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〈
い
じ
め
〉
を
め
ぐ
る
主
体
形
成 ―

山
田
詠
美
「
風
葬
の
教
室
」
論―

 

秦 

光
平

は
じ
め
に 

一
九
八
〇
年
代
中
盤
、
日
本
に
お
い
て
〈
い
じ
め
〉
が
社
会
問
題
化
し
た
。
そ

れ
以
来
、〈
い
じ
め
〉
は
数
多
の
文
学
作
品
の
中
に
描
か
れ
て
き
た
が
、
そ
の
〈
い

じ
め
〉
表
象
史
の
本
格
的
な
研
究
は
未
だ
十
分
に
為
さ
れ
て
い
な
い
。〈
い
じ
め
〉

を
め
ぐ
り
今
も
な
お
交
わ
さ
れ
続
け
て
い
る
言
葉
に
、
文
学
は
い
か
に
関
わ
っ
て

い
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、〈
い
じ
め
〉
表
象
を
実
践
し
た
作

品
群
へ
の
読
解
を
積
み
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
作
業
の
一

環
と
し
て
山
田
詠
美
の
短
編
小
説
「
風
葬
の
教
室
」（
一
九
八
八
年
）
を
取
り
上
げ
、

分
析
評
価
を
行
な
っ
て
い
く
。 

山
田
詠
美
に
は
〈
少
年
期
・
少
女
期
か
ら
性
と
死
に
目
覚
め
る
青
年
期
に
か
け

て
の
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
年
代
を
描
く
大
き
な
系
列
〉
（
１
）

が
あ
り
、
中
で
も
「
風

葬
の
教
室
」
は
〈
い
じ
め
〉
の
問
題
を
最
も
前
景
化
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
。
作
品

発
表
の
時
期
を
考
え
て
も
〈
い
じ
め
〉
を
最
初
期
に
取
り
上
げ
た
小
説
と
目
す
る

こ
と
が
で
き
、〈
い
じ
め
〉
表
象
史
に
お
け
る
重
要
度
の
き
わ
め
て
高
い
一
作
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
２
）

。 

実
際
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
本
作
の
意
義
は
語
ら
れ
て

き
て
い
る
。
し
か
し
、〈
い
じ
め
〉
問
題
へ
の
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
た
今
日
の
眼

か
ら
見
て
み
る
と
、
本
作
に
は
〈
い
じ
め
〉
の
表
現
と
し
て
再
考
に
値
す
る
疑
義

が
見
出
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
節
に
て
、
そ
の
疑
義
の
根
拠
を
先
行
研

究
の
概
括
と
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
疑
問
を
受
け
第
二
節
で
は
、
本
作
の

語
り
に
存
す
る
特
徴
や
問
題
点
を
本
文
に
即
し
て
指
摘
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
に

て
、
同
時
代
の
〈
い
じ
め
自
殺
〉
に
ま
つ
わ
る
言
説
状
況
を
参
照
し
な
が
ら
本
作

の
意
義
を
再
評
価
し
て
い
く
（
３
）

。
そ
の
よ
う
に
し
て
本
作
を
読
み
替
え
て
い
く

作
業
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
〈
い
じ
め
〉
表
象
史
の
研
究
に
も
繋
が
っ
て
い

く
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。 

一 

「
風
葬
」
の
陥
穽 

 
「
風
葬
の
教
室
」
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

小
学
五
年
生
の
「
私
」
＝
本
宮
杏
は
、
地
方
の
小
学
校
に
都
会
か
ら
転
校
し
て

く
る
。
方
言
も
使
わ
ず
、
可
愛
ら
し
い
洋
服
を
い
つ
も
着
て
い
た
杏
は
、
男
子
生

徒
か
ら
「
気
取
っ
て
る
」
と
か
ら
か
わ
れ
つ
つ
も
、
羨
望
の
眼
差
し
を
集
め
る
。

－ 29 －
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と
こ
ろ
が
、
女
子
生
徒
か
ら
人
気
の
あ
る
体
育
の
吉
沢
先
生
が
「
可
愛
い
女
の
子

が
入
っ
た
な
」
と
い
う
言
葉
を
杏
に
掛
け
た
た
め
に
、
女
子
生
徒
た
ち
、
特
に
ク

ラ
ス
の
中
心
人
物
で
あ
る
恵
美
子
の
反
感
を
買
っ
て
し
ま
う
。
次
の
日
か
ら
杏
は

ク
ラ
ス
で
〈
い
じ
め
〉
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
。〈
い
じ
め
〉
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

て
い
き
、
つ
い
に
杏
は
自
殺
を
決
意
す
る
。 

 

し
か
し
、
い
ざ
自
分
の
部
屋
で
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
と
き
、
階
下
か
ら
母
と

姉
の
会
話
が
聞
こ
え
て
く
る
。
姉
も
ま
た
昔
〈
い
じ
め
〉
を
受
け
て
お
り
、
そ
の

と
き
は
「
い
じ
め
っ
子
連
中
を
、
自
分
の
心
の
中
で
、
ひ
と
り
ひ
と
り
殺
し
て
い

っ
た
」
の
だ
と
い
う
。
そ
の
会
話
に
強
い
印
象
を
受
け
た
杏
は
、
自
殺
を
思
い
留

ま
る
。
そ
し
て
次
の
日
か
ら
、
杏
は
姉
の
言
葉
を
反
芻
し
な
が
ら
、
自
分
を
い
じ

め
る
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
た
ち
を
軽
蔑
し
「
風
葬
」
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
り
杏
は
教
室
の
空
気
に
反
抗
し
、
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
っ
た
。 

以
上
の
梗
概
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
作
は
、〈
い
じ
め
〉
被
害
を
受
け
自
殺
を
企

て
る
ま
で
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
少
女
・
杏
が
、
心
の
中
で
〈
い
じ
め
っ
子
連
中
を

ひ
と
り
ひ
と
り
殺
し
て
い
〉（
一
六
六―

一
六
七
頁
）
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
風
葬
」

し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
生
き
延
び
て
い
く
物
語
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
杏

の
認
識
を
大
き
く
転
換
さ
せ
た
「
風
葬
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

本
節
で
は
、
特
に
こ
の
「
風
葬
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
概
観
し
、
本
作
を
め
ぐ

る
論
点
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

日
増
し
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
〈
い
じ
め
〉
に
耐
え
か
ね
自
殺
を
決
意
し
た
杏

は
、
家
で
首
を
吊
る
道
具
を
探
し
て
い
る
と
き
に
偶
然
、
姉
が
母
に
か
つ
て
の
〈
い

じ
め
〉
体
験
を
軽
い
口
調
で
話
し
て
い
る
の
を
耳
に
す
る
。
そ
こ
で
杏
は
家
族
の

存
在
を
再
認
識
し
〈
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
死
ね
な
い
〉（
一
六
八
頁
）
と
自
殺
を
思
い
留

ま
る
。
そ
し
て
翌
日
、
あ
る
男
性
教
員
が
冗
談
で
口
に
し
た
わ
ざ
と
血
を
吸
わ
せ

て
か
ら
嗜
虐
的
に
蚊
を
叩
き
潰
す
挿
話
（
一
七
四
頁
）
に
姉
の
言
葉
を
重
ね
合
わ

せ
、
加
害
者
た
ち
を
「
風
葬
」
す
る
術
を
体
得
す
る
の
で
あ
る
。 

自
身
も
〈
何
故
、
こ
ん
な
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
〉（
一
七
三
頁
）

と
吐
露
す
る
通
り
、
姉
の
話
は
杏
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
渦
中
に
あ
っ
た
〈
い

じ
め
〉
体
験
へ
の
読
み
替
え
を
促
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
海
老
原
豊
は
〈
自
殺
す

ら
考
え
た
杏
を
救
っ
た
の
は
、「
教
養
の
あ
る
、
そ
れ
で
い
て
男
の
可
愛
さ
を
残
し

て
い
る
父
」
「
ふ
わ
ふ
わ
と
少
女
趣
味
や
お
茶
目
に
生
活
を
浸
し
て
い
る
あ
ど
け

な
い
母
」「
若
く
て
す
で
に
大
人
の
女
の
潔
さ
を
も
の
に
し
た
姉
」（
一
三
七
頁
）、

つ
ま
り
家
族
だ
〉
（
４
）

と
述
べ
、
そ
の
読
み
替
え
に
際
し
家
族
と
い
う
別
の
価
値

観
が
介
入
し
た
こ
と
を
重
要
な
契
機
と
捉
え
て
い
る
。
加
え
て
、
男
子
生
徒
・
ア

ッ
コ
の
靴
に
倒
錯
し
た
欲
望
を
抱
く
こ
と
に
よ
り
、
杏
が
〈
相
手
と
自
分
、
他
の

人
と
自
分
が
未
分
化
の
ま
ま
他
に
共
有
さ
れ
、〈
自
他
未
分
〉
の
意
識
の
な
か
で
異

者
を
排
除
し
、「
狂
気
」
の
集
団
と
化
し
て
い
た
〉（
５
）

教
室
の
中
、〈
自
己
の
「
芯
」

に
基
づ
い
た
自
己
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
欲
望
、
及
び
「
快
楽
」
を
獲
得
〉
し
〈
〈
い

