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来
事
が
浮
か
び
あ
が
る
。

主
な
先
行
論
と
し
て
は
、
女
性
の
戦
争
被
害
に
注
目
し
つ
つ
「
記
録
に
参
加

す
る
人
た
ち
が
織
り
な
す
伝
承
者
た
ち
の
物
語
」
と
位
置
づ
け
た
長
谷
川
啓②
、

「
社
会
共
同
体
か
ら
歓
迎
さ
れ
な
い
」
犠
牲
者
の
表
象
を
通
し
て
「
連
帯
の
共

同
体
」
と
「
歓
待
の
精
神
」
を
指
摘
し
た
曺
榮
晙③
、
引
揚
げ
の
記
憶
を
次
の
世

代
が
掘
り
起
こ
す
「
あ
ら
た
な
「
引
揚
げ
文
学
」」
と
み
な
し
た
木
村
朗
子④

の

論
が
存
在
す
る
。

な
か
で
も
木
村
は
、『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
を
「
小
学
校
時
代
の
同
級
生
と
そ

の
子
ど
も
た
ち
が
主
に
メ
ー
ル
で
交
わ
す
報
告
で
構
成
」
さ
れ
、「
主
人
公
が

設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
一
つ
の
語
り
に
収
斂

し
な
い
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
声
が
横
溢
す
る
作
品
」
と
評
価
す
る⑤
。

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
は
本
来
、
多
声
音
楽
や
そ
の
作
曲
様
式
を
意
味
す
る
音
楽

用
語
で
あ
る
。
バ
フ
チ
ン
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
を
研
究
対
象
に
、

一
、
問
題
の
所
在

本
稿
の
目
的
は
、
戦
後
生
ま
れ
の
女
性
作
家
で
あ
る
津
島
佑
子
の
『
葦
舟
、

飛
ん
だ
』（
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
一①
）
を
取
り
上
げ
、
戦
争
体
験
の
継
承
・

伝
承
の
試
み
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

『
葦
舟
、飛
ん
だ
』は
、ス
ズ
メ
バ
チ
に
刺
さ
れ
て
死
ん
だ
道
子
の
葬
儀
を
き
っ

か
け
に
、
幼
馴
染
だ
っ
た
雪
彦
、
達
夫
、
笑
子
、
昭
子
、
理
恵
の
五
人
が
五
〇

年
ぶ
り
に
再
会
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
彼
ら
の
再
会
は
子
供
時
代
の
記
憶

を
呼
び
覚
ま
す
だ
け
で
な
く
、
転
校
生
で
あ
っ
た
ヒ
ロ
シ
く
ん
に
ま
つ
わ
る
謎

や
「
ヒ
ミ
ツ
」
の
存
在
を
喚
起
す
る
。
五
人
の
幼
馴
染
た
ち
、
そ
し
て
彼
ら
の

子
供
た
ち
は
、
過
去
に
ま
つ
わ
る
謎
や
「
ヒ
ミ
ツ
」
に
対
す
る
調
査
を
開
始
す

る
の
だ
が
、
調
査
と
メ
ー
ル
に
よ
る
「
報
告
ご
っ
こ
」
が
進
む
に
つ
れ
て
、
第

二
次
世
界
大
戦
中
の
疎
開
や
引
揚
げ
、
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
に
関
す
る
隠
さ
れ
た
出

王
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空
間
の
分
析
を
通
し
て
、
戦
争
の
記
憶
を
継
承
す
る
行
為
の
複
雑
な
様
相
を
明

ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
体
験
を
有
さ
な
い
世
代
に
と
っ
て
の
記
憶
の
継

承
の
意
義
、
さ
ら
に
は
記
憶
の
継
承
の
可
能
性
（
あ
る
い
は
不
可
能
性
）
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

二
、
幻
想
的
な
世
界
の
死
者
た
ち

津
島
作
品
に
関
し
て
は
、
早
く
に
久
保
田
芳
太
郎
が
「
レ
ク
イ
エ
ム
―

犬
と
大
人
の
た
め
に
」（『
三
田
文
学
』
一
九
六
九
・
二
）
や
「
黙
市
」（『
海
』

一
九
八
二
・
八
）
に
つ
い
て
「
幻
想
的
で
象
徴
主
義
的
な
こ
と
ば
使
い
と
表
現

が
目
立
」
ち
、「
幻
想
風
の
主
観
的
な
文
体
と
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
客
観
的
な
文

体
が
み
ご
と
に
融
合
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が⑦
、
ほ
か
の
多
く
の
作
品

に
対
し
て
も
写
実
性
と
幻
想
性
を
融
合
さ
せ
た
文
体
的
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
き

た
。『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
に
も
、
こ
う
し
た
特
徴
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
が
、
な
ぜ
か
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
戦
争
の
記
録
と
い
う
写
実
的
要
素

は
言
及
さ
れ
て
も
、
幻
想
的
表
現
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
に
お
け
る
幻
想
的
な
表
現
は
、
死
者
を
想
像
す
る
主
体

た
ち
の
登
場
人
物
の
意
識
を
映
し
出
す
も
の
と
し
て
ま
ず
現
れ
る
。
村
上
陽
子

は
原
爆
文
学
と
沖
縄
文
学
の
中
に
登
場
す
る
「
見
え
な
い
も
の
」を
論
じ
つ
つ
、

「
死
者
の
／
死
者
に
つ
い
て
の
言
説
を
構
築
す
る
権
力
は
、
生
者
の
手
に
握
ら

れ
て
」、「
結
局
は
、
作
者
の
文
学
的
想
像
力
に
よ
っ
て
都
合
よ
く
生
成
」
さ
れ

る
と
指
摘
す
る
の
だ
が⑧
、『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
に
関
し
て
も
同
様
に
考
え
る
こ

こ
れ
を
文
学
領
域
で
援
用
し
た
。
文
学
作
品
の
分
析
に
お
い
て
は
、
複
数
の

独
立
し
た
思
想
を
持
つ
登
場
人
物
た
ち
が
織
り
な
す
群
像
型
の
物
語
構
成
を
指

し
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
作
品
に
は
複
数
の
意
識
や
声
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

が
独
自
性
を
保
っ
て
い
る
と
さ
れ
る⑥
。

『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
の
登
場
人
物
た
ち
が
繰
り
広
げ
る
メ
ー
ル
に
よ
る
「
報

告
ご
っ
こ
」
は
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
を
通
し
て
戦
争
の
出
来
事
を
語

る
こ
と
を
可
能
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
と
独
自
性
を
担
保
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
対
話
空
間
に
お
い
て
、
複
数
の

意
識
や
声
は
単
に
併
存
・
共
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
複
数
の
意
識
と
声

と
の
対
話
は
、
登
場
人
物
の
戦
争
に
対
す
る
態
度
や
認
識
に
変
化
を
も
た
ら
す

こ
と
に
な
る
。
登
場
人
物
の
意
識
や
声
は
不
変
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
津
島
は
、

ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
対
話
空
間
を
創
出
す
る
こ
と
で
、
戦
争
の
記
憶
と
向
き
合

い
、
み
ず
か
ら
が
体
験
し
て
い
な
い
出
来
事
の
継
承
者
と
な
る
物
語
を
書
こ
う

と
試
み
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
木
村
論
を
は
じ
め
と
し
た
先
行
論
で
は
、
非
体
験
者
が
出

来
事
の
継
承
者
と
な
る
プ
ロ
セ
ス
や
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
戦
争
の

記
憶
を
継
承
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
い
を
読
者
に
突
き

つ
け
る
作
品
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
対
話
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験
を
持
た
な
い
人
あ
る
い
は
想
像
で
き
な
い
人
に
と
っ
て
、
戦
争
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
痛
み
は
、
ス
ズ
メ
バ
チ
に
刺
さ
れ
た
痛
み
ほ
ど
に
し
か
認
識
さ
れ

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
表
象
は
読
者
に
戦
争
の
傷
を
感
知
さ
せ
る

だ
ろ
う
。
津
島
の
作
品
に
お
い
て
、
動
物
は
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
よ
く
使

わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば「
レ
ク
イ
エ
ム
―
犬
と
大
人
の
た
め
に
」に
お
け
る「
犬
」

の
生
と
死
は
母
の
生
と
死
と
重
ね
ら
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
震
災

の
津
波
と
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
の
恐
怖
を
描
い
た
『
ヤ
マ
ネ
コ
・
ド
ー
ム
』

（
新
潮
社
、
二
〇
一
三
）
で
は
、
不
可
視
の
暴
力
と
恐
怖
を
可
視
化
さ
せ
る
も

の
と
し
て
鳥
や
虫
た
ち
が
登
場
す
る
。

『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
に
登
場
す
る
動
物
は
、
戦
争
に
よ
る
被
害
を
可
視
化
す

