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は
じ
め
に 

 

「
あ
る
抗
議
書
」(

『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
四
月)

は
、
菊
池
寛
の
短
編
小

説
で
あ
る
。
姉
夫
婦
を
殺
さ
れ
た
「
私
」
が
、
司
法
大
臣
に
送
っ
た
抗
議
書
と
い

う
形
式
で
描
か
れ
る
。
犯
人
・
坂
下
鶴
吉
の
死
刑
執
行
後
に
出
版
さ
れ
た
手
記
を

読
み
、
彼
が
獄
中
で
教
誨
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
た
こ
と
で
恐
怖
す
る

こ
と
な
く
死
刑
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
知
り
、
被
害
者
は
穏
や
か
な
死
を
迎
え
ら

れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
死
刑
囚
が
穏
や
か
な
死
を
迎
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

の
怒
り
を
述
べ
る
。 

 

発
表
以
降
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
作
品
で
、
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
法

学
の
分
野
か
ら
も
死
刑
制
度
や
刑
罰
を
描
い
た
作
品
と
し
て
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
、

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
発
表
当
時
大
き
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を

引
き
お
こ
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
刑
法
学
者
の
牧
野
英
一
は
「
菊
池
寛
君
の
『
あ

る
抗
議
書
』
が
著
は
さ
れ
ま
し
た
時
に
、
多
数
の
学
生
か
ら
、
あ
れ
を
突
付
け
ら

れ
て
、
大
変
種
々
の
質
問
が
あ
つ
た
わ
け
で
す

」
（
１
）

と
語
っ
て
い
る
。
法
分
野
に
対

し
て
影
響
力
を
持
ち
つ
づ
け
た
と
い
う
点
で
、
文
学
作
品
と
し
て
は
特
異
な
立
ち

位
置
を
持
つ
作
品
だ
と
言
え
る
。 

 

ま
た
、
本
作
は
、
「
被
害
者
感
情
」
を
描
い
た
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
独
文
学
者
の
中
里
信
一
は
、「
被
害
者
感
情
を
た
て
に
、
刑
罰
制
度
に
一

石
投
じ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
凸
レ
ン
ズ
に
対
す
る
凹
レ
ン
ズ
の
視
点
に
立
つ
作
例

は
稀
少
で
あ
る

」
（
２
）

と
し
て
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
罪
と
罰
』
や
加
賀
乙
彦
『
宣

告
』
な
ど
の
他
の
文
学
作
品
と
は
対
照
的
に
、「
被
害
者
」
の
立
場
か
ら
「
刑
罰
制

度
」
を
論
じ
た
作
品
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
石
川
巧
は
、
菊
池
寛
の
法
廷
小

説
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
「
あ
る
抗
議
書
」
に
つ
い
て
「
何
の
過
失
も
な
い
人
間

が
、
あ
る
日
突
然
、
誰
か
に
憎
し
み
の
感
情
を
抱
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に

追
い
や
ら
れ
、
死
刑
囚
が
処
刑
さ
れ
た
あ
と
も
や
り
場
の
な
い
怨
嗟
を
持
ち
つ
づ

け
る
こ
と
に
な
る
犯
罪
被
害
の
状
況
に
対
し
て
、
法
や
法
廷
が
一
切
の
応
答
を
拒

絶
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
は
、
私
怨
や
無
念
と
い
っ
た
感
情
の

前
景
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

」
（
３
）

と
評
価
し
て
い
る
。
加
え
て
、
牧
野
英

一
に
よ
る
新
派
刑
法
理
論
と
の
関
係
か
ら
「
同
時
代
に
お
け
る
旧
派
と
新
派
の
対

立
、
お
よ
び
、「
刑
罰
の
目
的
」
に
関
す
る
法
学
界
の
争
点
を
的
確
に
捉
え
た
言
説

だ
っ
た

」
（
４
）

と
指
摘
し
て
い
る
。 

 

こ
の
作
品
の
評
価
は
文
学
研
究
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
刑
務
官
な
ど
の
専
門
家

に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
宮
城
刑
務
所
長
の
佐
々
木
満
は
「
刑

罰
と
被
害
者
感
情
の
関
係
を
生
々
し
く
眼
前
に
つ
き
突
け
ら
れ
た
感
が
す
る
作
品

で
あ

」
（
５
）

る
と
評
価
し
て
い
る
。 

菊
池
寛
「
あ
る
抗
議
書
」
論

― 

典
拠
と
な
っ
た
石
井
藤
吉
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』 

―

奥　

村　

尚　

大
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こ
れ
ら
の
読
解
の
傾
向
を
考
え
る
に
、
菊
池
寛
「
あ
る
抗
議
書
」
の
評
価
は
あ