じ
め
〉
の
構
造
を
真
に
克
服
〉
（
６
）

し
得
た
と
す
る
田
中
実
の
指
摘
も
重
要
で
あ

る
。 こ

れ
ら
海
老
原
、
田
中
の
読
解
が
見
出
し
て
い
る
の
は
、〈
い
じ
め
〉
を
生
み
出

す
教
室
内
部
の
秩
序
を
外
的
な
契
機
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
構
図
で
あ
り
、
強
固

な
〈
い
じ
め
〉
構
造
を
解
体
す
る
論
理
と
し
て
き
わ
め
て
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
は
被
害
者
自
身
に
も
内
面
化
さ
れ
た
〈
い
じ
め
〉
空
間

の
秩
序
を
理
に
適
っ
た
形
で
解
体
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
契
機
と
な
る
外
的
要

因
の
実
際
を
「
家
族
」
に
加
え
て
「
男
子
生
徒
の
靴
」
と
い
う
独
自
の
も
の
に
宿

し
て
い
る
。〈
い
じ
め
〉
被
害
者
の
内
的
事
情
に
関
す
る
固
有
の
論
理
を
紡
ぎ
出
し

て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
作
の
完
成
度
は
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
（
７
）

。 

－ 30 －
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一
方
で
、
杏
の
手
に
し
た
「
風
葬
」
に
対
し
若
干
の
疑
義
を
呈
す
る
論
者
も
存

在
す
る
。
た
と
え
ば
伊
藤
氏
貴
は
、
次
の
よ
う
に
本
作
を
評
し
て
い
る
。 

 

 

こ
こ
で
は
ま
だ
〈
地
獄
〉
の
一
丁
目
だ
が
、
も
っ
と
深
く
は
ま
り
込
ん
で

し
ま
っ
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
〈
孤
絶
〉
が
〈
永
遠
の
現
在
〉
と

思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。 

 

ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
状
態
を
〈
孤
絶
〉
で
は
な
く
〈
孤
高
〉
で
あ
る
と
し

て
読
み
か
え
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
い
じ
め
て
く
る
相
手
を
ど
う
し
よ
う

も
な
く
卑
俗
な
人
間
と
し
て
蔑
み
ま
た
憐
れ
む
の
で
あ
る
。（
中
略
）
自
ら
の

主
観
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
〈
地
獄
〉
か
ら
救
わ
れ
た
例
で
あ
る
。
だ

が
し
か
し
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
〈
孤
高
〉
に
堪
え
う
る
誇
り
高
き
人
間
し
か

採
れ
な
い
方
法
だ
ろ
う
。
（
８
） 

 

伊
藤
は
、「
風
葬
」
を
〈
い
じ
め
〉
被
害
に
よ
る
〈
孤
絶
〉
を
己
の
内
面
に
て
〈
孤

高
〉
に
変
換
し
自
尊
心
を
保
つ
方
法
と
理
解
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
海
老
原
、

田
中
の
見
立
て
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伊
藤
の
付
し
て
い
る
〈
こ
れ
は
そ

も
そ
も
〈
孤
高
〉
に
堪
え
う
る
誇
り
高
き
人
間
し
か
採
れ
な
い
方
法
だ
ろ
う
〉
と

の
留
保
は
一
考
に
値
す
る
。
多
く
の
先
行
論
に
て
保
証
さ
れ
て
い
た
「
風
葬
」
の

有
効
性
が
〈
そ
も
そ
も
〈
孤
高
〉
に
堪
え
う
る
誇
り
高
き
人
間
〉
の
み
に
限
定
さ

れ
る
も
の
と
し
て
マ
イ
ナ
ス
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

確
か
に
、
今
日
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
本
作
の
も
つ
自
己
責
任
論
的
な
側
面

は
無
視
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
一
旦
は
外
部
に
向
け
て
相
対
化
さ
れ
た

〈
い
じ
め
〉
空
間
の
秩
序
は
「
風
葬
」
の
獲
得
に
よ
っ
て
再
び
杏
の
内
面
の
問
題

へ
と
収
束
し
て
い
く
。
本
作
の
展
開
を
「
〈
い
じ
め
〉
被
害
者
が
自
身
の
主
観
を
変

容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
〈
い
じ
め
〉
を
克
服
す
る
物
語
」
と
把
握
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
〈
い
じ
め
〉
被
害
者
個
人
に
〈
い
じ
め
〉
解
決
の
責
任
を
押
し
つ
け
て
い

く
構
図
に
限
り
な
く
近
づ
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
９
）

。
杏
が
「
風
葬
」
を
手
に

す
る
作
品
内
論
理
は
確
固
た
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
作
品
内
論
理
が
こ

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
へ
の
評
価
に
は
未
だ
再
考
の
余
地
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。 

本
稿
で
は
こ
う
し
た
疑
義
に
あ
く
ま
で
も
留
ま
り
、「
強
い
主
体
」
と
も
言
う
べ

き
杏
の
性
質
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
観
点
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は

何
を
お
い
て
も
ま
ず
「
大
人
び
て
い
る
」「
孤
高
」
等
と
評
さ
れ
て
き
た
杏
の
語
り

を
じ
っ
く
り
と
読
み
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
杏
は
自
身
の
被
害
経
験

を
い
か
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
次
節
よ
り
考
え
て
い
き
た
い
。 

二 

「
強
い
主
体
」
へ
の
欲
望 

 

本
作
は
、「
風
葬
」
の
術
を
得
た
直
後
の
時
点
か
ら
（

10
）

、〈
鳥
獣
戯
画
と
い
う

素
敵
な
絵
を
社
会
化
の
教
科
書
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
〉（
九
七
頁
）
と
語
り
起

こ
さ
れ
る
。
そ
の
語
り
の
中
で
杏
は
終
始
、
周
囲
の
人
々
に
比
べ
て
自
分
が
大
人

び
た
存
在
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
東
京
か
ら
地
方
の
小
学
校

へ
と
転
校
し
て
き
た
杏
は
周
囲
と
の
違
い
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
〈
彼
ら
の
や
る

こ
と
は
、
私
に
は
容
易
に
予
測
が
つ
く
の
で
す
。
彼
ら
に
は
、
人
生
経
験
が
た
り

な
い
の
で
す
〉（
一
〇
八
頁
）
と
の
意
識
で
周
囲
を
眼
差
し
て
い
く
。
杏
に
お
い
て

自
分
と
周
囲
と
の
違
い
は
、
専
ら
人
生
経
験
の
差
＝
大
人
と
子
供
の
違
い
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
に
引
用
す
る
箇
所
は
、
そ
う
し
た
杏

－ 31 －
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の
思
考
様
態
を
も
っ
と
も
端
的
に
表
し
て
い
る
。 

 

 

私
は
人
間
に
は
大
人
と
子
供
と
い
う
分
け
方
が
あ
る
の
だ
と
い
つ
も
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
実
際
に
年
齢
を
と
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
と
は
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
人
は
子
供
、
あ
の
人
は
大
人
。
私

は
自
分
に
と
っ
て
少
し
簡
単
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
授
業
の
時
は
、
い
つ
も
人

々
を
大
人
と
子
供
に
分
け
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
（
一
一
三
頁
） 

  

着
目
し
た
い
の
は
〈
私
は
自
分
に
と
っ
て
少
し
簡
単
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
授
業

の
時
は
、
い
つ
も
人
々
を
大
人
と
子
供
に
分
け
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
〉
と
の
回
想

で
あ
る
。
後
に
杏
は
「
風
葬
」
に
際
し
〈
私
は
、
自
分
た
ち
を
人
間
だ
と
思
っ
て

い
る
愚
か
な
者
た
ち
を
、
ま
ず
動
物
に
ま
で
お
と
し
め
ま
す
、
そ
し
て
か
ら
、
じ

わ
じ
わ
と
殺
し
て
行
く
の
で
す
〉（
一
七
六
頁
）
と
語
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
回

想
は
、
周
囲
よ
り
も
長
じ
た
存
在
と
し
て
の
自
身
の
性
質
が
〈
い
じ
め
〉
体
験
の

以
前
か
ら
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
い
え
る
。
杏
の
こ

う
し
た
自
己
規
定
こ
そ
が
、
前
節
に
て
参
照
し
た
伊
藤
氏
貴
に
よ
る
「
風
葬
」
と

は
〈
そ
も
そ
も
〈
孤
高
〉
に
堪
え
う
る
誇
り
高
き
人
間
し
か
採
れ
な
い
方
法
〉
な

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
の
根
拠
に
な
る
部
分
と
い
え
よ
う
。 