る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
死
者
の
化
身
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
動
物
は
生
と
死

の
境
界
を
越
え
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
物
た
ち
が
象
徴
す

る
の
は
、
道
子
と
は
違
っ
て
名
前
も
知
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
（
生
者
に
よ
っ

て
言
葉
を
与
え
ら
れ
た
道
子
と
は
違
っ
て
）
言
葉
を
発
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

死
者
で
あ
る
。
特
に
こ
の
よ
う
な
死
者
や
戦
争
に
よ
る
被
害
を
表
す
た
め
の
動

物
表
象
が
登
場
す
る
の
は
、
第
七
章
「
夜
鳴
く
鳥
は
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
紹

介
さ
れ
る
雪
彦
が
執
筆
し
た
「
報
告
そ
の
四

―
ど
ん
詰
ま
り
篇
」
は
、
大
連

に
い
る
雪
彦
の
娘
・
青
葉
か
ら
聞
い
た
話
が
元
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
報
告
は

引
揚
げ
の
体
験
を
写
実
的
・
記
録
的
に
再
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
報
告
の
最
後

で
は
雪
彦
に
よ
る
引
揚
げ
に
つ
い
て
の
幻
想
的
な
表
現
が
記
さ
れ
、
そ
の
中
に

と
は
可
能
だ
ろ
う
。

本
作
に
お
い
て
最
も
顕
著
な
想
像
の
対
象
は
亡
く
な
っ
た
道
子
で
あ
る
。
道

子
は
死
後
、
周
囲
の
人
た
ち
の
想
像
の
中
に
し
か
登
場
し
な
い
。
生
前
の
道

子
は
自
身
が
引
揚
げ
世
代
の
子
供
で
あ
る
と
い
う
「
ヒ
ミ
ツ
」
を
抱
え
て
お

り
、
戦
時
下
の
レ
イ
プ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
混
血
児
の
存
在
に
関
心
を
寄
せ
て

い
た
。
道
子
の
死
が
象
徴
す
る
の
は
、
戦
争
体
験
者
あ
る
い
は
戦
争
体
験
へ
の

関
心
を
持
つ
も
の
の
減
少
と
と
も
に
、
語
ら
れ
な
か
っ
た
記
憶
が
封
印
さ
れ
て

し
ま
う
と
い
う
事
態
で
あ
ろ
う
。
道
子
の
死
は
、
幼
馴
染
の
五
人
に
再
び
過
去

の
記
憶
へ
の
関
心
を
喚
起
す
る
が
、
戦
争
に
関
す
る
語
り
は
「
ヒ
ミ
ツ
」
の
ま

ま
で
あ
る
。
幼
馴
染
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
認
識
の
投
影
と
し
て
、
死
者

で
あ
る
道
子
の
思
い
を
想
像
し
、
彼
女
に
言
葉
を
語
ら
せ
て
い
る
と
言
っ
て
も

よ
い
。

道
子
の
死
因
で
あ
る
「
ス
ズ
メ
バ
チ
」
に
関
し
て
は
、
長
谷
川
は
「
ス
ズ
メ

バ
チ
に
は
急
死
の
伝
播
力
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り⑨
、
そ
れ
は
戦
争
体
験

の
急
激
な
風
化
を
意
味
す
る
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、さ
ら
に
重
要
な
の
は
、

ス
ズ
メ
バ
チ
が
象
徴
す
る
戦
争
の
傷
で
あ
ろ
う
。
ス
ズ
メ
バ
チ
の
羽
音
は
作
中

に
お
い
て
繰
り
返
し
「
爆
撃
機
が
飛
ん
で
く
る
音
」
と
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
は
武
器
の
音
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
。
ス
ズ
メ
バ
チ
が
戦
争
に
よ
る
傷
を
象

徴
し
て
い
る
と
考
え
る
と
、
現
在
に
お
い
て
「
ス
ズ
メ
バ
チ
」
に
刺
さ
れ
て
道

子
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
は
、
今
な
お
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
傷
で
苦
し
み
、
亡
く
な
る
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
戦
争
体
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い
る
自
分
と
関
わ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
関
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
死

者
が
、
時
間
と
空
間
を
越
え
て
、
思
い
も
か
け
な
い
人
や
出
来
事
と
つ
な

が
る
可
能
性
、
瞬
間
が
到
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
死
者

と
の
親
密
な
関
係
と
も
言
え
な
い
関
係
を
切
り
結
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
い
う

生
き
方
で
あ
る⑪
。

高
木
に
よ
る
と
、「
亡
霊
」
と
は
生
者
と
具
体
的
な
関
わ
り
が
あ
る
か
ど
う

か
に
よ
ら
ず
、時
空
間
を
超
え
て
つ
な
が
る
こ
と
が
可
能
な
存
在
で
あ
る
。『
葦

舟
、
飛
ん
だ
』
に
登
場
す
る
「
幽
霊
」
は
、
死
者
の
象
徴
で
あ
り
な
が
ら
、
恐

怖
を
与
え
る
存
在
で
も
あ
り
、
生
者
と
の
間
に
心
理
的
な
距
離
も
あ
る
。
高
木

が
言
及
し
た
「
死
者
が
、
時
間
と
空
間
を
越
え
て
、
思
い
も
か
け
な
い
人
や
出

来
事
と
つ
な
が
る
」
点
に
関
し
て
、
本
作
の
「
幽
霊
」
は
あ
る
程
度
そ
の
要
素

を
持
つ
。
し
か
し
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
で
は
生
者
が
幽
霊
に
直
接
に
触
れ
合
う

の
で
は
な
く
、
幽
霊
は
生
者
に
答
え
の
な
い
問
題
や
忘
れ
ら
れ
た
戦
争
の
出
来

事
が
存
在
す
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
品
に
お
け
る
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
名
前
を
も
つ
個
人

と
し
て
認
識
で
き
る
道
子
、
名
も
な
き
無
数
の
死
者
の
表
象
と
し
て
の
動
物
た

ち
、
捉
え
よ
う
と
し
て
も
認
識
で
き
な
い
正
体
不
明
の
幽
霊
た
ち
と
い
う
三
つ

の
レ
ベ
ル
で
重
層
的
に
描
き
出
さ
れ
る
。
以
下
の
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の

レ
ベ
ル
の
死
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
論
述
し
て
い
く
。

は
「
サ
メ
」
や
「
フ
カ
」
な
ど
の
海
洋
生
物
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

津
島
は
、
こ
の
よ
う
に
鳥
、
ス
ズ
メ
バ
チ
、
犬
、
魚
な
ど
様
々
な
動
物
表
象

を
通
し
て
戦
争
に
関
わ
る
語
り
の
聞
き
取
れ
な
さ
を
示
唆
し
、
生
き
て
い
る
人

間
が
領
有
で
き
な
い
他
者
性
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
道
子
の
よ
う
な
、

生
者
か
ら
言
葉
を
与
え
ら
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
生
者
か
ら
も
言
葉
を
与
え
ら

れ
な
い
（
想
像
も
で
き
な
い
）
名
も
な
き
無
数
の
死
者
た
ち
の
存
在
を
、
動
物

の
声
と
し
て
作
中
で
響
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
無
名
の
死
者
た
ち
の
ほ
か
、
作
品
は
子
供
時
代
の
記
憶

か
ら
戦
争
が
残
し
た
痕
跡
を
描
く
。
木
村
は
「『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
一
人
の

女
性
の
証
言
を
と
お
し
て
戦
時
レ
イ
プ
と
出
産
を
め
ぐ
る
隠
さ
れ
た
記
憶
を
歴

史
化
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
い
く
つ
も
の
語
ら
れ
な
か
っ
た
記
憶

が
ひ
し
め
い
て
い
る
の
だ
」
と
述
べ
る
の
だ
が⑩
、『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
で
は
こ

の
よ
う
な
声
と
し
て
す
ら
残
ら
な
い
存
在
、
あ
る
い
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
記
憶

に
つ
い
て
「
幽
霊
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
使
っ
て
、
い
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な

い
存
在
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

高
木
信
は
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
戦
争
の
死
者
に
つ
い
て
考
察
し
な
が

ら
、「
亡
霊
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

〈
亡
霊
〉
化
と
は
、
死
者
と
生
者
が
親
密
圏
を
構
築
す
る
と
い
う
や
り

方
に
お
い
て
触
れ
合
え
な
い
も
の
の
、
触
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
可
能
性
と
い
う
不
可
能
性
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
今
を
生
き
て
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達
夫
は
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
ど
れ
ほ
ど
不
便
だ
ろ
う
と
、

