問
い
を
見
い
だ
す
た
め
の
論
拠
と
し
て
参
照
し
て
き
た
。
し
か
し
、
吉
田

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
療
養
中
に
綴
ら
れ
た
日
記
と
「
真
摯
に
向
き
合
う
」

こ
と
で
「
新
鮮
な
『
問
い
』
」
を
見
出
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
土
方
の
日

記
に
は
甲
状
腺
腫
瘍
、
つ
ま
り
ガ
ン
の
治
療
に
お
け
る
記
述
が
主
に
な
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
昨
今
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
「
闘
病
記
」
２
５

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に

あ
て
は
ま
る
。
こ
の
「
闘
病
記
」
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
、
信
岡
朝
子
は
「
主
に

患
者
の
治
療
に
役
立
て
る
と
い
う
治
療
的
・
臨
床
的
な
側
面
の
み
に
関
心
が
向
い

て
お
り
、
闘
病
記
を
読
む
／
書
く
と
は
い
か
な
る
営
為
な
の
か
、
そ
も
そ
も
闘
病

記
は
何
の
た
め
に
、
い
か
に
し
て
読
み
解
か
れ
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
っ
た
文
学

研
究
の
視
点
か
ら
見
て
看
過
し
が
た
い
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
ど
う
し
て
も
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置
き
去
り
に
さ
れ
が
ち
」
２
６

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
問
題
へ

と
議
論
を
展
開
さ
せ
る
余
地
が
、
土
方
の
日
記
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
課

題
と
し
た
い
。 

  

注注  

１ 

土
方
鉄
『
差
別
へ
の
凝
視
』
（
創
樹
社
、
一
九
七
四
・
三
） 

２ 

土
方
鉄
『
差
別
と
表
現
』
（
解
放
出
版
社
、
一
九
七
五
・
八
） 

３ 

秦
重
雄
「
戦
後
部
落
問
題
文
芸
と
研
究
の
到
達
点
」
（
部
落
問
題
研
究
所
編
『
部
落
問
題

解
決
過
程
の
研
究 

２
巻 
教
育
・
思
想
文
化
篇
』
部
落
問
題
研
究
所
出
版
部
、
二
〇

一
一
、
三
四
八
頁
）
で
は
、
「
新
日
本
文
学
会
会
員
で
あ
っ
た
土
方
鉄
の
批
評
・
創
作
活

動
は
、
草
創
期
『
部
落
』
文
芸
欄
を
担
う
精
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
貧
窮
と
肺
結
核

と
格
闘
し
な
が
ら
、
差
別
に
抗
う
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
文
学
表
現
の
形
で
放
出
し
て
行

っ
た
こ
と
に
高
い
評
価
を
与
え
た
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

４ 

後
藤
田
和
「
サ
ー
ク
ル
文
化
運
動
と
部
落
民
の
表
現 

:
 

土
方
鉄
を
中
心
に
」
（
『
論
叢
国

語
教
育
学
』
一
四
号
） 

５ 

土
方
の
ご
遺
族
に
資
料
調
査
を
依
頼
し
た
際
に
、
こ
の
日
記
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。 

Ｂ
５
版
の
大
学
ノ
ー
ト
の
表
紙
に
「1

9
8
1
.
1
0
.
3
1

～1
2
.
3
1

」
と
記
載
さ
れ
、
一
日
一
頁

ず
つ
直
筆
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。 

６ 

『
妣
の
闇
』
六
～
七
頁
、
一
〇
月
二
八
日
の
記
述 

７ 

『
妣
の
闇
』
一
〇
頁
、
一
〇
月
二
九
日
の
記
述 

８ 

『
妣
の
闇
』
一
五
頁
、
一
〇
月
三
一
日
の
記
述 

９ 

『
妣
の
闇
』
二
五
頁
、
一
一
月
三
日
の
記
述 

１
０ 

安
藤
宏
「
日
記
体
小
説
を
め
ぐ
っ
て―

太
宰
治
『
正
義
と
微
笑
』
を
視
点
に―

」
（
『
国 

文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
、
一
九
九
六
、
二
）
ま
た
、
安
藤
は
太
宰
治
の
「
正
義
と
微

笑
」
を
題
材
に
し
て
、「
『
日
記
体
小
説
』
と
は
、『
日
記
』
が
日
常
的
な
現
実
を
前
に
『
私

―

私
』
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
自
ら
の
臨
界
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
ゆ
く
そ

の
過
程
を
、
内
部
の
組
み
換
え
作
用
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
鋭
く
突
き
つ
け
て
く
れ
る
、