し
か
し
な
が
ら
、
杏
の
性
質
は
、
自
身
の
規
定
の
通
り
〈
い
じ
め
〉
体
験
の
前

後
に
一
貫
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
示
し
て

い
く
よ
う
に
、
杏
の
語
り
に
お
い
て
、
体
験
の
当
時
と
語
り
の
現
在
と
で
認
識
に

少
な
か
ら
ぬ
変
遷
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。 

〈
い
じ
め
〉
に
対
す
る
杏
の
思
索
に
は
、
妙
に
突
き
放
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が

あ
る
。
自
身
に
害
を
与
え
る
具
体
的
な
個
々
人
を
時
に
は
免
罪
す
ら
す
る
か
の
よ

う
な
形
で
教
室
の
空
気
が
分
析
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
も
っ
と
も
典
型
的
な
の
は
次

の
箇
所
で
あ
る
。 

 

誰
も
が
、
何
故
、
私
を
の
け
者
に
し
、
た
だ
教
室
に
座
っ
て
い
る
だ
け
の
私

に
不
快
感
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
か
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
解
っ
て
な
ど
い
な

い
の
で
す
。
た
だ
痒
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
皆
が
感
じ
て
い
た
の
は
、
こ
れ

だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
誰
か
が
引
っ
掻
く
。
す
る
と
、
本

当
の
痒
さ
が
生
ま
れ
る
。
だ
か
ら
、
ま
た
引
っ
掻
く
。
す
る
と
、
も
う
た
ま

ら
な
く
な
っ
て
一
斉
に
爪
を
立
て
る
。
も
う
爪
た
ち
は
掻
か
な
く
て
は
い
け

な
い
と
い
う
強
迫
観
念
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
わ
け
も
解
ら
ず
に
、
た
だ
た
だ

憑
か
れ
た
よ
う
に
指
を
動
か
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
す
。 

（
一
三
一―

一
三
二
頁
） 

 

引
用
文
の
最
後
に
至
っ
て
、
一
文
の
主
語
が
「
爪
た
ち
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
着
目
し
た
い
。
こ
こ
で
杏
は
、
自
身
が
〈
い
じ
め
〉
を
受
け
る
理
由
が
特
定
の

個
人
に
よ
る
個
別
の
行
動
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
痒
い
よ
う
な
気
が
す

る
か
ら
引
っ
掻
く
と
い
う
同
語
反
復
的
な
集
合
無
意
識
＝
「
強
迫
観
念
」
こ
そ
が

〈
い
じ
め
〉
を
生
ん
で
い
る
と
思
索
し
て
い
る
。
自
ら
に
加
害
す
る
〈
い
じ
め
〉

空
間
へ
の
分
析
に
際
し
て
、
そ
の
個
々
人
へ
の
憎
し
み
は
か
く
も
抑
制
さ
れ
て
い

る
の
だ
。 

同
様
の
分
析
は
、
担
任
で
あ
る
ひ
と
り
の
女
性
教
員
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
て

い
る
。
杏
の
こ
と
を
〈
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
〉
く
、〈
生
徒
の
中
に
好
き
な
子
を

見
つ
け
る
程
、
熱
心
に
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
雰
囲
気
で
は
〉（
一
三
四
頁
）
な

い
と
い
う
そ
の
女
性
教
員
は
、
杏
を
嫌
悪
す
る
教
室
の
空
気
を
鋭
敏
に
感
じ
取
り
、
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杏
に
強
く
当
た
る
戦
略
を
無
意
識
に
取
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
教
員
の
心

理
に
つ
い
て
、
杏
は
ま
ず
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
先
生
が
、
い
け
な
い
こ
と
に
、
教
室
内
で
の
私
の
立
場
を

徐
々
に
感
じ
取
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
彼
女
の
元
に
、
子
供
の
作

る
私
へ
の
嫌
悪
の
波
が
寄
せ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
子
供
た
ち
に
迎

合
し
た
方
が
楽
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
い
る
彼
女
は
ど
う
し
た
か
。
や
は
り
、

楽
な
道
を
選
び
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
事
あ
る
ご
と
に
私
を
叱
り
始
め
た
の
で

す
。（
中
略
）
そ
う
す
る
こ
と
は
、
教
室
で
の
彼
女
の
立
場
を
快
適
な
も
の
に

す
る
の
で
し
た
。
彼
女
を
憎
む
こ
と
は
、
私
に
は
出
来
ま
せ
ん
。
私
が
水
の

よ
う
な
人
生
を
望
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
女
も
波
に
逆
ら
わ
な
い
安
楽

な
生
活
を
望
ん
だ
の
で
す
か
ら
。
（
一
三
四―
一
三
五
頁
） 

  

教
員
に
お
い
て
杏
へ
の
嫌
悪
と
は
、
杏
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
内
に
あ
ら

か
じ
め
確
と
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
教
室
の
空
気
へ
と
迎
合
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
事
後
的
に
生
起
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
教
員
個
人
の
〈
事
あ
る
ご
と
に
私

を
叱
〉
る
と
い
う
行
為
に
先
立
つ
諸
悪
の
根
源
と
し
て
の
「
嫌
悪
の
波
」
が
意
識

さ
れ
、
同
じ
空
気
の
中
に
棲
息
す
る
者
と
し
て
〈
彼
女
を
憎
む
こ
と
は
、
私
に
は

出
来
ま
せ
ん
〉
と
、
教
員
の
心
理
に
理
解
す
ら
示
し
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
直

後
、
杏
は
教
員
個
人
へ
と
感
情
の
照
準
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
教
員

が
〈
こ
ん
な
育
ち
の
悪
い
子
、
見
た
こ
と
な
い
わ
!!
〉（
一
三
七
頁
）
と
、
家
族
へ

の
否
定
を
含
む
悪
意
を
杏
に
向
け
た
た
め
で
あ
っ
た
。 

 

 

こ
の
時
、
私
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
父
も
母
も
、
そ
し
て
姉
ま
で
も
、
私

を
取
り
巻
く
す
べ
て
の
も
の
が
、
否
定
さ
れ
た
の
で
す
。
私
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
て
き
て
、
初
め
て
涙
ぐ
み
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
の
教

養
の
あ
る
、
そ
れ
で
い
て
男
の
可
愛
さ
を
残
し
て
い
る
父
や
、
ふ
わ
ふ
わ
と

少
女
趣
味
や
お
茶
目
に
生
活
を
浸
し
て
い
る
あ
ど
け
な
い
母
や
、
若
く
て
既

に
大
人
の
女
の
潔
さ
を
も
の
に
し
た
姉
、
こ
の
魅
力
的
な
人
々
に
対
す
る
愛

情
と
、
そ
れ
を
た
っ
た
ひ
と
言
で
踏
み
に
じ
っ
た
人
間
へ
の
憤
り
の
気
持
か

ら
で
し
た
。（
一
三
七
頁
） 

 

先
程
ま
で
自
分
自
身
を
も
含
み
込
む
教
室
の
空
気
を
冷
静
な
ま
で
に
分
析
し

て
い
た
杏
の
語
り
に
「
涙
ぐ
む
」「
憤
り
」
と
い
っ
た
感
情
表
現
が
入
り
込
ん
で
く

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
杏
の
語
り
に
は
〈
い
じ
め
〉
を
生
む
構
造
に

対
す
る
俯
瞰
的
な
眼
差
し
と
、
そ
の
空
気
の
中
で
自
身
の
感
情
を
揺
す
ぶ
る
具
体

的
な
加
害
＝
個
人
に
対
す
る
眼
差
し
と
が
両
立
す
る
形
で
体
現
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
二
重
化
し
た
目
線
が
生
じ
た
の
は
、
本
作
全
体
が
「
風

葬
」
と
い
う
方
策
を
発
見
し
た
直
後
に
語
り
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
と
考
え

ら
れ
よ
う
。〈
い
じ
め
〉
を
受
け
た
ま
さ
に
そ
の
当
時
の
痛
み
が
思
い
出
さ
れ
る
際

に
は
そ
の
被
害
の
具
体
が
個
人
に
即
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
ら
個
々
の
加
害
に
関
す

る
分
析
が
俯
瞰
的
に
述
べ
ら
れ
る
際
に
は
個
人
を
取
り
巻
く
構
造
へ
の
思
索
が

冷
静
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
二
重
化
し
た
目
線
を
孕
ん
だ
ま
ま
、
語
り