る
程
度
か
た
ま
り
、「
被
害
者
感
情
」
を
描
い
た
作
品
と
し
て
キ
ャ
ノ
ン
化
が
な
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
読
解
に
お
い
て
、
犯
人
で
あ
る
坂
下
鶴
吉
に

対
し
て
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
被
害
者
遺
族
の
感
情
に
評
価
の
重
心

が
置
か
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
同
時
代
の
評
価
は
、
被
害
者
に
重
心
を
置
い
て
い
る
も
の
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
中
村
星
湖
は
「
あ
る
抗
議
書
」
に
つ
い
て
「
こ

の
中
に
書
か
れ
て
あ
る
や
う
な
、
獰
猛
救
ひ
が
た
き
人
間
も
犯
人
中
に
あ
る
に
相

違
な
い
が
、
同
時
に
、
善
良
で
は
あ
る
が
、
た
ゞ
そ
の
時
の
ハ
ズ
ミ
な
ど
か
ら
大

罪
を
犯
す
者
の
あ
る
の
も
事
実
だ
。
ま
し
て
、
強
ひ
ら
れ
て
、
罪
で
な
い
罪
に
死

す
る
者
さ
へ
あ
る
の
だ
か
ら
。
私
が
司
法
大
臣
な
ら
、
あ
る
抗
議
書
と
し
て
聞
い

て
置
く
が
、
そ
れ
を
一
般
的
の
論
拠
と
認
め
る
事
は
出
来
な
い

」
（
６
）

と
し
て
、
犯
人

側
の
境
遇
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
刑
務
官
の
亀
屋
美
祢
雄
に
よ
っ
て
「
間
違
も
無
く
現
行
目
的
主
義
改
善

行
刑
に
対
す
る
一
つ
の
プ
ロ
テ
ス
ト

」
（
７
）

だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
に
、
牧
野
英

一
を
師
と
し
、
行
刑
分
野
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
正
木
亮
に
よ
っ
て

「
犯
人
の
描
写
は
か
け
出
し

」
（
８
）

と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
玖
波

文
一
郎
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
、
現
在
行
わ
れ

て
い
る
読
解
と
は
対
照
的
に
、
被
害
者
遺
族
よ
り
も
犯
人
の
方
に
重
心
を
置
い
て

い
る
。 

 

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
異
な
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

一
因
と
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
モ
デ
ル
と
な
っ
た
事
件
が
存
在
し
て
お
り
、
同
時

期
の
読
者
は
あ
る
程
度
そ
れ
を
念
頭
に
読
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
正
木
亮
は
『
社
会
改
良
』
誌
上
の
座
談
会
に
お
い
て
、
「
あ
る
抗
議
書
」

に
つ
い
て
「
死
刑
囚
を
説
教
し
て
よ
く
な
つ
て
死
ん
で
行
く
、
石
井
藤
吉
氏
の
話

で
す

」
（
９
）

と
語
っ
て
お
り
、
同
時
代
の
読
者
が
石
井
藤
吉
の
存
在
を
前
提
と
し
て

読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
石
井
藤
吉
氏
の
話
」
と
い
う
言
葉
で
「
あ

る
抗
議
書
」
の
内
容
が
伝
わ
る
と
正
木
亮
が
考
え
る
程
度
に
は
、
石
井
藤
吉
に
関

す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。 

時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
事
件
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
た
こ
と

で
、
犯
人
・
坂
下
鶴
吉
が
本
質
的
な
悪
と
し
て
の
立
ち
位
置
を
獲
得
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
は
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
脱
落
の
ほ
か
に
、
菊

池
寛
の
行
っ
た
テ
ク
ス
ト
戦
略
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
管
見

の
限
り
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、「
あ
る
抗
議
書
」
の
犯

人
で
あ
る
坂
下
鶴
吉
に
関
す
る
記
述
の
多
く
は
、
坂
下
鶴
吉
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た

石
井
藤
吉
が
獄
中
で
残
し
た
手
記
で
あ
る
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』(

一
九
一
九
年

一
月 

石
尾
奎
文
閣)

が
典
拠
と
な
っ
て
お
り
、
の
ち
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
菊
池