き
わ
め
て
刺
激
的
な
ジ
ャ
ン
ル
」
で
あ
る
と
述
べ
、
そ
こ
に
は
、
「
『
他
の
誰
と
も
違
う 

自
分
』
を
内
省
的
に
突
き
詰
め
よ
う
と
す
る
近
代
日
記
の
〝
文
学
性
〟
を
内
側
か
ら
解

体
し
て
ゆ
く
」
特
徴
が
あ
る
と
論
じ
た
。 

 

１
１ 

土
方
鉄
『
妣
の
闇
』
（
解
放
出
版
社
、
一
九
九
〇
・
四
）
四
七
～
四
九
頁 

１
２ 

『
妣
の
闇
』
三
四
一
頁
～
三
四
三
頁 

１
３ 

日
野
範
之
「
風
も
な
く
蘆
原
さ
わ
ぎ
世
界
病
む―

土
方
鉄
作
品
論
」
（
『
新
日
本
文
学
』 

二
〇
〇
四
、
三
） 

１
４ 

遠
藤
由
美
「
過
去
記
憶
と
日
記
、
そ
し
て
自
己
」（
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
』
、
二
〇
〇
〇
・

二
）
ま
た
、
図
①
に
関
し
て
は
、
遠
藤
論
文
で
は
横
書
き
の
た
め
、
本
論
で
は
論
者
が

便
宜
的
に
縦
書
き
に
作
成
し
な
お
し
た
。 

１
５ 

川
口
恭
一
・
岡
本
靖
正
編
『
最
新 

文
学
批
評
用
語
辞
典
』
）
（
一
九
九
八
、
七
・
二 

一
、
研
究
社
出
版
）
一
七
、
一
八
頁 

１
６ 

『
妣
の
闇
』
三
～
四
頁 

１
７ 

『
妣
の
闇
』
三
四
頁 

１
８ 

『
妣
の
闇
』
二
四
～
二
五
頁 

１
９ 

『
妣
の
闇
』
一
八
～
一
九
頁 

２
０ 

『
妣
の
闇
』
四
四
頁 

２
１ 

朝
日
新
聞 

一
九
八
一
、
一
一
・
二 

朝
刊 

２
２ 

一
二
月
一
〇
日
の
記
述 

２
３ 

一
二
月
一
一
日
の
記
述 

２
４ 

吉
田
則
昭
「
『
書
く
こ
と
』
の
歴
史
を
問
う
た
め
に―

―

研
究
視
座
と
し
て
の
「
日
記
文

化
」
の
可
能
性
と
学
際
的
・
国
際
的
連
携―

―

」（
『
日
本
近
代
文
学
』
、
第
九
六
集
、
二

〇
一
七
） 

２
５ 

門
林
道
子
『
生
き
る
力
の
源
に
：
が
ん
闘
病
記
の
社
会
学
』
（
青
海
社
、
二
〇
一
一
、

一
〇
、
一
頁
）
に
お
い
て
「
闘
病
記
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。 

『
臨
床
死
生
学
事
典
』
（2

0
0
0

）
に
お
い
て
「
闘
病
記
」
を
「
病
気
と
闘
う
（
向
き
合

う
）
プ
ロ
セ
ス
が
書
か
れ
た
手
記
」
と
定
義
し
た
。
病
気
を
患
う
人
自
身
が
、
自
ら
の

病
い
に
つ
い
て
、
そ
し
て
病
い
と
向
き
合
う
自
分
自
身
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
、
そ
れ

が
闘
病
記
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
研
究
で
は
、
患
者
本
人
以
外
、
主
と
し
て
家
族
が
書
い

た
も
の
に
つ
い
て
も
、
個
人
の
闘
病
に
力
点
が
お
か
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
「
闘
病
記
」

と
と
ら
え
て
い
る
。 

２
６ 
信
岡
朝
子
「
闘
病
記
研
究
の
可
能
性―

―

当
事
者
性
と
他
者
理
解
の
観
点
か
ら―

―

」 
（
『
文
学
論
藻
』
、
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
編
、
二
〇
一
三
、
二
） 

 

（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
二
年
） 
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２
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（
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 1981

年
の
手
術
と
療
養 

 
 

 
 

日
記 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
病
床
断
片
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・
Ⅱ
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退
院
～1982.5

 
 

 
 

 
 

 
 

日
記
と
詩
を
読
み
返
す
時
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「
妣
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闇
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作
品
化
の
時
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～
退
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～1981.12.31

の
直
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（
具
体
的
時
期
は
不
明
） 
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