は
「
風
葬
」
の
獲
得
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
教
室
へ
の
反
撃
へ
と
向
か
っ
て
い
く

の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
点
か
ら
、「
風
葬
」
に
関
し
て
、
杏
が
も
と
も
と
強
い
主
体
性
を
も
つ

人
物
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
っ
た
認
識
の
転
換
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
に

本
稿
で
は
与
し
な
い
で
お
き
た
い
。
杏
の
語
り
が
体
現
し
て
い
る
「
強
い
主
体
」

－ 33 －
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像
は
、
杏
と
い
う
人
物
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
実
際
と
い
う
よ
り
も
、
杏
に
よ
る

自
分
自
身
へ
の
再
解
釈
の
賜
物
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
表
現

さ
れ
た
の
は
、〈
い
じ
め
〉
に
興
じ
る
集
団
か
ら
は
遊
離
し
た
強
い
主
体
で
あ
ろ
う

と
し
、
か
つ
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
よ
り
〈
い
じ
め
〉
を
生
む
構
造
自
体
へ
の

反
逆
す
ら
も
可
能
に
な
る
こ
と
へ
の
欲
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、
こ
う
し
た
杏
の
自
意
識
／
欲
望
に
は
一
抹
の
危
う
さ
が
混
入
し
て
も

い
る
。「
風
葬
」
の
術
を
得
た
後
、
杏
は
〈
私
は
、
そ
ん
な
姉
が
大
好
き
で
し
た
〉

（
一
一
〇
頁
）
と
公
言
し
て
憚
ら
な
い
姉
の
思
想
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
引
き
継

い
で
い
く
が
（

11
）

、
自
身
の
強
い
主
体
性
を
語
る
杏
の
自
意
識
は
時
と
し
て
あ
ま

り
に
過
剰
に
な
り
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
こ
の
変
化
を
経
る
以
前
、

〈
い
じ
め
〉
被
害
の
ま
さ
に
只
中
に
あ
っ
た
時
点
で
は
、
姉
を
含
む
家
族
に
抱
い

て
い
た
感
情
が
決
し
て
満
た
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
テ
ク

ス
ト
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 

家
に
帰
る
と
、
私
は
姉
に
、
ま
ず
下
着
の
話
を
し
ま
し
た
。
姉
は
、
夕
食

前
の
ワ
イ
ン
を
飲
み
な
が
ら
、
け
ら
け
ら
と
笑
い
ま
し
た
。 

「
男
っ
た
ら
し
な
ん
て
、
最
高
の
誉
め
言
葉
じ
ゃ
ん
。
私
で
す
ら
、
あ
ん
た

の
年
齢
で
言
わ
れ
た
こ
と
な
か
っ
た
わ
よ
。
素
質
あ
る
わ
よ
、
杏
」 

 

私
は
、
こ
れ
は
何
を
言
っ
て
も
駄
目
だ
と
思
い
、
あ
き
ら
め
ま
し
た
。
私

の
家
族
は
人
の
悩
み
を
自
分
の
も
の
と
置
き
換
え
て
考
え
て
く
れ
る
程
、
親

切
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
私
は
、
食
事
中
、
し
ょ
ん
ぼ

り
と
孤
独
を
噛
み
し
め
て
い
ま
し
た
。（
中
略
）
姉
の
言
葉
は
少
し
も
、
私
を

明
る
く
さ
せ
ま
せ
ん
。
私
の
可
愛
い
シ
ョ
ー
ツ
が
い
く
ら
勝
っ
て
い
る
と
言

っ
た
っ
て
、
私
以
外
の
全
員
が
木
綿
の
で
っ
か
い
パ
ン
ツ
を
は
い
て
い
た
ら
、

私
は
負
け
た
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。
小
学
生
の
世
界
に
絶
対
的
な
価
値

な
ど
存
在
し
な
い
の
で
す
。（
一
二
七―

一
二
八
頁
） 

 

〈
私
の
可
愛
い
シ
ョ
ー
ツ
が
い
く
ら
勝
っ
て
い
る
と
言
っ
た
っ
て
、
私
以
外
の

全
員
が
木
綿
の
で
っ
か
い
パ
ン
ツ
を
は
い
て
い
た
ら
、
私
は
負
け
た
の
と
同
じ
こ

と
な
の
で
す
〉
と
の
語
り
は
、
教
室
に
充
満
す
る
同
調
圧
力
に
杏
自
身
も
ま
た
取

り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
渦
中
に
お
け
る

杏
が
、
家
族
の
反
応
に
〈
し
ょ
ん
ぼ
り
と
孤
独
を
噛
み
し
め
〉
、〈
姉
の
言
葉
は
少

し
も
、
私
を
明
る
く
さ
せ
〉
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

本
作
に
て
家
族
は
結
果
と
し
て
「
風
葬
」
の
術
を
杏
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
と
な

る
も
の
の
、
杏
の
〈
い
じ
め
〉
被
害
に
対
し
直
接
的
な
援
助
を
す
る
こ
と
は
な
い
。

家
族
に
対
し
、
好
意
と
と
も
に
引
用
部
の
よ
う
な
不
満
を
も
同
時
に
抱
く
杏
が
、

そ
の
不
満
で
は
な
く
好
意
の
側
を
採
用
す
る
た
め
に
は
、
他
人
の
援
助
を
借
り
ず

自
分
自
身
の
主
体
性
に
よ
り
被
害
を
克
服
し
て
い
く
価
値
観
を
身
に
つ
け
る
必
要

が
あ
っ
た
こ
と
も
推
定
で
き
よ
う
。
ま
た
、
作
中
に
は
「
中
年
の
女
の
人
」（
12
）
「
老

婆
」
（

13
）

等
の
言
葉
が
マ
イ
ナ
ス
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
、
周
囲
の
援
助
を
頼
る
／
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を

拒
絶
し
、「
魅
力
あ
る
女
性
」
と
し
て
の
主
体
性
を
自
ら
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る

者
に
し
か
存
在
価
値
が
な
い
か
の
よ
う
な
自
意
識
と
表
裏
と
も
考
え
ら
れ
る
。
杏

は
、
当
面
の
〈
い
じ
め
〉
被
害
か
ら
生
き
延
び
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
過
去
の

自
分
自
身
も
含
め
た
弱
者
の
存
在
を
棄
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
前
節
に
て
示
し
た
よ
う
な
留
保
は
、
本
作
の
語
り
の
行
為

遂
行
性
を
根
拠
に
改
め
て
付
さ
れ
て
お
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
本
節

に
示
し
た
も
の
と
は
別
の
観
点
か
ら
本
作
を
再
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

－ 34 －
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と
考
え
る
。
次
節
に
て
そ
の
評
価
を
、
強
い
主
体
と
し
て
の
杏
の
特
徴
を
、
同
時

代
の
〈
い
じ
め
自
殺
〉
に
お
け
る
主
体
形
成
の
あ
り
方
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
示
し
て
い
き
た
い
。 

三 

〈
い
じ
め
〉
を
め
ぐ
る
幻
想 

 

前
節
で
は
、
杏
に
お
け
る
強
い
主
体
と
し
て
の
性
質
を
、〈
い
じ
め
〉
体
験
以
前

か
ら
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
風
葬
」
の
術
を
獲
得
し
て

以
降
の
語
り
直
し
の
中
で
事
後
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
読
み
の

可
能
性
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
、
杏
の
強
い
主
体
た
ら
ん
と
す
る
欲
望
の
表
出
に

一
抹
の
危
う
さ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
点
で
、
本
作
へ
の
評
価
に
留
保
を
付

す
必
要
性
を
示
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
杏
が
採
る
こ
と
と
な
っ
た
強
い
主
体
と
し
て
の
姿

が
、〈
い
じ
め
〉
を
経
て
死
ぬ
た
め
で
は
な
く
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
の
意
味
は
や
は
り
大
き
い
。
杏
は
自
殺
を
決
意
し
た
後
、〈
マ
マ
、
パ

パ
、
お
ね
え
ち
ゃ
ん
。
／
先
立
つ
不
幸
を
お
許
し
下
さ
い
。
／
杏
は
、
人
生
に
は

似
合
わ
な
い
子
で
す
。
〉（
一
六
〇
頁
）
と
の
書
き
出
し
で
遺
書
を
用
意
し
よ
う
と

す
る
。
そ
の
遺
書
に
は
〈
私
は
、
あ
の
教
室
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
す
。
あ
の
人
た

ち
の
宗
教
を
否
定
す
る
た
め
に
命
を
絶
つ
の
で
す
〉（
一
六
四
頁
）
等
と
語
ら
れ
る

よ
う
な
目
的
が
明
確
に
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
最
も
特
徴
的
な
点
は
、
次
の
箇
所

に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。 

 