道
子
は
生
き
つ
づ
け
た
か
っ
た
の
だ
し
、
達
夫
だ
っ
て
、
道
子
に
死
ん
で

ほ
し
く
は
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
。

（
一
五
五
頁
）

「
生
き
て
い
る
人
間
は
不
便
な
も
の
だ
」
と
い
う
達
夫
の
言
葉
が
暗
に
示
す

の
は
、
死
者
と
な
っ
た
道
子
が
主
体
性
を
失
い
、
達
夫
に
操
ら
れ
て
い
る
存
在

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
達
夫
が
想
像
す
る
道
子
は
、
彼
女
が
関
心
を

持
っ
て
い
た
は
ず
の
戦
争
や
レ
イ
プ
の
話
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、「
笑
い
を
含

ん
だ
さ
さ
や
き
声
」
で
日
常
会
話
を
す
る
に
留
ま
る
。

生
前
の
道
子
と
達
夫
に
は
す
れ
違
い
が
生
じ
て
お
り
、
達
夫
は
「
ヒ
ミ
ツ
」

を
抱
え
込
ん
だ
道
子
の
世
界
に
立
ち
入
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
道
子
の
世
界
に

立
ち
入
っ
て
い
た
の
は
、
道
子
と
同
様
に
親
が
旧
満
州
か
ら
の
引
揚
げ
者
で
あ

る
と
い
う
「
ヒ
ミ
ツ
」
を
抱
え
て
い
た
笑
子
だ
っ
た
。
幼
馴
染
五
人
の
う
ち
成

長
し
て
か
ら
も
道
子
と
つ
き
あ
い
が
あ
っ
た
の
は
、
達
夫
を
の
ぞ
け
ば
笑
子
だ

け
で
あ
っ
た
。

（（
前
略
：
論
者
）
笑
子
は
や
け
に
意
味
深
な
口
ぶ
り
で
、
お
ま
え
と
重

要
な
ヒ
ミ
ツ
を
分
け
合
っ
て
い
た
っ
て
な
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
た
け

ど
、
な
ん
な
ん
だ
よ
、
い
っ
た
い
）

達
夫
が
聞
く
と
、
道
子
は
ち
ょ
っ
と
い
じ
わ
る
な
笑
い
を
こ
ぼ
す
。

三
、
達
夫
が
想
像
す
る
道
子
の
声

死
者
と
し
て
の
道
子
は
、
夫
で
あ
る
達
夫
の
想
像
の
中
に
多
く
登
場
す
る
。

亡
く
な
っ
た
道
子
の
声
が
達
夫
に
聞
こ
え
る
の
は
、
第
四
章
の
「
氷
の
宮
殿
」

で
あ
る
。
達
夫
は
「
去
年
の
真
夏
、
ス
ズ
メ
バ
チ
に
道
子
が
殺
さ
れ
て
以
来
、

最
近
に
な
っ
て
、
道
子
の
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
道
子
が
抱
え
込

ん
だ
「
ヒ
ミ
ツ
」
に
接
近
す
る
こ
と
に
伴
い
、
達
夫
は
想
像
の
中
で
道
子
の
声

を
再
生
す
る
。
だ
が
そ
こ
で
聞
こ
え
る
道
子
の
声
と
は
、
や
は
り
達
夫
の
意
識

の
産
物
で
あ
る
。

道
子
が
亡
く
な
る
前
の
十
年
間
、「
す
こ
し
ず
つ
、
感
じ
る
こ
と
、
見
る
も
の
、

聞
く
も
の
が
ず
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
達
夫
と
道
子
と
の
間
に
は
会
話
ら
し
い

会
話
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
彼
女
の
死
後
、
達
夫
に
は
「
子
ど
も
の
こ
ろ
の
道

子
の
顔
だ
け
が
よ
み
が
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
達
夫
の
頭
の
な
か
の
道
子
は

「
少
女
の
声
」
で
語
り
か
け
て
い
る
。

今
は
、
去
年
の
夏
ま
で
の
沈
黙
を
取
り
戻
す
か
の
よ
う
に
、
達
夫
の
頭

の
な
か
で
道
子
は
よ
く
し
ゃ
べ
り
、
達
夫
も
そ
れ
に
気
軽
に
答
え
る
。
本

当
は
こ
ん
な
会
話
を
楽
し
み
た
か
っ
た
ん
だ
、
と
夫
と
し
て
、
今
さ
ら
の

安
堵
も
感
じ
る
。
道
子
が
当
た
り
前
に
生
き
て
い
た
と
き
、
ど
う
し
て
あ

ん
な
に
口
が
重
く
な
り
、
た
が
い
に
伝
え
た
い
こ
と
が
す
れ
ち
が
い
、
い

ら
い
ら
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
生
き
て
い
る
人
間
は
不
便
な
も
の
だ
。
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夫
の
達
夫
に
、
私
は
聞
い
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
り
ゃ
当
然
さ
、
と
彼
は
迷
い
も
な
く
答
え
た
。

戦
い
と
性
欲
は
男
の
本
能
だ
か
ら
な
、
男
っ
て
救
い
よ
う
の
な
い
哀
れ

な
生
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
女
と
は
ち
が
う
ん
だ
、
し
ょ
う
が
な
い
じ
ゃ

な
い
か
。

こ
の
ご
都
合
主
義
の
表
面
的
な
答
に
、
私
は
本
当
に
が
っ
か
り
さ
せ

ら
れ
た
。（
達
夫
く
ん
、
こ
れ
は
削
除
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
ご
め
ん
ね

―
笑
子
）

（
二
一
六
〜
二
一
七
頁
）

道
子
に
問
い
か
け
ら
れ
た
達
夫
は
「
戦
い
と
性
欲
は
男
の
本
能
だ
か
ら
」
と

い
う
う
わ
べ
だ
け
の
「
ご
都
合
主
義
的
な
」
言
葉
を
返
す
だ
け
で
、
戦
時
性
暴

力
の
問
題
を
受
け
止
め
き
れ
て
い
な
い
。
道
子
は
そ
れ
に
失
望
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
達
夫
が
感
じ
て
い
た
「
ず
れ
」
は
こ
こ
か
ら
発
生
し
て
い
る
と
も
解
釈

で
き
よ
う
。
達
夫
は
男
性
と
し
て
戦
争
の
女
性
が
受
け
た
被
害
を
受
け
と
め
る

こ
と
か
ら
逃
げ
て
い
る
。
達
夫
の
姿
勢
を
見
た
道
子
が
自
分
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
を

抱
え
込
ん
で
口
を
閉
ざ
す
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

道
子
の
死
後
、
達
夫
は
子
供
時
代
の
路
地
を
歩
き
、
子
供
時
代
の
記
憶
を

取
り
戻
す
。「
足
ど
り
も
軽
く
な
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
解
放
感
を
感
じ

て
い
る
。
こ
れ
は
、「
男
性
」
の
達
夫
か
ら
「
子
供
」
の
達
夫
に
な
っ
た
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
解
放
感
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
達
夫
の
想
像
に

…
…
そ
れ
は
ね
、
ふ
ふ
ふ
、
簡
単
に
は
教
え
て
あ
げ
な
い
。
ふ
た
り
の

大
切
な
ヒ
ミ
ツ
な
の
よ
。

（
一
五
六
頁
）

子
供
時
代
に
笑
子
と
道
子
は
自
分
た
ち
の
宝
物
を
交
換
し
た
。
笑
子
が
道
子

か
ら
預
か
っ
た
の
は
「
青
い
ガ
ラ
ス
の
、
き
ら
き
ら
ひ
か
る
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の

飾
り
」
で
あ
り
、道
子
が
笑
子
か
ら
預
か
っ
た
の
は
「
緑
色
の
石
の
小
さ
な
馬
」

で
あ
る
。
こ
の
青
い
ガ
ラ
ス
の
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
飾
り
は
ロ
シ
ア
製
で
、
道
子

の
父
が
ハ
ル
ビ
ン
時
代
に
手
に
入
れ
、
日
本
ま
で
持
ち
帰
っ
た
。
つ
ま
り
、
笑

子
が
預
か
っ
た
宝
物
に
封
印
さ
れ
る
の
は
、
引
揚
げ
世
代
の
子
供
と
い
う
「
ヒ

ミ
ツ
」
で
あ
る
。
達
夫
は
、
道
子
は
こ
の
ル
ー
ツ
を
「
ヒ
ミ
ツ
」
と
し
て
公
開

し
た
く
な
い
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
達
夫
の
思
い
は
、
第
六
章
に
登
場
す
る
「
報
告

そ
の
三
」
で
覆
さ
れ
る
。「
報
告
そ
の
三
」
は
道
子
の
代
筆
を
務
め
た
笑
子
に

よ
る
も
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
生
前
の
道
子
と
達
夫
の
戦
時
の
性
暴
力
に
関
す
る