寛
は
引
用
の
過
程
で
意
図
的
に
石
井
藤
吉
を
本
質
的
な
悪
人
へ
と
書
き
換
え
た
と

推
測
さ
れ
る
か
ら
だ
。 

 

本
稿
は
「
あ
る
抗
議
書
」
と
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス

ト
の
比
較
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
「
あ
る
抗
議
書
」
内
に
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪

徒
』
が
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
間
の
流

れ
の
中
で
抜
け
落
ち
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
の
関
係
を
改
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
。 

 

一 

石
井
藤
吉
と
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
に
つ
い
て 

  

テ
ク
ス
ト
の
比
較
を
行
う
前
に
前
提
と
し
て
、
石
井
藤
吉
と
『
聖
徒
と
な
れ
る
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悪
徒
』
に
つ
い
て
の
情
報
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
石
井
藤
吉(

一
八
七
一
年
～
一

九
一
八
年)

は
一
八
七
一
年
に
愛
知
県
に
生
ま
れ
る
。
姉
と
兄
を
幼
い
頃
に
亡
く
し

て
お
り
、
両
親
と
三
人
暮
ら
し
で
育
つ
。
父
の
酒
癖
が
悪
く
、
家
庭
は
貧
困
の
う

ち
に
あ
っ
た
。
十
歳
の
頃
に
学
校
を
や
め
、
父
が
外
で
酒
を
飲
ま
な
い
よ
う
に
つ

い
て
回
る
役
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
十
二
歳
ご
ろ
よ
り
近
所
の
者
が
行
っ
て
い
た

賭
け
事
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
知
っ
た
両
親
に
よ
っ
て
奉
公
に
出
さ

れ
る
。
し
か
し
、
長
く
続
か
ず
、
名
古
屋
に
戻
り
瀬
戸
物
の
行
商
を
始
め
る
。
自

分
の
金
を
得
た
こ
と
で
酒
や
遊
郭
通
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
十
八
歳
ご
ろ
、
材

木
店
に
働
き
に
行
き
、
そ
こ
で
友
人
と
金
を
盗
ん
だ
こ
と
が
発
覚
し
て
逮
捕
さ
れ

る
。
そ
の
後
も
再
犯
を
繰
り
返
し
、
入
獄
と
出
獄
を
繰
り
返
す
。
一
九
一
五
年
四

月
二
十
九
日
に
砂
風
呂
屋
の
娘
お
春
を
殺
害
し
、
所
持
し
て
い
た
金
品
を
奪
い
、

逃
走
す
る
。
こ
の
事
件
が
「
鈴
ヶ
森
お
は
る
殺
し
事
件
」
と
し
て
報
道
さ
れ
有
名

と
な
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
逃
走
し
た
石
井
藤
吉
は
、
一
九
一
五
年
六
月
十
八
日
に
横
浜
で
新
派

歌
人
大
槻
禎
郎
夫
妻
を
殺
害
し
金
品
を
盗
む
。
同
年
十
二
月
八
日
に
逮
捕
さ
れ
、

横
浜
地
方
裁
判
所
か
ら
死
刑
判
決
を
受
け
る
。 

の
ち
に
確
認
す
る
よ
う
に
、「
あ
る
抗
議
書
」
に
お
い
て
「
私
」
の
姉
の
事
件
の

モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
大
槻
慎
郎
夫
妻
の
事
件
の
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

石
井
藤
吉
は
、
獄
中
で
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
師
ウ
エ
ス
ト
と
Ｕ
・
Ｃ
・
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
か
ら
定
期
的
に
面
会
を
受
け
、
二
人
か
ら
送
ら
れ
た
聖
書
を
読
ん
だ
こ
と
が

き
っ
か
け
で
信
仰
心
に
目
覚
め
る
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
宗
教
体
験
に
よ

っ
て
、
死
刑
の
効
果
が
薄
れ
た
と
い
う
批
判
が
「
あ
る
抗
議
書
」
の
テ
ー
マ
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
。 

『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
は
一
九
一
九
年
一
月
に
石
尾
奎
文
閣
よ
り
発
行
さ
れ

た
。
内
容
は
石
井
藤
吉
に
よ
る
自
伝
で
あ
る
「
懺
悔
録
」
と
獄
中
感
想
の
「
所
感

日
記
」
の
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
編
者
は
原
戌
吉
で
あ
る
。
田
川
大
吉
郎
、
Ｕ
・