私
が
死
ぬ
か
ら
に
は
、
誰
か
が
損
を
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
原
因
不

明
で
自
殺
す
る
な
ん
て
、
ま
っ
ぴ
ら
で
す
。
誰
か
の
せ
い
で
死
ん
だ
こ
と
に

な
ら
な
け
れ
ば
、
私
が
浮
か
ば
れ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
、
恵
美

子
の
名
前
は
絶
対
に
抜
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
私

を
い
じ
め
た
の
は
、
彼
女
ひ
と
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
ラ
ス
の
女
の
子
全

員
。
で
も
、
そ
う
書
い
て
し
ま
う
と
、
衝
撃
度
が
薄
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
女
子
全
員
の
名
前
を
書
く
。
私
は
、
別
な
紙
に
、
そ
う
メ
モ
し
ま
し
た
。

男
子
全
員
も
。
私
は
、
メ
モ
に
そ
う
書
き
加
え
ま
し
た
。
た
だ
し
、
ア
ッ
コ

を
除
く
。 

そ
れ
か
ら
、
彼
ら
が
私
に
対
し
て
、
ど
う
い
う
行
い
を
し
た
か
も
、
書
か

な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
書
か
な
い
と
、
世
間
を
あ
っ
と
言
わ
せ
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。（
一
六
一―

一
六
二
頁
） 

 

遺
書
を
書
こ
う
と
す
る
こ
と
に
、〈
い
じ
め
〉
の
加
害
者
た
ち
を
告
発
し
、
復
讐

す
る
目
的
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
杏
は
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、

〈
で
も
、
そ
う
書
い
て
し
ま
う
と
、
衝
撃
度
が
薄
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
〉〈
こ

れ
を
書
か
な
い
と
、
世
間
を
あ
っ
と
言
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
〉
と
い
っ
た

独
白
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
教
室
の
外
、
世
間
に
対
し
て
も
自
身
の
死
が

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
杏
は
最
終
的
に
は
、
こ
う
し
た
自
殺
の
願

望
に
背
を
向
け
「
風
葬
」
と
と
も
に
教
室
で
生
き
て
い
く
こ
と
を
選
択
す
る
。
な

ら
ば
、「
風
葬
」
に
よ
り
杏
が
距
離
を
取
っ
た
の
は
〈
い
じ
め
〉
そ
れ
自
体
だ
け
で

な
く
、
遺
書
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
〈
い
じ
め
自
殺
〉
へ
の
願
望
で
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
で
は
、
そ
の
〈
い
じ
め
自
殺
〉
へ
の
願
望
と
は
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。 

日
本
に
お
い
て
〈
い
じ
め
〉
が
社
会
問
題
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
「
中
野
富
士

－ 35 －
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見
中
学
い
じ
め
自
殺
事
件
」（
一
九
八
六
年
）
が
耳
目
を
集
め
た
の
は
、
被
害
者
自

身
に
よ
る
遺
書
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
自
身
の
死
と
〈
い
じ
め
〉
と
の
因
果

関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
従
来
「
い
や
が
ら
せ
」

「
か
ら
か
い
」
等
と
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
た
問
題
行
動
群
が
〈
い
じ
め
〉
の
語
に
括

ら
れ
、
死
す
ら
誘
発
す
る
暴
力
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
た
。
こ
の
社
会
問
題
化
に
よ

り
不
可
視
化
さ
れ
て
い
た
数
多
の
暴
力
が
顕
在
化
さ
れ
た
功
績
は
疑
う
べ
く
も

な
く
、
こ
の
問
題
化
自
体
の
有
効
性
は
現
在
に
至
る
ま
で
確
か
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
〈
い
じ
め
〉
か
ら
死
へ
の
因
果
関
係
が
自
明
化
し
、
扇
動
的
に
〈
い

じ
め
〉
が
語
ら
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
そ
の
問
題
化
は
少
な
か
ら
ぬ
副
作
用
を
も
生

ん
で
い
っ
た
。 

教
育
社
会
学
者
の
山
本
雄
二
は
、
社
会
問
題
化
以
降
に
〈
い
じ
め
自
殺
〉
を
し

た
生
徒
の
遺
書
を
複
数
（

14
）

、
分
析
し
、〈
い
じ
め
自
殺
〉
に
お
け
る
遺
書
に
共
通

し
て
〈
自
分
の
死
が
い
じ
め
を
な
く
す
た
め
の
一
種
の
殉
死
（
意
味
の
あ
る
死
！
）

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
語
り
口
に
は
加
害
生
徒
を
諭
す
よ
う
な

響
き
さ
え
感
じ
ら
れ
る
〉
点
か
ら
〈
こ
の
死
が
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

ど
の
遺
書
の
な
か
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
遺
書
で
そ
の

こ
と
を
語
る
そ
の
姿
は
ま
る
で
別
人
の
よ
う
に
強
い
、
あ
る
い
は
超
然
と
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
〉
（

15
）

と
の
疑
問
を
表
明
し
て

い
る
。
山
本
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
遺
書
と
い
う
場
で
〈
い
じ
め
被
害
者
〉

と
し
て
の
主
体
形
成
が
実
行
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。 

 

彼
ら
は
み
ず
か
ら
の
死
と
い
う
か
た
ち
で
個
別
的
な
自
己
の
存
在
を
「
い
じ

め
」
言
説
の
な
か
に
投
じ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
真
正
銘
の
「
い
じ
め
被

害
者
」
に
な
っ
た
の
だ
。「
い
じ
め
」
言
説
に
よ
る
呼
び
か
け
に
能
動
的
に
応

答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
い
じ
め
被
害
者
」
と
し
て
リ
ア
ル
な
存
在
す
な
わ

ち
主
体
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
言
説
内
主
体
と
し
て
自
己
と

社
会
と
を
同
時
に
語
る
資
格
を
得
た
。「
い
じ
め
」
言
説
内
に
主
体
と
し
て
肯

定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
被
害
者
は
、
正
義
は
自
分
の
側
に
あ
り
、
加
害
者

に
は
一
分
の
理
も
な
い
、
そ
の
よ
う
な
位
置
か
ら
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

し
か
も
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
私
的
な
苦
し
み
（
そ
れ
ゆ
え
他
者
に
と

っ
て
は
リ
ア
ル
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
他
者
に
は
理
解
で
き
な
い
苦
し
み
）

は
他
者
に
も
理
解
可
能
な
苦
し
み
と
し
て
普
遍
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

意
味
で
は
遺
書
は
「
い
じ
め
」
言
説
内
に
生
ま
れ
た
新
し
い
主
体
の
自
己
表

現
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
（

16
） 

  

つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
不
可
視
の
暴
力
を
問
題
化
す
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た

「
〈
い
じ
め
〉
は
人
を
死
に
追
い
や
る
ほ
ど
の
暴
力
で
あ
る
」
と
の
認
識
が
、「
〈
い

じ
め
〉
と
死
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
意
味
の
あ
る
死
』
を
遂
げ
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
危
険
な
欲
望
を
誘
発
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
山
本
自
身
、

こ
う
し
た
認
識
が
主
流
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
〈
も
っ
と
も
「
テ
ク
ス
ト
を
読

む
」
こ
と
か
ら
一
歩
離
れ
て
み
れ
ば
、「
死
を
も
っ
て
主
体
と
な
る
」
こ
と
自
体
が

そ
も
そ
も
き
わ
め
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
の
に
ち
が
い
な
い
〉
（

17
）

と
警
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
が
、〈
い
じ
め
〉
が
「
妥
当
な
自
殺
の
動
機
」
と
し
て
、
自
殺
が
「
魅

惑
的
な
告
発
の
手
段
」
と
し
て
人
々
を
惹
き
つ
け
て
し
ま
う
危
険
性
は
、
〈
い
じ

め
〉
を
問
題
化
す
る
に
あ
た
り
常
に
意
識
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
（

18
）

。 

「
風
葬
の
教
室
」
に
て
遺
書
を
残
そ
う
と
す
る
杏
の
行
為
に
も
、
同
時
代
に
浸

透
し
て
い
た
〈
い
じ
め
自
殺
〉
へ
の
認
識
と
同
様
の
危
う
さ
が
潜
ん
で
い
る
。
杏

－ 36 －
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は
、〈
い
じ
め
〉
が
原
因
で
死
を
遂
げ
る
こ
と
を
明
記
し
加
害
者
集
団
を
告
発
す
る

こ
と
に
よ
り
〈
い
じ
め
被
害
者
〉
と
し
て
「
意
味
の
あ
る
死
」
を
遂
げ
る
こ
と
、

言
う
な
れ
ば
「
死
ぬ
た
め
の
幻
想
」
に
寄
り
か
か
る
形
で
の
主
体
形
成
を
行
な
お

う
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
本
作
に
て
杏
が
最
終
的
に
採
っ
た
「
大
人
び
た
」「
孤
高
」
の
存