や
り
と
り
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。

戦
地
で
の
兵
士
と
、
レ
イ
プ
は
ど
う
し
て
切
り
離
せ
な
い
の
か
。
女
と

い
う
エ
サ
が
な
け
れ
ば
、
兵
士
は
戦
場
で
戦
え
な
い
と
い
う
の
か
。
そ
れ

と
も
、
戦
場
で
は
死
の
恐
怖
と
い
つ
も
隣
り
合
わ
せ
だ
か
ら
、
兵
士
の
性

欲
が
異
常
に
昂
進
す
る
と
い
う
の
か
。
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な
戦
い
を
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の

か
わ
か
ら
ず
、
い
つ
終
わ
る
の
か
も
わ
か
ら
い
な
い
「
戦
い
」。
子
ど
も

た
ち
は
い
つ
ま
で
も
子
ど
も
た
ち
の
ま
ま
。

　
　
　
　（
中
略
：
論
者
）

な
ん
の
予
告
も
な
く
、
達
夫
は
夢
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
、
ベ
ッ
ド
に
ひ
と

り
取
り
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
気
が
つ
い
た
。
道
子
は
去
年
の
夏
に
死
ん
で

し
ま
っ
た
の
だ
。
も
う
、
な
に
を
し
て
も
遅
い
。（

四
〇
八
〜
四
〇
九
頁
）

子
供
時
代
の
小
学
校
と
中
学
校
と
の
「
国
境
地
帯
」は
ま
る
で
戦
場
で
あ
る
。

達
夫
の
夢
の
中
で
、
子
供
の
遊
び
と
残
酷
な
戦
争
が
重
層
化
し
て
描
か
れ
る
こ

と
で
、
戦
争
の
不
条
理
性
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。
夢
の
中
で
達
夫
が
や
り
と

り
す
る
道
子
の
声
は
い
ま
だ
に
子
供
時
代
の
声
だ
が
、
道
子
の
死
を
予
感
さ
せ

る
ス
ズ
メ
バ
チ
の
イ
メ
ー
ジ
と
戦
争
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

木
村
は
「
都
合
主
義
の
表
面
的
な
答
え
」
を
出
す
達
夫
に
触
れ
な
が
ら
、「
こ

の
小
説
の
男
た
ち
は
、
敗
戦
後
の
女
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
の
聞
き
手
に
は
な
れ
な
い

こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る⑫
。
だ
が
そ
う
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
引
用
部
で
は
、
道
子
の
悲
鳴
を
確
か
に
聞
き
取
る
達
夫
の
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。「
報
告
ご
っ
こ
」
の
進
行
は
、
自
分
勝
手
な
想
像
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
道
子
の
声
と
は
別
の
声
が
聞
き
取
れ
る
よ
う
な
態
度
の
転
換
を
達

夫
に
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
論
じ
る
雪
彦
も
そ
う
だ
が
、
笑

お
け
る
道
子
の
声
は
「
奇
妙
な
こ
と
に
」「
あ
き
ら
か
に
子
ど
も
の
こ
ろ
の
声
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
出
来
事
か
ら
、
大
人
の
世
界
か
ら
逃
げ
て
し
ま
う
達

夫
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

と
は
い
え
、
道
子
が
残
し
た
資
料
や
メ
モ
を
笑
子
が
構
成
し
た
「
報
告
そ
の

三
」
は
、
達
夫
の
意
識
に
も
影
響
を
与
え
、
達
夫
自
身
も
調
査
報
告
を
す
る
こ

と
で
、
彼
の
想
像
す
る
道
子
の
声
も
変
貌
を
遂
げ
る
。
そ
れ
が
典
型
的
に
表
れ

て
い
る
の
が
、
第
九
章
「
天
上
大
雨
」
の
中
に
達
夫
の
夢
と
い
う
形
で
描
か
れ

た
道
子
の
声
で
あ
る
。

き
ゃ
あ
あ
あ
あ
あ
！

う
し
ろ
か
ら
、
だ
れ
か
の
悲
鳴
が
ひ
と
き
わ
大
き
く
ひ
び
い
た
。

あ
れ
は
道
子
の
声
じ
ゃ
な
い
か
。
水
た
ま
り
で
も
が
き
な
が
ら
、
達
夫

は
耳
を
そ
ば
だ
て
た
。

や
っ
ぱ
り
道
子
の
声
だ
。
道
子
が
や
ら
れ
た
。
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
、
道
子

が
奈
美
の
赤
ん
ぼ
も
ろ
と
も
死
ん
で
し
ま
う
。
達
夫
は
愕
然
と
し
た
。
ス

ズ
メ
バ
チ
だ
！
ま
さ
か
、「
敵
」
が
ス
ズ
メ
バ
チ
な
ん
か
を
武
器
に
利
用

す
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
卑
劣
な
「
敵
」
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
ん

な
大
雨
で
も
ス
ズ
メ
バ
チ
を
利
用
す
る
。
達
夫
は
叫
ぶ
。

―
道
子
、
死
ぬ
な
！
死
な
な
い
で
く
れ
！

達
夫
の
眼
か
ら
、
涙
が
流
れ
る
。

も
う
、
う
ん
ざ
り
だ
。
ひ
ど
す
ぎ
る
。
子
ど
も
た
ち
で
ど
う
し
て
こ
ん
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の
四

―
ど
ん
詰
ま
り
篇
」
に
描
か
れ
る
動
物
表
象
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、

雪
彦
が
娘
・
青
葉
か
ら
聞
い
た
引
揚
げ
の
話
を
元
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ

り
、
中
に
は
引
揚
げ
に
関
し
て
写
実
的
な
記
述
と
と
も
に
、
幻
想
的
な
表
現
が

な
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
引
揚
げ
者
の
収
容
所
が
あ
る
大
連
の
港
で
「
六
千
人
の
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
の
人
た
ち
」
が
、「
そ
れ
ぞ
れ
船
の
幻
を
追
い
続
け
」
て
い
る
場
面

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

ク
ジ
ラ
の
幻
も
現
れ
る
。
と
う
と
う
、ク
ジ
ラ
が
迎
え
に
き
て
く
れ
た
、

と
毛
布
の
中
で
、
女
と
交
わ
る
男
た
ち
は
涙
を
流
す
。

一
日
一
日
お
な
か
が
ふ
く
ら
ん
で
い
く
女
た
ち
の
夢
に
は
、
サ
メ
も
、

フ
カ
も
現
れ
る
。
鋭
い
歯
が
並
ぶ
そ
の
口
が
開
き
、
歌
を
う
た
い
だ
す
。

い
ま
や
さ
い
ご
の
た
た
か
い
に
、
し
ょ
う
り
の
は
た
は
ひ
ら
め
か
ん
！

収
容
所
の
子
供
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
体
よ
り
も
大
き
な
マ
グ
ロ
の
夢

を
見
る
。

母
親
の
お
な
か
で
眠
り
続
け
る
胎
児
た
ち
は
、
夢
の
中
の
海
に
、
エ
イ

や
タ
コ
が
す
い
す
い
泳
ぐ
姿
を
見
つ
け
、
そ
の
歌
声
に
耳
を
傾
け
る
。

ふ
る
い
た
て
、
い
ざ
、
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
わ
れ
ら
が
も
の
！

子
と
い
う
女
性
の
第
一
の
「
聞
き
手
」
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
、
男
性
た
ち
自

身
も
「
聞
き
手
」
と
な
り
得
る
回
路
を
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
描
こ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
達
夫
は
「
道
子
は
去
年
の
夏
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
」「
な
に
を
し

て
も
遅
い
」
と
も
言
っ
て
お
り
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
さ
に
苦
し
ん
で
い
る
。

こ
こ
か
ら
戦
争
記
憶
の
継
承
の
喫
緊
さ
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
達
夫
が
「
女
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
の
聞
き
手
」
に
な
れ
た
と
い
う
の
は
言
い

す
ぎ
に
し
て
も
、
道
子
の
悲
鳴
を
聞
き
届
け
よ
う
と
す
る
達
夫
の
姿
は
明
ら
か

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
、
男
性
で
あ
っ
て
も
女
性
の
声
な
き
声

を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と

―
つ
ま
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
壁

を
越
え
、
戦
争
記
憶
の
継
承
ま
た
は
戦
争
中
の
女
性
被
害
の
聞
き
手
と
な
り
得

る
可
能
性
で
あ
ろ
う
。

四
、
動
物
が
象
徴
す
る
無
名
の
死
者
た
ち

『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
道
子
の
死
を
契
機
と
し
て
、
生
と
死
の
境
界
が
攪
乱