Ｃ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
、
有
馬
四
郎
助
の
三
者
に
よ
る
序
文
と
、
鈴
木
富
士
弥
に
よ

る
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
宛
て
の
書
簡
と
、
写
真
版
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
石
井
藤
吉
直

筆
の
原
稿
の
一
部
が
付
さ
れ
て
い
る
。
発
売
後
、
新
聞
に
は
「
鈴
ヶ
森
お
は
る
殺

し
事
件
」
の
犯
人
の
手
記
と
し
て
広
告
が
掲
載
さ
れ

た
（
１
０
）

。
の
ち
に
確
認
し
て
い

く
よ
う
に
、
「
私
」
が
手
記
の
出
版
に
つ
い
て
新
聞
の
広
告
で
知
る
こ
と
や
、
「
あ

る
抗
議
書
」
の
中
で
有
馬
四
郎
助
の
言
葉
が
典
獄
の
言
葉
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い

る
な
ど
、『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
周
辺
の
成
立
状
況
も
含
ん
だ
う
え
で
引
用
が
な

さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
同
時
代
の
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
の
受
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
雑

誌
『
主
婦
の
友
』
誌
上
に
お
け
る
記
事
で
、「
彼
の
獄
中
で
物
し
た
懺
悔
録
『
聖
徒

と
な
れ
る
悪
徒
』
は
八
カ
国
語
に
訳
さ
れ
る
ほ
ど
、
社
会
に
大
き
な
セ
ン
セ
イ
シ

ョ
ン
を
起
こ
し
た
の
で
し
た

」
（
１
１
）

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
程
度
の
知
名
度
が

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
記
事
内
で
「
石
井
藤
吉
も
救
わ
れ
た
」
と

い
う
小
題
が
付
さ
れ
た
節
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
読
者
は
石
井
藤
吉
に

つ
い
て
の
情
報
と
、
彼
が
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
教
誨
を
受
け
た
こ
と
を
あ
る
程
度
把

握
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二 

テ
ク
ス
ト
の
比
較 

 

菊
池
寛
の
「
あ
る
抗
議
書
」
に
お
い
て
、『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
は
ほ
と
ん
ど

引
き
写
し
の
よ
う
な
形
で
引
用
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
引
用
に
つ
い
て
三
種
類
に

分
類
し
た
。 
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）

（
11
）



 

➀
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
の
記
述
を
一
部
削
除
し
て
引
用
し
た
も
の
。 

➁
書
き
換
え
ら
れ
て
類
似
し
た
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
。 

➂
細
か
い
異
同
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
言
葉
を
用
い
て
い
る
も
の
。 

 

本
節
で
は
、
特
に
➀
と
➁
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
。 

➀
の
一
部
削
除
し
て
引
用
し
て
い
る
も
の
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
は
、

以
下
の
表
１
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
其
の
事
を
今
日
思
ひ
ま
す
と
、
私
の
其
当
時

の
心
は
誠
に
強
悪
の
人
間
で
あ
り
ま
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
普
通
の
悪
人
な

れ
ば
、
家
人
に
隣
の
人
を
呼
ば
れ
ゝ
ば
其
能
逃
走
い
た
し
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
と

反
対
で
害
を
加
へ
る
と
い
ふ
有
様
で
し
た

」
（
１
２
）

と
い
う
自
分
の
起
こ
し
た
事
件

に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
い
る
言
葉
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
例
が
挙
げ
ら
れ

る
。 

 表
１ 

事
件
の
様
子
に
つ
い
て
の
記
述 

場
に
在
り
合
せ
た
る
手
拭
に
て
首
を

締
る
の
を
妻
君
が
見
て
居
り
ま
し
た

か
ら
、
又
妻
君
が
精
力
一
杯
の
大
聲
を

發
し
て
人
殺
し
と
呼
び
ま
し
た
か
ら
、

又
其
の
場
に
在
り
合
わ
せ
た
る
細
帯

に
て
遂
に
二
人
共
殺
し
て
し
ま
ひ
ま

し
た
。
さ
う
し
て
居
り
ま
す
と
隣
家
に

て
人
の
聲
が
い
た
し
ま
す
か
ら
、
金
や

品
物
を
持
ち
出
す
間
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
、
唯
其
の
場
所
に
在
り
ま
し
た
女