在
と
し
て
の
主
体
形
成
は
、
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
陥
穽
を
孕
み
つ
つ
も
、

や
は
り
重
大
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
本
作
は
、
杏
に

よ
る
次
の
独
白
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
。 

 

 

私
は
今
で
も
、
野
原
を
歩
く
の
が
好
き
で
す
。
私
は
地
面
を
踏
み
し
め
て
、

草
や
木
の
匂
い
を
嗅
ぐ
の
が
好
き
で
す
。
私
は
、
人
生
に
茫
漠
と
広
が
る
死

の
寝
床
の
存
在
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
、
と
て
も
心
地
良
い
の
で
す
。
私
の

心
は
、
相
変
わ
ら
ず
、
と
り
こ
に
な
る
。
け
れ
ど
、
草
や
木
は
私
を
殺
す
に

は
、
あ
ま
り
に
も
若
い
た
だ
の
生
き
も
の
な
の
で
す
。
（
一
七
九
頁
） 

 

こ
の
独
白
は
〈
私
は
、
こ
の
時
、
明
ら
か
に
草
や
木
に
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
す
〉

（
一
〇
二
頁
）
と
語
ら
れ
て
い
た
作
品
前
半
部
の
独
白
に
対
応
し
、
杏
自
身
の
変

化
を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、
同
時
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
〈
い
じ
め
〉
言
説

に
対
し
て
も
鋭
い
視
点
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。「
死
ぬ
た
め
の
幻
想
」
が
抗

し
が
た
い
魅
惑
と
と
も
に
跋
扈
す
る
社
会
状
況
の
中
で
「
生
き
る
た
め
の
幻
想
」

を
い
か
に
紡
い
で
い
け
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
実
践
例
と
し
て
の
側
面
が

本
作
に
は
確
か
に
あ
る
（

19
）

。
問
題
は
、
そ
の
実
践
の
た
め
に
、
前
節
ま
で
に
見

て
き
た
よ
う
な
強
い
主
体
性
が
本
作
で
は
必
要
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。「
死
ぬ
た
め
の
幻
想
」
を
打
破
す
る
た
め
に
選
ば
れ
た
の
が
、
現

実
的
な
援
助
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
「
生
き
る
た
め
の
幻
想
」
で
あ
っ
た
点
に
、

現
実
社
会
に
対
す
る
本
作
の
冷
徹
な
眼
差
し
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
山
田
詠
美
「
風
葬
の
教
室
」
を
〈
い
じ
め
〉
問
題
と
の
関
連
性
に
着
目

し
て
読
み
進
め
て
き
た
。
第
一
節
で
は
先
行
研
究
を
概
観
し
、
作
中
で
杏
が
体
得

す
る
「
風
葬
」
と
い
う
術
に
対
す
る
評
価
に
再
考
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
の
上
で
第
二
節
で
は
、
杏
が
「
大
人
び
た
」「
孤
高
の
」
存
在
と
し
て
の
主

体
形
成
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
語
り
に
つ
い
て
解
釈
を
示
す
と
と
も
に
、
本
作

へ
の
評
価
に
留
保
が
付
さ
れ
る
必
要
性
を
述
べ
た
。
最
後
に
第
三
節
で
、
同
時
代

の
〈
い
じ
め
自
殺
〉
に
関
す
る
言
説
状
況
を
鑑
み
る
に
、〈
い
じ
め
〉
自
殺
に
ま
つ

わ
る
も
の
と
は
別
の
主
体
形
成
の
あ
り
方
を
提
示
し
た
作
品
と
し
て
再
評
価
で

き
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 

本
稿
は
概
し
て
、
本
作
の
展
開
に
自
己
責
任
論
的
な
側
面
を
見
出
し
批
判
的
に

検
討
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
い
ま
生
き
て
い
る
社
会
自
体
、

〈
い
じ
め
〉
被
害
者
当
人
に
自
己
責
任
論
を
押
し
つ
け
る
よ
う
な
価
値
観
か
ら
い

か
に
距
離
を
取
り
得
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
身
の
弱
さ
を
認
め
他
者
に
援
助
を
求

め
る
姿
勢
は
、
今
日
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
肯
定
的
に
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、〈
い
じ
め
〉
体
験
の
中
で
「
そ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
強
固
な
作

品
内
論
理
と
と
も
に
本
作
が
提
示
し
た
「
強
い
主
体
」
と
し
て
の
〈
い
じ
め
〉
被

害
者
像
に
は
、
今
日
に
お
い
て
も
な
お
持
続
す
る
現
在
性
が
含
み
込
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。 
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注 
（
１
）
江
種
満
子
「
作
品
鑑
賞
」（
『
短
編
女
性
作
家 

現
代
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九

三
年
一
二
月
、
二
一
一
頁
）
。
同
系
列
の
作
品
と
し
て
は
他
に
『
放
課
後
の

音
符
』（
一
九
八
九
年
）
や
『
ぼ
く
は
勉
強
が
で
き
な
い
』（
一
九
九
三
年
）

等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。 

（
２
）『
文
藝
』
一
九
八
八
年
春
季
号
に
初
出
の
の
ち
、『
風
葬
の
教
室
』（
河
出
書

房
新
社
、
一
九
八
八
年
三
月
。
一
九
九
一
年
七
月
文
庫
化
）、
『
蝶
々
の
纏

足
・
風
葬
の
教
室
』
（
新
潮
文
庫
、
一
九
九
七
年
三
月
）
に
再
録
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
新
潮
文
庫
版
を
底
本
と
し
て
お
り
、
引
用
文
中
の
傍
線
、
中
略
、

注
は
す
べ
て
筆
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
底
本
よ
り
本
文
引
用
を
す
る

場
合
に
は
引
用
文
の
末
尾
に
括
弧
書
き
で
頁
数
を
示
し
た
。 

（
３
）「
い
じ
め
」
の
語
は
現
代
日
本
に
お
い
て
一
般
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と

言
っ
て
よ
い
も
の
の
、
本
論
に
て
述
べ
て
い
く
よ
う
な
構
築
性
を
前
景
化

さ
せ
る
意
図
に
よ
り
、
本
稿
で
は
〈
い
じ
め
〉
と
山
括
弧
を
付
す
表
記
と

し
た
。 

（
４
）
海
老
原
豊
「
空
気
の
戦
場―
―

あ
る
い
は
ハ
イ
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
表
象

＝
空
間
と
し
て
の
教
室
」（
限
界
小
説
研
究
会
編
『
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
戦
争 

「
セ
カ
イ
系
」
か
ら
「
世
界
内
線
」
へ
』
南
雲
堂
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
、

三
三
二
頁
）。 

（
５
）
田
中
実
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
誕
生―

―

『
風
葬
の
教
室
』
」（『
国
文
学 

解

釈
と
鑑
賞
』
五
六
巻
八
号
、
一
九
九
一
年
八
月
、
一
七
四
頁
）
。 

（
６
）
注
（
５
）
に
同
じ
、
一
七
六
頁
。 

（
７
）
伊
藤
氏
貴
「
善
き
「
い
じ
め
文
学
」
の
た
め
の
一
章 

い
じ
め
空
間
と
い

う
地
獄
」
（
『
現
代
思
想
一
二
月
臨
時
増
刊
号 

緊
急
復
刊im

a
g
o
 

い
じ
め 

学
校
・
社
会
・
日
本
』
青
土
社
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
一
六
七―

一
六

八
頁
）。 

（
８
）
他
の
多
く
の
先
行
研
究
も
ま
た
、
こ
の
「
風
葬
」
に
よ
る
認
識
の
転
換
を

肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
増
田
正
子
は
本
作
に
つ
い
て
〈
少
年
・
少
女

物
語
の
多
く
が
、
一
種
の
成
長
譚
を
な
す
こ
と
か
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
も

「
子
ど
も
」
が
何
ら
か
の
通
過
儀
礼
を
克
服
し
成
長
す
る
物
語
で
あ
る
と

仮
説
で
き
る
〉（
「『
風
葬
の
教
室
』（
山
田
詠
美
）
を
読
む―

―

少
女
「
杏
」

の
死
と
再
生
の
物
語
」『
日
本
文
学
』
四
四
巻
六
号
、
一
九
九
三
年
、
六
六

頁
）
と
述
べ
、
杏
の
変
化
を
「
成
長
」
と
プ
ラ
ス
に
意
味
づ
け
て
い
る
。

深
谷
純
一
も
〈
と
い
う
の
は
（
注
：
杏
の
姿
が
魅
力
的
で
あ
る
の
は
）、
そ

ん
な
杏
の
生
き
方
の
中
に
、
同
質
化
を
強
い
る
今
日
の
学
校
体
制
（
受
験

及
び
校
則
）
か
ら
抜
け
出
し
、
新
し
い
世
界
を
切
り
開
い
て
い
く
可
能
性

を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
協
調
」
と
か
「
連
帯
」
と

い
う
、
人
を
同
質
化
さ
せ
る
方
法
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、
自
立
し
た
「
個
」