さ
れ
、
無
数
の
死
者
の
存
在
が
蠢
き
だ
す
。「
ス
ズ
メ
バ
チ
の
羽
音
」「
鳥
の
鳴

き
声
」
と
い
っ
た
聴
覚
に
直
接
訴
え
る
象
徴
的
な
表
現
が
無
数
の
死
者
の
存
在

を
示
唆
す
る
。
戦
後
生
ま
れ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
歴
史
の
中
に
隠
さ
れ
て
い
る

「
ヒ
ミ
ツ
」
は
容
易
に
言
葉
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
作
中
で
は
動
物
の
声

と
い
う
形
で
響
い
て
い
る
。

特
徴
的
な
の
は
第
七
章
の
雪
彦
が
書
い
た
引
揚
げ
に
関
わ
る
報
告
「
報
告
そ
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粉
雪
と
と
も
に
消
え
て
い
く
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
戦
争
を
語
る
と
き
は
無
数

の
人
々
の
呻
吟
が
聞
こ
え
な
く
な
り
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
統
一
さ
れ
調
和

す
る
歌
声
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
争
を
伝
承
す
る
時
に
陥
り
が
ち
な
、

統
一
的
・
単
一
的
な
語
り
を
暗
示
し
た
描
写
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
表
現
か
ら
は
、
雪
彦
が
女
性
の
戦
争
被
害
や
胎
児
た
ち
の
存
在

に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
だ
が
、
雪
彦
の
、
海
洋
生
物
の

表
象
を
用
い
て
敗
戦
時
の
人
々
を
想
像
す
る
行
為
は
、
戦
争
の
記
憶
の
継
承
と

同
時
に
断
絶
も
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
後
文
学
に
お
け
る
動
物
の
表
象
に
つ
い
て
、村
上
克
尚
は
「《
人
間
》
と
《
動

物
》
と
い
う
境
界
区
分
が
政
治
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
境
界
区
分
が
人
間

の
人
間
に
対
す
る
暴
力
を
生
む
原
因
に
な
っ
て
も
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る⑬
。

雪
彦
の
想
像
に
お
い
て
、
女
性
た
ち
と
胎
児
、
子
供
た
ち
は
動
物
の
世
界
に
置

か
れ
て
、
発
話
の
主
体
性
を
奪
わ
れ
て
い
る
側
面
も
読
み
取
る
。

ま
た
、雪
彦
と
雪
彦
の
母
親
と
の
会
話
を
見
る
と
、雪
彦
は
戦
争
体
験
の
「
聞

き
手
」に
は
な
れ
な
い
存
在
と
も
み
な
せ
る
。
戦
争
時
代
の
出
来
事
に
つ
い
て
、

雪
彦
は
母
親
に
問
い
か
け
「
教
え
て
く
れ
な
き
ゃ
、
お
れ
に
わ
か
る
か
ど
う
か

も
、
わ
か
ら
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
で
追
い
詰
め
る
の
だ
が
、
母
親

は
「
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
…
…
」「
い
い
の
よ
、
も
う
。
ほ
ら
、
雪
だ
わ
、

ま
だ
雪
が
降
っ
て
き
た
」
と
話
を
逸
ら
す
。

戦
争
の
出
来
事
を
語
れ
な
い
母
親
の
姿
に
は
、
戦
争
体
験
者
が
体
験
を
語
る

際
に
直
面
す
る
苦
境
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
雪
彦
は
、
彼
の
母
親
の
語
れ
な
い

ウ
ミ
ヘ
ビ
も
、
ク
ラ
ゲ
も
冬
の
海
に
う
っ
す
ら
と
現
れ
る
。
そ
し
て
、

歌
声
だ
け
を
残
し
て
、
粉
雪
と
と
も
に
消
え
て
い
く
。

た
て
、
う
え
た
る
も
の
、
せ
い
ぎ
の
ほ
の
お
は
、
い
ま
こ
そ
も
ゆ
る
！

…
…

（
二
六
七
〜
二
六
八
頁
）

収
容
所
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
六
千
人
は
船
を
待
ち
続
け
、「
つ
い
に
は
、
港

に
入
っ
て
く
る
船
の
幻
ま
で
見
る
よ
う
に
な
っ
た
」。
こ
こ
の
海
で
泳
ぐ
「
ク

ジ
ラ
」
な
ど
の
動
物
た
ち
は
収
容
所
の
人
た
ち
が
待
ち
続
け
る
解
決
法

―
引

揚
げ
船
を
象
徴
し
て
い
る
。
だ
が
、
性
的
暴
力
に
よ
っ
て
妊
娠
し
た
と
思
し
い

女
た
ち
の
夢
の
中
に
出
て
く
る
「
サ
メ
」
や
「
フ
カ
」
は
「
鋭
い
歯
が
並
ぶ
そ

の
口
」
を
開
き
、「
歌
を
う
た
い
だ
す
」。
こ
れ
は
、
こ
の
動
物
た
ち
が
女
性
に

暴
力
を
ふ
る
う
可
能
性
を
示
す
。
子
供
た
ち
の
夢
に
出
て
く
る
の
は「
マ
グ
ロ
」

で
あ
る
。
そ
し
て
「
お
な
か
で
眠
り
続
け
る
胎
児
た
ち
」
も
夢
を
見
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
望
ま
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
胎
児
た
ち
が
人
間
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
雪
彦
の
報
告
か
ら
収
容
所
で
は
「
子
供
の
泣
き
声
」
や
「
病
人

の
う
め
き
声
」、「
女
の
さ
さ
や
き
声
」、「
老
人
の
つ
ぶ
や
く
声
」
と
い
う
「
無

数
の
虫
が
飛
び
交
う
よ
う
な
不
快
な
音
」が
蠢
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

収
容
所
の
外
で
は
「
ワ
ル
シ
ャ
ワ
労
働
歌
」、「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
が
毎

日
歌
わ
れ
て
い
た
。
幻
想
的
な
場
面
の
全
て
の
幻
は
、「
歌
声
だ
け
を
残
し
て
、
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笑
子
が
雪
彦
の
母
親
「
雪
バ
バ
」
か
ら
聞
い
た
話
を
描
く
こ
の
場
面
も
、
幻

想
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
雪
彦
の
母
親
が
息
子
に
言
え
な
い
こ
と
を
笑
子

は
第
一
の
「
聞
き
手
」
と
し
て
ま
ず
引
き
出
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
レ
イ
プ
さ
れ
て
妊
娠
し
た
女
性
が
中
絶
手
術
を
受
け
た
場
面
で
あ
る
。

胎
児
た
ち
が
「
小
鳥
の
姿
」
で
「
日
本
の
や
わ
ら
か
な
色
の
空
」
に
消
え
て
い

き
、
病
院
に
は
手
術
を
受
け
た
女
性
の
悲
鳴
が
響
く
。
こ
の
悲
し
み
は
「
鳥
の

悲
鳴
」
と
な
っ
て
、
今
で
も
響
い
て
い
る
。

報
告
の
最
後
に
は
、「
私
た
ち
は
想
像
を
つ
な
げ
ず
に
い
ら
れ
な
い
」
と
書

か
れ
、
そ
し
て
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
胎
児
た
ち
に
対
す
る
笑
子
の
幻
想
を
描

き
出
す
。あ

そ
こ
に
み
ん
な
で
戻
れ
る
日
。

あ
そ
こ
に
は
海
が
あ
っ
て
、
陸
に
は
木
と
草
が
た
く
さ
ん
生
え
て
、
川

が
流
れ
、
鳥
が
う
た
う
し
、
動
物
も
い
る
。
人
間
た
ち
も
い
る
。
取
っ
組

み
合
い
を
す
る
し
、
殴
り
合
い
も
す
る
し
、
静
か
に
抱
き
合
い
も
す
る
。

泣
き
声
、
ど
な
り
声
、
笑
い
声
、
さ
さ
や
き
声
、
う
め
き
声
。
あ
そ
こ
は

に
ぎ
や
か
な
ん
だ
ろ
う
な
。
い
い
に
お
い
、
わ
る
い
に
お
い
が
い
っ
ぱ
い

な
ん
だ
ろ
う
な
。

み
ん
な
、赤
ん
ぼ
た
ち
の
仲
間
。
地
上
は
、「
敵
」と「
味
方
」が
溶
け
合
っ

た
、
い
ろ
ん
な
色
の
赤
ん
ぼ
だ
ら
け
。

生
ま
れ
る
前
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
赤
ん
ぼ
た
ち
は
、
夢
の
な
か
で
く

苦
し
さ
を
知
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
の
熱
意
が
か
え
っ
て
母
親
の
口
を
閉
ざ
す
こ

と
に
な
る
。
母
親
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
の
「
聞
き
手
」
の
位
置
に
雪
彦
を
導
く
の
は
、