持
ち
の
金
模
様
の
時
計
を
一
個
だ
け

盗
ん
で
出
て
来
て
了
ひ
ま
し
た
。
其
の

当
時
の
心
は
誠
に
強
悪
の
人
間
で
あ

り
ま
し
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
普
通

の
悪
人
な
れ
ば
、
家
人
に
隣
の
人
を
呼

ば
れ
ゝ
ば
其
能
逃
走
い
た
し
ま
す
が
、

私
は
そ
れ
と
反
対
で
害
を
加
へ
る
と

い
ふ
有
様
で
し
た
。
其
の
場
所
に
て
、

夫
が
私
の
為
に
締
め
殺
さ
れ
る
の
を

目
前
に
見
て
居
る
妻
君
の
心
の
中
は

如
何
様
に
恐
ろ
し 

し
ま
す
か
ら
、
隣
の
人
に
聞
え
て
は
悪

い
と
思
い
ま
し
て
、
そ
の
場
に
あ
り
合

わ
せ
た
る
手
拭
に
て
首
を
締
め
る
の

を
、
細
君
が
見
て
居
り
ま
し
て
、
細
君

が
精
一
杯
の
大
声
を
発
し
て
人
殺
し

と
呼
び
ま
し
た
か
ら
、
又
其
の
場
に
在

り
合
わ
せ
た
細
帯
に
て
遂
に
二
人
共

殺
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
目
の
前
に
夫

が
締
め
殺
さ
れ
る
の
を
見
て
居
る
細

君
の
心
情
は
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
く
思

わ
れ
た
で
し
ょ
う
。
』
と
、
呑
気
な
こ

と
を
書
い
て
あ
り
ま
す
。 

(

前
略)

十
八
日
の
夜
、
或
る
家
へ
忍

び
込
み
て
、
家
人
を
縛
り
ま
し
て
、
妻

君
に
金
を
出
せ
と
脅
迫
い
た
し
て
居

り
ま
す
と
、
主
人
が
盗
賊
々
々
と
大

聲
を
發
し
ま
す
か
ら
、
隣
の
人
に
聞

え
て
は
悪
い
と
思
ひ
ま
し
て
、
其
の 

『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』 

(

前
略)

坂
下
鶴
吉
は
、
そ
の
夜
の
こ

と
を
次
の
様
に
申
し
て
居
り
ま
す
。

『
廿
一
日
の
夜
あ
る
家
へ
忍
び
込
み

て
、
家
人
を
縛
り
ま
し
て
細
君
に
金

を
出
せ
と
脅
迫
い
た
し
て
居
り
ま
す

と
、
主
人
が
盗
賊
々
々
と
、
大
声
を
発 

「
あ
る
抗
議
書
」 
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）



 

こ
の
よ
う
な
操
作
を
通
じ
て
、
自
ら
の
起
こ
し
た
犯
罪
の
「
極
悪
」
と
認
識
で

き
る
石
井
藤
吉
か
ら
、
自
ら
の
起
こ
し
た
犯
罪
を
悔
悟
せ
ず
、
考
え
直
す
こ
と
が

な
い
坂
下
鶴
吉
と
し
て
人
物
造
形
が
な
さ
れ
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
坂
下
鶴
吉

は
意
識
的
に
更
生
不
可
能
な
悪
人
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

➁
の
表
現
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
例
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
表
２
の
よ
う
に
、

歌
の
大
枠
自
体
は
変
わ
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
表
現
が
大
き
く
変
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 表
２ 

辞
世
の
歌 

 

「
都
」
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、「
あ
る
抗
議
書
」
で
は
「
神
の
み
国
」
と
書
き
換

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
楽
し
さ
」
と
い
う
言
葉
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
坂
下
鶴

吉
の
内
面
が
直
接
的
に
描
か
れ
て
い
る
。「
楽
し
さ
」
と
い
う
感
情
は
被
害
者
遺
族

で
あ
る
「
私
」
の
持
つ
憤
り
と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

辞
世
の
歌
を
書
き
換
え
た
こ
と
で
、
よ
り
坂
下
鶴
吉
に
対
す
る
怒
り
が
引
き
起
こ

さ
れ
る
よ
う
に
計
算
さ
れ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 

次
の
表
３
の
例
で
は
「
骨
組
」
、
「
鼻
」
、
「
眉
」
に
関
す
る
描
写
が
似
通
っ
て
い

る
。 

 

表
３ 

容
貌
に
つ
い
て
の
記
述 

く
思
は
れ
た
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

(

石
井
藤
吉
「
十
七 

横
濱
の
夫
婦

殺
し
」)