同
士
の
関
係
に
立
っ
た
も
の
だ
か
ら
だ
〉（
「
「
風
葬
の
教
室
」（
山
田
詠
美
）

を
授
業
で
読
む
」『
日
本
文
学
』
四
二
巻
四
号
、
一
九
九
三
年
、
七
〇
頁
）

と
、
杏
の
変
化
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。 

（
９
）〈
い
じ
め
〉
の
解
決
・
対
応
を
個
人
に
委
ね
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

社
会
学
者
の
内
藤
朝
雄
が
〈
ひ
ど
い
理
不
尽
に
対
し
て
さ
れ
る
が
ま
ま
で

い
る
し
か
な
い
、
無
力
で
み
じ
め
な
者
は
、
こ
の
耐
え
が
た
い
、
生
き
が

た
い
体
験
の
意
味
を
、
そ
れ
で
も
「
生
き
う
る
」
、
さ
ら
に
は
「
生
き
る
に

値
す
る
」
も
の
へ
と
変
造
し
が
ち
で
あ
る
。（
中
略
）
生
き
が
た
い
小
社
会

の
「
自
分
た
ち
な
り
」
の
秩
序
の
な
か
で
、
理
不
尽
に
い
じ
め
ら
れ
、
そ
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の
理
不
尽
を
さ
れ
る
が
ま
ま
に
耐
え
る
し
か
な
か
っ
た
み
じ
め
な
者
た

ち
は
、
し
ば
し
ば
、
こ
の
よ
う
な
苦
労
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
は
「
タ

フ
」
に
な
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
体
験
を
加
工
す
る
。
（
中
略
）
つ
ま
り
、

本
来
は
自
分
の
ダ
メ
ー
ジ
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
の
戦
略
（
計
算
の

ひ
と
つ
の
「
解
」）
に
す
ぎ
な
い
「
耐
え
る
」
と
い
う
か
た
ち
を
全
能
筋
書

に
用
い
て
（
流
用
し
て
）
、「
タ
フ
」
と
い
う
全
能
の
「
強
さ
」
を
こ
の
身

に
具
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
し
か
な
い
み

じ
め
さ
が
、
さ
れ
る
が
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
「
強
さ
」
に
す
り
か
え
ら
れ

る
〉
（『
い
じ
め
の
構
造 

な
ぜ
人
が
怪
物
に
な
る
の
か
』
講
談
社
現
代
新

書
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
一
五―
一
一
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。〈
い
じ

め
〉
被
害
者
は
、〈
い
じ
め
〉
に
耐
え
る
た
め
「
い
じ
め
に
耐
え
る
こ
と
で

自
分
は
強
く
な
っ
た
の
だ
」
と
考、
え
ざ
る
を

、
、
、
、
得、
な
い
、
、
。
し
か
し
時
に
、
そ

の
防
衛
の
過
程
で
〈
い
じ
め
〉
自
体
ま
で
も
が
「
自
分
を
強
く
す
る
た
め

に
有
意
義
な
、
必
要
な
経
験
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
認
識
に
す
り
替
わ
っ

て
し
ま
う
。
結
果
と
し
て
誠
に
皮
肉
な
こ
と
に
、
誰
よ
り
も
辛
い
痛
み
を

覚
え
た
は
ず
の
〈
い
じ
め
〉
被
害
者
自
身
に
よ
っ
て
「
〈
い
じ
め
〉
は
必
要

悪
で
あ
る
」
式
の
言
説
が
再
生
産
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
の
で
あ

る
。 

（
10
）
本
文
中
に
〈
恵
美
子
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
沈
み
が
ち
で
す
〉（
一
七
八
頁
）

と
あ
る
た
め
、
本
作
の
語
り
の
現
在
は
「
風
葬
」
の
術
を
体
得
し
、
教
室

の
空
気
に
反
逆
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
直
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、「
風
葬
」
に
よ
る
成
功
体
験
の
直
後
に
語
り
起
こ
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
過
去
の
経
験
が
い
ま
現
在
の
自
分
に
と
っ
て
（
あ
る

い
は
実
際
以
上
に
）
有
意
義
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
し

て
い
る
可
能
性
も
推
定
で
き
よ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
杏
の
語
り
に
お

い
て
自
身
の
強
い
主
体
性
が
肯
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
の
必
然
性
が
担

保
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。 

（
11
）
杏
に
と
っ
て
姉
の
思
想
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
、
〈
い
じ
め
〉
を
受
け
る
と

き
〈
女
く
せ
え
ん
だ
よ
〉
と
い
う
言
葉
を
向
け
ら
れ
た
り
（
一
二
二
頁
）
、

自
身
の
濡
ら
さ
れ
た
ス
リ
ッ
プ
を
頭
か
ら
被
せ
ら
れ
た
り
す
る
（
一
五
六

頁
）
こ
と
に
よ
り
自
ら
に
加
害
す
る
手
段
と
し
て
奪
わ
れ
、
貶
め
ら
れ
て

い
た
も
の
を
再
び
自
分
自
身
の
資
質
と
し
て
取
り
返
し
て
い
く
こ
と
を

も
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
有
田
和
臣
は
「
〈
女
性
の
身
体
〉
を

奪
還
す
る
少
女―

―

山
田
詠
美
「
風
葬
の
教
室
」
と
一
九
八
〇
年
代
の
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
動
向―

―

」
（
『
京
都
語
文
』
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
に
て
、

杏
の
身
に
つ
け
て
い
た
服
装
・
ア
イ
テ
ム
に
同
時
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的

な
表
象
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
上
で
、
本
作
を
〈
女
性
と
し
て
の
身
体

性
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
恵
美
子
た
ち
反
動
勢
力
に
よ
る
攻
撃
を
経
て
、

女
性
の
身
体
を
正
の
イ
メ
ー
ジ
で
受
け
入
れ
る
自
ら
の
価
値
観
の
正
統

性
を
自
覚
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
き
る
自
信
と
意
欲
（
欲
望
）
を
得
る
〉

（
二
一
四
頁
）
杏
の
姿
を
通
し
て
〈
従
来
男
の
視
線
を
介
し
て
よ
う
や
く

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
女
性
の
身
体
を
、〈
美
し
き
も
の
〉
と
し
て
、
女
性
自

身
の
手
に
奪
回
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
〉（
二
一
六
頁
）
、〈
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
小
説
の
正
統
に
属
す
る
作
品
〉（
二
一
四
頁
）
と
し
て
評
価
し
て
い

る
。
同
論
は
、〈「
い
じ
め
」
の
物
語
の
外
部
に
あ
る
、
よ
り
大
き
な
主
題
〉

（
二
〇
七
頁
）
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
た
も
の

と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
本
稿
に
て
問
題
化
し
た
通
り
、
有
田
が
論
じ
る

よ
う
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
枠
組
み
で
は
肯
定
的
に
見
ら
れ
る
強
い
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主
体
性
の
表
出
が
〈
い
じ
め
〉
を
語
る
言
葉
と
し
て
も
有
効
で
あ
り
得
る

か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
注
（
16
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
12
）
本
文
に
は
〈
と
こ
ろ
が
、
今
日
は
ど
う
も
様
子
が
違
い
ま
す
。
皆
、
し
た

り
顔
で
眉
を
ひ
そ
め
な
が
ら
、
こ
そ
こ
そ
と
私
を
見
て
話
し
て
い
る
の
で

す
。
な
ん
だ
か
、
道
で
井
戸
端
会
議
を
し
て
い
る
お
ば
さ
ん
み
た
い
だ
な

あ
、
と
私
は
思
い
ま
し
た
。
女
は
本
当
に
年
齢
に
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。

小
学
五
年
生
の
女
の
子
た
ち
が
中
年
の
女
の
人
に
も
な
れ
る
の
で
す
〉

（
一
二
四
頁
）
と
あ
る
。 

（
13
）
本
文
に
は
〈
粉
だ
ら
け
の
私
に
は
、
も
う
泣
く
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
は

く
ぼ
く
が
入
ら
な
い
よ
う
に
目
を
見
開
い
た
ま
ま
、
呆
然
と
立
ち
尽
く
し

て
い
る
私
は
老
婆
で
す
。
多
分
、
髪
は
真
っ
白
で
し
ょ
う
〉（
一
三
八
頁
）、

〈
私
は
、
た
だ
、
立
っ
て
い
ま
す
。
あ
っ
と
い
う
間
に
老
婆
に
変
身
し
た

私
は
、
ま
ば
た
き
も
出
来
ず
に
立
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）
可
愛
い
リ
ボ
ン