こ
こ
で
も
笑
子
の
役
割
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
雪
彦
の
母
親
が
語
ら
な
い
戦
争
の
「
ヒ
ミ
ツ
」と
は
何
だ
ろ
う
か
。

第
十
章
「
飛
ぶ
舟
に
」
で
は
、
雪
彦
の
母
親
か
ら
聞
い
た
話
を
笑
子
が
書
き
上

げ
た
報
告
「
雪
の
な
か
の
夜
話
」
が
登
場
す
る
。

病
院
で
は
、
体
を
き
れ
い
に
さ
れ
、
何
日
も
眠
り
続
け
た
。
眠
く
て
、

眠
く
て
、
い
く
ら
で
も
眠
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
て
眠
っ
て
い
る
間

に
、
台
の
上
に
移
さ
れ
て
い
た
。
両
足
を
思
い
き
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
な
に

か
が
友
人
の
股
の
間
に
突
き
刺
さ
っ
た
。

と
た
ん
に
、
赤
ん
ぼ
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
た
。
い
や
、
そ
れ
は
友
人
の
悲

鳴
だ
っ
た
。

友
人
は
叫
び
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
も
が
い
た
。
体
は
動
か
な
か
っ

た
。
ひ
か
る
も
の
が
友
人
の
股
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
く
の
が
見
え
た
。

眼
を
大
き
く
開
い
て
、
そ
れ
を
見
つ
め
た
。

小
鳥
の
姿
を
し
た
、
氷
の
よ
う
な
、
炎
の
よ
う
な
赤
ん
ぼ
が
、
か
わ
い

い
透
明
な
く
ち
ば
し
を
う
え
に
ひ
か
ら
せ
、
ま
っ
す
ぐ
空
に
向
か
っ
て
い

く
。
高
く
な
る
に
つ
れ
、
細
い
煙
に
な
り
、
や
が
て
一
本
の
糸
に
な
り
、

日
本
の
や
わ
ら
か
な
色
の
空
に
消
え
て
い
っ
た
。
…
…

（
四
二
二
頁
）
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秘
か
に
、
母
の
生
の
た
め
に
死
の
道
に
進
ん
だ
胎
児
た
ち
が
い
た
こ
と
、
身
寄

り
を
失
い
、
健
康
も
損
っ
て
、
外
地
か
ら
、
文
字
通
り
、
身
ひ
と
つ
で
引
揚
げ

て
き
て
、
そ
の
先
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
い
た
こ
と
を
、
自

分
自
身
の
記
憶
と
し
て
胸
に
留
め
て
お
き
た
い
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
と
い
う
感
想
を
述
べ
て
い
る⑭
。
津
島
は
戦
後
世
代
と
し
て
、
引
揚
げ
孤
児

お
よ
び
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
胎
児
た
ち
へ
の
深
い
同
情
を
笑
子
の
想
像
を
通

し
て
描
い
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

亡
く
な
っ
た
道
子
は
他
者
に
想
像
さ
れ
、
代
弁
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
た
が
、

言
語
を
操
る
こ
と
は
ま
だ
で
き
る
。
動
物
表
象
に
仮
託
さ
れ
る
無
名
の
死
者
た

ち
の
発
声
の
形
は
動
物
の
声
で
あ
り
、
言
語
を
操
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
動
物

た
ち
に
残
さ
れ
て
い
る
言
語
表
現
は
、「
統
一
さ
れ
調
和
す
る
歌
声
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
戦
争
記
憶
を
伝
承
す
る
中
で
、
無
名
の
人
々
の
語
り
は
単
一
化
さ
れ

る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
る
内
容
が
聞
き
取
ら
れ
、
回
収
さ
れ
る
こ
と

の
難
し
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。

五
、「
幽
霊
」
と
化
す
死
者

『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
、
戦
後
世
代
に
よ
る
戦
争
体
験
の
継
承
を
テ
ー
マ
と

す
る
が
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
他
者
の
苦
痛
へ
の
向
き
合
い
方
を
問
う
作
品

と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
小
説
が
重
点
を
置
く
の
は
、
女
性
の
死
者
た
ち
や
生
ま

れ
え
な
か
っ
た
胎
児
た
ち
で
あ
る
が
、『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
の
中
で
も
う
一
つ

注
目
し
た
い
死
者
表
象
に
「
幽
霊
」
の
存
在
が
あ
る
。
名
前
を
持
つ
道
子
や
社

す
く
す
笑
う
。

も
う
す
ぐ
、
あ
そ
こ
に
戻
れ
る
日
が
来
る
。

も
う
す
ぐ
。

そ
う
だ
よ
、
戻
れ
る
ん
だ
。

も
う
す
ぐ
。
も
う
す
ぐ
。
…
…

（
四
三
一
〜
四
三
二
頁
）

笑
子
の
想
像
の
中
で
、
女
性
が
レ
イ
プ
さ
れ
た
結
果
で
き
た
胎
児
た
ち
は
罪

悪
の
結
果
で
は
な
く
、強
制
中
絶
さ
れ
た
後
に「
夢
の
な
か
で
く
す
く
す
笑
う
」。

笑
子
の
想
像
の
中
の
胎
児
た
ち
は
消
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
死
の
領
域
に

お
い
て
別
の
形
で
存
在
し
て
い
る
。

津
島
は
単
行
本
の
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
に
参
考
資
料
を
載
せ
て
い
る
。

な
か
で
も
上
坪
隆
『
水
子
の
譜
―
引
揚
孤
児
と
犯
さ
れ
た
女
た
ち
の
記
録
』（
現

代
史
出
版
会
、
一
九
七
九
）
を
特
別
に
取
り
上
げ
、「
こ
の
本
と
の
出
会
い
か

ら
三
十
年
の
時
を
経
な
け
れ
ば
、
私
は
本
作
品
を
書
く
勇
気
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。

『
水
子
の
譜
―
引
揚
孤
児
と
犯
さ
れ
た
女
た
ち
の
記
録
』
は
太
平
洋
戦
争
敗

戦
後
、
満
州
、
北
朝
鮮
か
ら
引
揚
げ
て
き
た
孤
児
と
、
性
的
被
害
を
受
け
て
妊

娠
し
た
女
性
の
堕
胎
の
記
録
で
あ
る
。
堕
胎
さ
れ
た
胎
児
へ
の
関
心
は
、
津
島

の
中
に
長
く
存
在
し
て
い
る
。
津
島
は
『
水
子
の
譜
』
に
つ
い
て
刊
行
直
後
に

も
、「
私
自
身
が
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
時
、
こ
の
世
と
し
て
の
同
じ
日
本
で
、
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た
し
、
地
下
室
に
面
し
た
暗
い
中
庭
に
も
、
夜
な
夜
な
、
女
の
幽
霊
が
出

て
泣
き
騒
い
だ
。
そ
の
中
庭
は
、校
舎
の
「
家
主
」で
あ
る
中
学
校
と
、「
間

借
り
」
の
身
の
小
学
校
と
の
「
国
境
中
立
地
帯
」
で
、
割
れ
た
窓
ガ
ラ
ス

や
こ
わ
れ
た
机
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
残
骸
な
ど
が
投
げ
捨
て
ら
れ
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
た
。

（
四
六
〜
四
七
頁
）

「
学
校
の
あ
ち
こ
ち
」
に
幽
霊
が
い
る
よ
う
に
、
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ

た
無
数
の
死
者
が
、
戦
後
の
日
本
社
会
に
遍
在
す
る
。
戦
後
生
ま
れ
の
幼
馴
染

五
人
に
と
っ
て「
女
の
子
だ
け
を
ね
ら
う
幽
霊
」と
夜
に
泣
き
騒
ぐ「
女
の
幽
霊
」

は
、
学
校
に
関
す
る
記
憶
の
そ
こ
か
し
こ
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
子
ど
も
時
代
の
五
人
は
、
戦
争
時
代
の
話
を
怖
が
り
「
よ
け
い
な
も
の
は

見
え
な
い
よ
う
」「
暗
い
闇
の
世
界
に
」
お
き
、「
顔
を
伏
せ
た
ま
ま
」
通
し
た
。

戦
後
の
日
本
社
会
で
も
、「
幽
霊
」
は
か
え
り
み
ら
れ
な
い
。「
幽
霊
」
は
完
全

に
存
在
の
合
理
性
を
抹
殺
さ
れ
、
動
物
の
よ
う
に
「
悲
鳴
」
や
「
歌
声
」
を
発

す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
。

作
中
の
登
場
人
物
の
記
憶
の
中
で
、
幽
霊
の
存
在
が
、
生
者
に
答
え
の
な
い

問
題
や
忘
れ
ら
れ
た
戦
争
の
出
来
事
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
生
者
が