 

 

左
に
掲
げ
る
の
が
刑
場
の
露
に
消
え

行
く
其
際
に
辞
世
と
し
て
私
に
書
き

送
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

名
は
汚
し
此
身
は
獄
に
は
て
る
と
も 

『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』 

彼
自
身
『
人
の
世
の
罪
の
汚
れ
を
浄

め
つ
ゝ
神
の
み
国
へ
急
ぐ
楽
し
さ
』

と
、
辞
世
に
述
べ
て
あ
る
如
く
、
天

国
へ
行
け
る
積
り
で
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
。 

「
あ
る
抗
議
書
」 

私
は
或
日
東
京
監
獄
の
独
房
に
端

然
と
し
て
跪
坐
せ
る
彼
れ
を
見
舞

ひ
ま
し
た
。
一
見
す
る
所
彼
れ
の
骨

組
の
如
何
に
も
逞
し
く
し
て
、
眼
は

大
に
眉
毛
は
飽
迄
濃
く
、
鼻
亦
大
に

し
て
而
か
も
低
く
、
若
し
夫
れ
之
に 

『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』 

骨
組
の
如
何
に
も
逞
し
い
身
体
、
眼

は
血
走
っ
て
眉
毛
は
飽
く
迄
も
濃

く
、
穢
悪
大
き
な
低
い
鼻
と
云
い
、

太
く
横
に
走
っ
た
唇
と
云
い
、
人
間

の
獰
猛
な
獣
性
が
身
体
全
体
に
溢

れ
て
居
る
よ
う
な
男
で
あ
り
ま
し 

「
あ
る
抗
議
書
」 

心
は
潔
め
今
日
は
都
へ 

(

有
馬
四
郎
助
「
は
し
が
き
」)
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『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
の
叙
述
は
典
獄
の
有
馬
四
郎
助
が
石
井
藤
吉
の
容
貌

と
し
て
評
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
有
馬
四
郎
助
が
こ
の
文
の
後
に
「
喜
色

を
満
面
に
漂
へ
た
る
柔
和
の
面
相
は
、
訪
問
せ
る
私
を
し
て
意
外
に
愛
着
の
情
を

禁
じ
得
ざ
ら
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た
の
と
は
対
照
的
に
、「
あ
る
抗
議

書
」
で
は
「
獰
猛
な
獣
性
が
身
体
全
体
に
溢
れ
て
居
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
あ
る
抗
議
書
」
の
描
写
は
坂
下
鶴
吉
が
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
場
面
の
も
の
で
あ

る
た
め
、
こ
の
段
階
で
は
改
宗
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
よ
う
な
表
現
に

な
る
の
は
仕
方
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
穢
悪
」
や
「
獣
性
」
と
い
う
言
葉
の
追

加
に
よ
っ
て
坂
下
鶴
吉
の
「
悪
人
」
と
し
て
の
面
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。 

以
上
よ
り
、
引
用
の
際
に
加
わ
っ
た
操
作
に
よ
っ
て
本
質
的
で
更
生
不
可
能
な

悪
人
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

な
お
、
③
の
例
の
中
で
も
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
は
、
作
中
で
は
直
接
的
な
引

用
の
ほ
か
に
も
事
件
や
周
辺
の
事
象
な
ど
多
く
の
こ
と
を
作
中
に
取
り
入
れ
た
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
の
表
４
の
場
面
の
よ
う
に
「
典
獄
」
の
言
葉
の
引
用
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
種
本
の
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
で
は
も
と
と
な
っ
た
「
は
し

が
き
」
の
記
述
は
実
際
に
典
獄
で
あ
る
有
馬
四
郎
助
が
書
い
て
い
る
な
ど
、
執
筆

者
の
肩
書
き
に
つ
い
て
も
合
致
し
て
い
る
。 

 

表
４ 

典
獄
に
よ
る
死
刑
執
行
時
の
記
述 

 

ま
た
、
「
あ
る
抗
議
書
」
で
は
「
殊
に
、
こ
の
書
に
『
看
守
と
巡
査
と
に
説
教
』

な
る
一
項
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
実
際
の
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪

徒
』
内
の
「
所
感
日
記
」
に
「
十
七 

看
守
と
巡
査
に
説
教
」
が
収
録
さ
れ
て
い

る
な
ど
、『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
及
び
石
井
藤
吉
に
関
す
る
事
象
か
ら
多
く
の
こ