も
、
お
洒
落
な
ブ
ラ
ウ
ス
も
、
清
潔
な
ソ
ッ
ク
ス
も
、
何
も
か
も
が
、
覆

い
隠
さ
れ
た
私
は
、
や
っ
と
、
皆
の
望
む
も
の
に
な
れ
た
の
で
し
た
〉（
一

三
九
頁
）
と
あ
る
。 

（
14
）
山
本
雄
二
「
テ
ク
ス
ト
と
主
体
形
成
」（
森
重
雄
・
田
中
智
志
編
『
〈
近
代

教
育
〉
の
社
会
理
論
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
四
月
、
一
四
二―

一
四

三
頁
）。 

（
15
）
注
（
14
）
に
同
じ
、
一
四
四
頁
。 

（
16
）
近
年
、
ケ
ア
論
の
文
脈
に
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
が
女
性
の
主
体
的
な

自
立
を
推
奨
し
て
き
た
歴
史
が
、
他
者
へ
の
依
存
と
社
会
か
ら
の
援
助
を

必
須
と
す
る
弱
者
へ
の
ケ
ア
の
必
要
性
を
軽
ん
じ
る
言
説
と
共
犯
し
て

し
ま
う
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
小
川
公
代
は
、
こ
の
点
に

つ
い
て
〈
欧
米
で
も
日
本
で
も
、
個
が
「
自
律
／
自
立
す
る
」
こ
と
を
重

ん
じ
る
価
値
観
が
多
数
派
で
あ
る
一
方
、「
依
存
す
る
」
あ
る
い
は
「
関
係

性
を
む
す
ぶ
」
と
い
う
ケ
ア
の
価
値
観
は
ま
だ
ま
だ
少
数
派
の
も
の
で
あ

る
。
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
新
自
由
主
義
的
な
文
化
が
支
配
的
な
文
脈

で
は
、〈
ケ
ア
〉
の
価
値
が
貶
め
ら
れ
て
き
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
運
動
に
よ
っ
て
、
女
性
の
経
済
的
自
立
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
も
、
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
〉（
『
ケ
ア
の
倫
理
と
エ
ン
パ

ワ
メ
ン
ト
』「
序
章 

文
学
に
お
け
る
〈
ケ
ア
〉」
講
談
社
、
二
〇
二
一
年
八

月
、
一
〇
頁
）
と
の
問
題
意
識
を
示
し
て
い
る
。 

（
17
）
山
本
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
の
は
〈
ひ
と
つ
は
福
岡
県
の
中
学
二
年
男

子
の
も
の
（
一
九
九
五
年
四
月
）
、
二
番
目
は
長
崎
県
の
中
学
二
年
女
子
の

メ
モ
（
一
九
九
五
年
四
月
）、
三
番
目
は
東
京
都
の
中
学
二
年
生
男
子
に
よ

る
遺
書
（
一
九
九
六
年
二
月
）〉（
注
（
14
）
に
同
じ
、
一
三
八
頁
）
で
あ

る
。 

（
18
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
北
澤
毅
『
「
い
じ
め
自
殺
」
の
社
会
学 

「
い
じ

め
問
題
」
を
脱
構
築
す
る
』（
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
や
北
澤

毅
、
間
山
広
朗
・
編
『
囚
わ
れ
の
い
じ
め
問
題 

未
完
の
大
津
市
中
学
生

自
殺
事
件
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
九
月
）
が
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
本
稿
に
て
参
照
し
た
の
は
〈
い
じ
め
〉
か
ら
自
殺
へ
の
因
果
関
係

が
自
明
化
す
る
こ
と
に
よ
る
〈
い
じ
め
〉
被
害
者
当
人
の
意
識
へ
の
影
響

で
あ
る
が
、
そ
の
因
果
関
係
が
社
会
言
説
の
側
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

は
伊
藤
茂
樹
『
「
子
ど
も
の
自
殺
」
の
社
会
学 

「
い
じ
め
自
殺
」
は
ど
う

語
ら
れ
て
き
た
の
か
』（
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
九
月
）
に
詳
し
い
。
伊
藤
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は
同
書
に
て
、
社
会
問
題
化
に
よ
り
社
会
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
〈
い
じ

め
被
害
者
〉
像
が
固
定
化
し
、
現
実
の
事
情
か
ら
乖
離
し
た
観
念
的
な
言

説
の
み
が
行
き
交
う
場
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
口
頭
発
表
「
〈
い
じ
め
〉
と
の
距
離―

―

村
上
春

樹
「
沈
黙
」
論―

―

」（
日
本
文
学
協
会
第
四
〇
回
研
究
発
表
大
会
、
二
〇

二
一
年
七
月
四
日
、z

oo
m

オ
ン
ラ
イ
ン
発
表
）
に
て
問
題
化
し
た
。 

（
19
）
こ
の
背
景
に
、
同
時
代
に
複
数
の
現
代
作
家
に
よ
っ
て
、
あ
る
被
害
を
「
大

し
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
加
害
自
体
を
脱
色
す
る
よ

う
な
言
説
的
戦
略
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
た

と
え
ば
松
浦
理
英
子
は
、
レ
イ
プ
に
つ
い
て
〈
私
は
戦
略
と
し
て
あ
え
て
、

〈
レ
イ
プ
は
女
性
に
対
す
る
最
大
、
、
の、
侮
辱
で
は
な
い
〉
〈
レ
イ
プ
な
ん
か

な
ん
で
も
な
い
〉〈
レ
イ
プ
く
ら
い
で
女
は
く
た
ば
ら
な
い
〉
と
言
っ
て
い

き
た
い
の
で
あ
る
〉（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
九
二
年
四
月
一
七
日
号
、

四
〇
頁
、
傍
点
原
文
）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
柳
美
里
も
〈
い
じ
め
自

殺
〉
に
つ
い
て
〈
そ
の
よ
う
な
論
調
で
マ
ス
コ
ミ
が
報
じ
る
の
は
、
い
じ

め
を
な
く
し
た
い
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
の
で
し
ょ
う
が
、
報
道
が
ア

ナ
ウ
ン
ス
効
果
と
な
っ
て
自
殺
を
反
復
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ま
た
、

報
道
す
る
側
の
内
部
に
自
殺
者
に
対
す
る
強
い
慶
弔
の
念
が
あ
り
、
そ
れ

が
子
ど
も
の
こ
こ
ろ
に
甘
く
響
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
〉
（
『
自
殺
』

文
春
文
庫
、
一
九
九
九
年
一
二
月
、
一
六
三―

一
六
四
頁
。
初
出
：『
柳
美

里
の
「
自
殺
」
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
五
年
六
月
）
と
の
見
解
を
示
し
て
い

る
。〈
い
じ
め
〉
被
害
者
が
最
終
的
に
〈
け
れ
ど
、
草
や
木
は
私
を
殺
す
に

は
、
あ
ま
り
に
も
若
い
た
だ
の
生
き
も
の
な
の
で
す
〉
と
の
自
意
識
に
至

る
様
を
「
少
女
」
と
い
う
表
象
に
託
し
て
表
現
し
た
本
作
を
、
こ
う
し
た

問
題
提
起
と
も
響
き
合
う
よ
う
な
小
説
表
現
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
直

す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
論
じ
た

い
。 

  

（
は
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大
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間
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課
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学
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Ijime (Bullying) and Subject Formation: An Essay on Amy Yamada’s 
“Fūsō No Kyōshitsu” (Classroom for the Abandoned Dead)

Kohei HATA

Key Words: ijime (bullying), gender, suicide

Amy Yamada has published many works that describe the world from a young boy/girl’s point 

of view. Among these, “Fūsō No Kyōshitsu” (Classroom for the Abandoned Dead, 1988) highlights 

the problem of ijime (bullying), which became a social issue in Japan in the mid-1980s. Considering 

the publishing date, we can say that “Fūsō No Kyōshitsu” was among the earliest novels to address 

the issue of ijime, and certainly one of the most significant. 

Many previous studies have discussed the importance of this novel. However, from the 

perspective of contemporary research on bullying, “Fūsō No Kyōshitsu” has certain aspects worth 

further consideration, particularly whether the plot development, which seems to resolve the problem 

of ijime by transforming the victim’s subjectivity, is akin to self-responsibility theories that put 

responsibility on the individual victim to deal with bullying.

In this paper, I discuss this problem by focusing on the image of the narrator An’s image as a 

“strong subject,” described as “mature” and “lonely.” Furthermore, I re-evaluate the significance of 

this novel by comparing it with the discourses on the subject formation regarding “ijime suicide” from 

the same period.
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