見
え
る
世
界
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
幽
霊
は
た
く
さ
ん
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
う

ち
に
、
幽
霊
の
正
体
は
「
ヒ
ミ
ツ
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
調
査
が
進

行
す
る
と
、
過
去
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

会
的
な
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
女
性
や
胎
児
た
ち
と
違
い
、
幽
霊
に
関
わ
る

記
述
は
曖
昧
な
様
子
を
呈
し
て
い
る
。
む
し
ろ
「
幽
霊
」
は
生
者
の
認
識
に
至

る
ま
で
も
な
い
、
正
体
不
明
な
存
在
と
い
え
よ
う
。

幽
霊
に
関
わ
る
表
現
は
主
に
昭
子
の
子
供
時
代
の
記
憶
の
中
に
現
れ
る
。
五

人
の
再
会
後
、
戦
争
時
代
の
ヒ
ミ
ツ
の
調
査
が
始
ま
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前

の
五
人
は
、
戦
争
中
に
何
か
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
も
の
の
、
そ

れ
が
何
か
ま
で
は
、
五
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
作
中
に

初
め
て
幽
霊
の
存
在
を
言
及
す
る
の
は
、
第
二
章
「
開
戦
ド
ン
！
」
で
あ
る
。

昭
子
は
道
子
の
死
後
、
子
供
時
代
の
記
憶
を
思
い
出
し
た
。
当
時
、
教
室
に
は

石
炭
ス
ト
ー
ブ
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
地
下
の
石
炭
庫
は
「
子
ど
も
た
ち
の
だ
れ

に
と
っ
て
も
、ひ
と
り
き
り
で
は
決
し
て
い
け
な
か
っ
た
闇
の
世
界
」
で
あ
り
、

「
こ
わ
い
幽
霊
が
ひ
そ
ん
で
い
る
」
と
い
う
う
わ
さ
が
あ
っ
た
。

幽
霊
は
学
校
の
あ
ち
こ
ち
に
い
た
。
一
階
の
ト
イ
レ
に
は
、
女
の
子
だ

け
を
ね
ら
う
幽
霊
が
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
街
に
あ
る
小
学
校
の
ト

イ
レ
で
、
一
年
生
の
女
の
子
が
復
員
兵
に
乱
暴
さ
れ
、
殺
さ
れ
る
と
い
う

現
実
の
事
件
が
起
き
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
で
ト
イ
レ
の
幽
霊
が
昭
子
た
ち

の
小
学
校
に
も
登
場
し
た
。
昭
子
は
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、「
乱
暴
」
と

い
う
言
葉
が
と
く
べ
つ
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
具
体

的
な
内
容
ま
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
。

が
い
こ
つ
の
あ
る
理
科
準
備
室
に
も
当
然
、
お
ば
け
は
住
み
つ
い
て
い
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な
ら
、
だ
れ
か
に
殺
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
殺
人
に
な
ら
な
い
、
警

察
は
知
ら
ん
顔
、
に
な
る
ん
だ
。

（
四
四
五
〜
四
四
六
頁
）

「
幽
霊
」
は
「
ヒ
ミ
ツ
」
の
中
の
あ
ち
こ
ち
に
存
在
し
て
い
る
が
、
本
作
の

最
後
で
は
、「
幽
霊
」
は
ど
の
よ
う
に
幽
霊
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
昭

子
の
息
子
・
哲
の
考
え
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
は
哲
が
、
大
連
に

行
っ
て
、
雪
彦
の
娘
・
青
葉
を
訪
ね
る
と
い
う
場
面
で
終
わ
る
。
日
本
を
出
る

時
、
哲
は
自
分
が
持
っ
て
い
る
日
本
人
の
身
分
に
、
パ
ス
ポ
ー
ト
と
い
う
形
で

可
視
化
さ
れ
る
こ
と
で
気
づ
く
。
戦
争
期
、外
地
に
暮
ら
し
て
い
た
人
た
ち
は
、

敗
戦
に
従
っ
て
、「
無
国
籍
人
」
に
な
り
、
国
民
と
し
て
の
立
場
が
失
わ
れ
る

と
と
も
に
、
人
間
と
し
て
の
立
場
も
失
わ
れ
た
。「
幽
霊
み
た
い
な
存
在
な
ら
、

だ
れ
か
に
殺
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
殺
人
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
哲
の
考

え
を
通
し
て
、
無
国
籍
人
が
直
面
し
て
い
る
存
在
の
抹
殺
と
い
う
苦
境
が
読
み

取
れ
る
。

敗
戦
後
の
「
日
本
」
に
は
、
新
た
な
日
本
と
い
う
国
民
国
家
を
立
ち
上
げ
る

た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
「
日
本
」
と
関
係
を
断
ち
切
る
必
要
が
あ
っ
た
。
多
く

の
戦
争
の
ヒ
ミ
ツ
は
放
置
さ
れ
、
戦
争
の
表
徴
で
あ
る
難
民
た
ち
は
「
幽
霊
」

に
な
っ
て
、
過
去
を
隠
し
た
ま
ま
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
哲
は
戦
争
記
憶
の

伝
承
の
中
で
、
見
え
な
い
「
幽
霊
」
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
戦
争
と
い
う
大
き
な
ヒ
ミ
ツ
の
な
か
に
、
子
爆
弾
マ
マ

の
ヒ
ミ
ツ
が
い
っ
ぱ

い
。
戦
争
の
い
ろ
ん
な
う
し
ろ
め
い
た
ヒ
ミ
ツ
の
な
か
で
育
っ
た
か
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
お
話
作
り
が
大
好
き
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」（
一
八
九
頁
）
と
い
う
笑

子
の
発
言
が
示
す
よ
う
に
、
戦
争
に
よ
っ
て
多
く
の
悲
惨
な
出
来
事
が
生
み
出

さ
れ
た
。
性
的
被
害
を
受
け
た
女
た
ち
や
、
戦
争
孤
児
、
産
ま
れ
て
こ
ら
れ
な

か
っ
た
胎
児
た
ち
の
ほ
か
、暗
闇
に
は
ま
だ
複
数
の
ヒ
ミ
ツ
が
存
在
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
死
者
は
「
幽
霊
」
と
化
し
て
、
現
代
日
本
社
会
で
は
正
体
不
明
の
ま

ま
暗
闇
の
中
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
過
去
の

暗
部
に
存
在
す
る
「
幽
霊
」
を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
我
々
が
想
像
す
る
こ
と
さ

え
も
で
き
な
い
死
者
に
つ
い
て
そ
の
声
を
聞
き
取
り
、
暗
闇
の
中
の
体
験
を
継

承
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。

け
れ
ど
、
哲
は
自
分
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を
難
な
く
受
け
取
っ
て
か
ら
、
は

じ
め
て
気
が
つ
か
さ
れ
た
。
へ
え
、
お
れ
っ
て
日
本
国
が
身
分
を
保
証
し

て
く
れ
る
日
本
国
国
民
の
ひ
と
り
だ
っ
た
ん
だ
、
と
。

む
か
し
の
満
州
に
い
た
サ
ー
シ
ャ
さ
ん
た
ち
は
、「
無
国
籍
人
」
と
い

う
ふ
し
ぎ
な
立
場
を
日
本
国
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
ん
だ
よ
な
、
と
も
改

め
て
思
い
合
わ
せ
た
。
た
と
え
「
無
国
籍
人
」
だ
ろ
う
が
、
い
ろ
ん
な
国

家
が
ひ
し
め
き
合
う
こ
の
地
球
上
の
現
在
の
世
界
に
生
き
て
い
る
以
上
、

な
ん
ら
か
の
立
場
を
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
認
め

ら
れ
な
い
。
幽
霊
に
な
る
。
つ
ま
り
も
し
、
お
れ
が
幽
霊
み
た
い
な
存
在
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さ
ら
に
、「
報
告
ご
っ
こ
」
が
始
ま
る
以
前
の
昭
子
の
記
憶
に
は
「
幽
霊
」
と

い
う
恐
ろ
し
い
存
在
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
争
記
憶
を
聞
き
取
り
、
継
承
す
る

時
に
は
、
日
本
の
戦
争
記
憶
か
ら
放
逐
さ
れ
た
存
在
は
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

幻
想
的
な
描
き
方
に
よ
っ
て
、『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
登
場
人
物
の
想
像
の

中
で
響
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
死
者
の
声
を
作
品
全
体
に
響
か
せ
て
、
複
雑
な

死
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
す
る
。
こ
う
し
た
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
表
現
手
法
を

用
い
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
を
描
き
出
す
こ
と
が
可
能

と
な
り
、
作
品
内
に
は
複
数
の
視
点
や
声
が
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
視
点
や
声
が
併
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、『
葦