と
を
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

続
い
て
、
石
井
藤
吉
が
起
こ
し
た
実
際
の
事
件
と
の
比
較
に
移
る
。「
あ
る
抗
議

獰
猛
の
心
を
持
た
し
む
る
な
ら
ば
、

如
何
に
も
怖
し
か
る
こ
と
に
ぞ
と
想

像
す
る
だ
に
戦
慄
す
る
程
で
あ
り
ま

し
た
。(

有
馬
四
郎
助
「
は
し
が
き
」) 

た
。 

(

前
略)

唯
だ
偏
に
天
の
彼
方
に
光
明

の
世
界
を
認
め
、
罪
の
重
荷
を
投
下

ろ
し
て
恋
し
き
故
郷
に
旅
立
ち
帰
る

心
地
に
て
、
喜
色
満
面
勇
み
立
つ
た

其
姿
は
、
坐
ろ
に
立
会
の
官
吏
達
を

感
嘆
せ
し
め
ざ
る
は
な
か
つ
た
と
申

し
ま
す
。(

有
馬
四
郎
助
「
は
し
が

き
」)

 

『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』 

し
か
も
典
獄
な
る
人
ま
で
が
、
そ
の

最
後
の
情
景
を
叙
べ
て
、
『
罪
の
重

荷
を
投
げ
下
ろ
し
て
、
恋
し
き
故
郷

に
旅
立
ち
帰
る
心
持
に
て
、
喜
色
満

面
勇
み
立
っ
た
そ
の
姿
は
坐
ろ
に

立
会
の
官
吏
達
を
感
嘆
せ
し
め
ざ

る
は
な
か
っ
た
と
申
し
ま
す
。
』

云
々
と
、
ま
る
で
決
死
隊
の
勇
士
を

送
る
よ
う
な
讃
嘆
の
言
葉
を
洩
し

て
居
ま
す
。 

「
あ
る
抗
議
書
」 
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書
」
で
は
被
害
者
夫
婦
の
夫
に
つ
い
て
「
大
正
三
年
の
三
月
迄
東
京
で
雑
誌
記
者

を
致
し
て
居
り
ま
し
た
。
が
、
そ
の
頃
痼
疾
の
肺
が
だ
ん
〴
〵
悪
く
な
り
か
け
ま

し
た
の
で
、
転
地
療
養
の
為
、
妻
の
実
家
即
ち
私
の
家
の
所
在
地
な
る
千
葉
町
へ

参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
実
際
の
事
件
の
被
害
者
で
あ
る

大
槻
禎
郎
の
職
業
に
つ
い
て
、
新
聞
報
道
で
は
「
昨
年
春
よ
り
神
奈
川
県
師
範
学

校
書
記
を
勤
め
居
り
し
が
都
合
に
依
り
辞
職
し
数
年
前
よ
り
自
己
の
主
宰
し
居
れ

る
短
歌
雑
誌
「
扉
」
の
編
集
に
専
ら
力
を
注
ぎ
新
派
歌
人
と
し
て
多
少
世
間
に
し

ら
れ
せ
し
が(

後
略)

」
（
１
３
）

と
あ
り
、
雑
誌
編
集
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、「
早
稲
田
大
学
文
科
に
入
学
し
た
る
も
病
気
の
た
め
翌
三
十
九
年
九
月
退
学

し
再
び
横
浜
に
赴
き
四
十
年
十
一
月
よ
り
神
奈
川
県
女
子
師
範
及
県
立
高
等
女
学

校
の
書
記
と
な
り(

後
略)

」
（
１
４
）

と
あ
り
、
肺
病
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
も
の

の
、
病
気
を
患
っ
て
い
た
こ
と
自
体
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
よ
り
、

被
害
者
に
つ
い
て
は
境
遇
の
上
で
は
モ
デ
ル
と
な
る
事
件
か
ら
大
き
く
離
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
被
害
者
夫
婦
の
妻
と
し
子
の
弟
と
し
て
設
定
さ
れ

た
「
私
」
の
存
在
や
「
転
地
療
養
」
に
よ
り
快
方
に
向
か
っ
て
い
た
「
痼
疾
の
肺
」

な
ど
、
新
聞
か
ら
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
あ
る

程
度
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
ま
じ
え
ら
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。 

ま
た
、
他
に
大
き
な
差
異
と
し
て
、
次
節
で
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
、『
聖
徒
と