舟
、
飛
ん
だ
』
は
「
報
告
ご
っ
こ
」
と
い
う
巧
妙
な
仕
掛
け
を
使
う
こ
と
で
、

対
話
的
な
空
間
を
つ
く
り
、
登
場
人
物
た
ち
の
意
識
変
化
も
見
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
西
成
彦
は
、「
津
島
佑
子
さ
ん
は
、
そ
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
を
た
だ
暴
露

す
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
が
ゆ
っ
く
り
と
「
ヒ
ミ
ツ
」
を
明
か
す
に
至
る
過
程

に
こ
そ
注
意
を
払
い
、
そ
れ
を
「
小
説
」
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
」
と
述
べ
て

い
る⑮
。
子
供
時
代
の
戦
争
を
背
景
に
す
る
遊
び
を
思
い
出
す
時
は
、「
な
ぜ
、

そ
ん
な
遊
び
が
お
も
し
ろ
く
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
が
投

げ
か
け
ら
れ
る
。
幼
馴
染
た
ち
が
子
供
時
代
に
「
架
空
の
悲
痛
を
わ
く
わ
く
し

て
楽
し
ん
で
い
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争
の
実
相
が
わ
か
ら
な
い
段
階
で
他

人
の
苦
痛
を
物
語
と
し
て
認
識
し
、
楽
し
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
戦
争

体
験
に
関
す
る
「
報
告
ご
っ
こ
」
が
始
ま
る
前
、
五
人
の
幼
馴
染
は
戦
争
認
識

六
、
お
わ
り
に

『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』
は
、
戦
後
に
生
ま
れ
た
世
代
が
戦
争
体
験
を
想
像
す
る

様
相
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
戦
争
記
憶
を
継
承
す
る
行
為
の
複
雑
さ
を
提
示

す
る
。

道
子
の
死
を
き
っ
か
け
に
再
会
し
た
幼
馴
染
た
ち
は
、「
道
子
の
死
」
を
象

徴
す
る「
ス
ズ
メ
バ
チ
の
羽
音
」に
悩
ま
さ
れ
て
、「
報
告
ご
っ
こ
」を
は
じ
め
た
。

彼
ら
は
こ
の
「
報
告
ご
っ
こ
」
と
い
う
対
話
を
通
じ
て
、
想
像
力
を
養
っ
て
い

く
。
五
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
力
を
発
揮
し
、
道
子
や
、
戦
争
中
の
女
性
と
胎

児
、
幽
霊
と
い
う
死
者
を
捉
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
想
像
か
ら
は
、
五
人
が
ど

の
よ
う
に
戦
争
体
験
を
継
承
し
た
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
幼
い
道
子
」
の
声
し
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
達
夫
は
、「
報
告
ご
っ

こ
」
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
道
子
の
悲
鳴
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
壁
を
越
え
、
男
性
で
も
戦
争
記
憶
の
継
承
ま
た
は
戦
争
中

の
女
性
被
害
の
聞
き
手
と
な
り
得
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
と
と
も
に
、
レ

イ
プ
さ
れ
た
女
と
子
供
あ
る
い
は
胎
児
に
つ
い
て
、
男
性
で
あ
る
雪
彦
は
女
性

や
胎
児
の
声
を
想
像
で
き
る
こ
と
が
動
物
表
象
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
。
こ
こ
か

ら
は
雪
彦
が
持
つ
女
性
の
戦
争
被
害
へ
の
関
心
が
読
み
取
れ
る
。
一
方
で
、
人

間
性
が
な
い
、
言
葉
を
持
た
な
い
動
物
表
象
を
用
い
る
こ
と
で
、
戦
争
記
憶
を

継
承
す
る
中
の
断
絶
も
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
笑
子
の
想
像
を
借
り
る
か
た

ち
で
、津
島
の
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
胎
児
た
ち
へ
の
同
情
心
も
確
認
で
き
る
。
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⑧ 

村
上
陽
子「〈
見
え
な
い
も
の
〉を
め
ぐ
る
文
学
」（『
日
本
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
』

第
一
六
巻
、
日
本
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
学
会
、
二
〇
二
〇
・
一
二
）。

⑨ 

注
②
と
同
じ
。

⑩ 

注
④
と
同
じ
。

⑪ 

高
木
信
『
亡
霊
論
的
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』（
水
声
社
、
二
〇
二
一
、一
五
－
一
六
頁
）。

⑫ 

注
④
と
同
じ
。

⑬ 

村
上
克
尚
『
動
物
の
声
、
他
者
の
声
―
日
本
戦
後
文
学
の
倫
理
』（
新
曜
社
、

二
〇
一
七
、二
二
、八
四
頁
）。

⑭ 

津
島
佑
子
「
上
坪
隆
―
『
水
子
の
譜
―
引
揚
孤
児
と
犯
さ
れ
た
女
た
ち
の
記
録
』」（『
太

陽
』
一
九
七
九
・
一
一
）。
な
お
、
上
坪
隆
『
水
子
の
譜
―
引
揚
孤
児
と
犯
さ
れ
た
女

た
ち
の
記
録
』
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
二
日
市
保
養
所
を
め
ぐ
る
言
説
―
『
水
子
の

譜
』
と
『
わ
た
し
の
赤
ち
ゃ
ん
』
を
中
心
に
―
」（『
論
叢
　
国
語
教
育
学
』
第
一
八
号
、

二
〇
二
二
・
七
）
で
論
じ
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮ 

西
成
彦
『
声
の
文
学
　
出
来
事
か
ら
人
間
の
言
葉
へ
』（
新
曜
社
、
二
〇
二
一
、四
三
－

四
五
頁
）。

―
お
う
・
せ
ん
せ
い
、
広
島
大
学
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

と
い
う
点
に
お
い
て
精
神
面
は
「
子
供
」
で
あ
っ
た
。「
報
告
ご
っ
こ
」
と
い

う
遊
び
を
通
し
て
、彼
ら
は
戦
争
の
「
ヒ
ミ
ツ
」
に
接
近
し
、「
子
供
」
か
ら
「
大

人
」
へ
と
、
す
な
わ
ち
記
憶
の
継
承
者
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

注① 

初
出
は
『
毎
日
新
聞
』
夕
刊
、
二
〇
〇
九
・
四
〜
二
〇
一
〇
・
五
。
本
稿
の
引
用
は
単
行

本
に
拠
る
。

② 

長
谷
川
啓
「
記
憶
の
伝
承
―
津
島
佑
子
『
葦
舟
、飛
ん
だ
』
に
み
る
〈
疎
開
・
引
揚
げ
〉」

（
北
田
幸
恵
、
水
田
宗
子
、
小
林
富
久
子
、
長
谷
川
啓
、
岩
淵
宏
子
『
現
代
女
性
文
学

を
読
む
―
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
／
ジ
ェ
ン
ダ
ー
批
評
の
現
在
』
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
、

二
〇
一
七
）。

③ 

曺
榮
晙
「
連
帯
の
共
同
体
精
神
と
歓
待
の
倫
理
か
ら
み
る
津
島
佑
子
の
『
葦
舟
、
飛
ん

だ
』」（『
동
북
아
문
화
연
구
』
第
五
八
号
、
동
북
아
시
아
문
화
학
회
、
二
〇
一
九
・
三
）。

④ 

木
村
朗
子
「
敗
戦
後
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
す
―
未
来
の
「
引
揚
げ
文
学
」
と
し
て
の

津
島
佑
子
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』」（
坪
井
秀
人
編
『
戦
後
日
本
文
化
再
考
』
三
人
社
、

二
〇
一
九
）。

⑤ 

注
④
と
同
じ
。
中
谷
い
ず
み
も
「
作
中
人
物
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
調
査
報
告
と
い
う
形
式

を
と
る
」
こ
と
で
、「
出
来
事
を
一
元
的
に
表
象
し
て
し
ま
う
と
い
う
陥
穽
」
に
陥
る
こ

と
な
く
、「「
戦
争
」
を
立
体
的
に
描
き
出
す
」
と
同
様
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
。（「
疎

開
―
津
島
佑
子
『
葦
舟
、
飛
ん
だ
』」
石
川
巧
・
川
口
隆
行
編
『
戦
争
を
〈
読
む
〉』
ひ
つ

じ
書
房
、
二
〇
一
三
、二
〇
九
頁
）。

⑥ 

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
』（
望
月
哲
男
、
鈴
木
淳
一
訳
、

筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
）。

⑦ 

久
保
田
芳
太
郎
「
津
島
佑
子
」（
山
田
有
作
編
『
女
流
文
学
の
現
在
』
学
術
図
書
出
版
、

一
九
八
五
）。