な
れ
る
悪
徒
』
で
書
か
れ
て
い
た
事
件
の
環
境
的
な
要
因
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。 

 

三 

「
良
民
」
と
移
行
さ
れ
る
「
無
智
」 

 

「
あ
る
抗
議
書
」
に
登
場
す
る
坂
下
鶴
吉
が
石
井
藤
吉
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る

こ
と
や
、
テ
ク
ス
ト
が
成
立
し
た
背
景
を
確
認
し
て
き
た
。『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』

か
ら
の
引
用
を
見
る
限
り
、
そ
の
範
囲
は
「
は
し
が
き
」
か
ら
手
記
後
半
の
「
十

七 

看
守
と
巡
査
に
説
教
」
に
至
っ
て
お
り
、
菊
池
寛
が
一
部
だ
け
を
拾
い
読
み

し
た
の
で
は
な
く
通
読
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
菊
池
寛
は
石
井
藤
吉
の

人
物
像
を
あ
る
程
度
把
握
し
た
う
え
で
、
坂
下
鶴
吉
と
い
う
人
物
を
造
形
し
て
い

る
。 

 

そ
れ
で
は
、
石
井
藤
吉
か
ら
坂
下
鶴
吉
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
る
う
ち
に
、
ど
の

よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
、
石
井
藤
吉
が
自
ら
を
ど
の
よ

う
に
語
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 

石
井
藤
吉
は
以
下
の
通
り
、
自
ら
の
こ
と
を
「
無
学
で
無
知
識
な
者
」
と
述
べ

て
い
る
。 

  
 

そ
れ
は
私
は
子
供
の
時
に
、
親
が
貧
乏
で
家
計
困
難
の
為
め
、
小
学
校
へ
二

年
足
ら
ず
し
か
通
は
な
か
つ
た
の
と
、
其
後
三
十
余
年
筆
墨
を
手
に
持
つ
た

事
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら
、
御
承
知
の
通
り
無
学
で
無
知
識
な
者
、
到
底
面

倒
な
か
ざ
り
や
理
屈
を
書
き
加
へ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す

。
（
１
５
） 

  
「
家
計
困
難
」
の
た
め
に
小
学
校
に
二
年
間
し
か
通
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
述
べ
、
自
分
を
「
無
学
」
な
人
物
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
無
学
」

の
原
因
と
な
っ
た
自
ら
の
家
庭
環
境
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。 

  
 

父
が
相
変
ら
ず
の
好
き
な
酒
を
毎
日
々
々
大
飲
み
な
さ
れ
る
た
め
、
自
分
が
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行
商
で
儲
け
た
金
は
皆
自
分
の
好
き
な
酒
の
た
め
に
費
や
し
て
、
母
に
は
一

銭
も
渡
さ
な
か
つ
た
こ
と
は
度
々
で
ご
ざ
い
ま
し
た

。
（
１
６
） 

  

石
井
藤
吉
の
父
親
は
酒
を
飲
み
、
稼
ぎ
の
ほ
と
ん
ど
を
使
っ
て
い
た
。
そ
の
た

め
、
石
井
藤
吉
は
十
歳
の
時
に
学
校
を
や
め
る
。
ま
た
、
父
の
酒
癖
は
悪
く
、
石

井
藤
吉
は
「
他
人
様
の
お
世
話
に
な
ら
ぬ
様
に
」
父
に
付
き
添
っ
て
い
た
。
さ
ら

に
、
十
一
歳
の
頃
に
母
が
コ
レ
ラ
に
感
染
し
、
そ
の
薬
代
の
た
め
に
彼
も
働
い
て

い
た
。
そ
の
よ
う
な
家
庭
環
境
を
石
井
藤
吉
自
身
は
「
家
庭
の
不
規
律
」
と
述
べ

て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
家
族
の
た
め
に
働
く
様
子
を
隣
人
か
ら
「
孝
子
」
と

評
さ
れ
て
お
り
、「
あ
る
抗
議
書
」
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
本
質
的
な
悪
人
と
は

言
い
難
い
。 

 

そ
の
後
、
石
井
家
は
一
家
そ
ろ
っ
て
引
っ
越
す
の
で
あ
る
が
、
石
井
藤
吉
は
そ

こ
で
犯
罪
傾
向
を
強
め
て
い
く
。 

  
 

所
で
、
そ
の
辺
の
近
所
は
誠
に
悪
い
習
慣
で
、
親
爺
で
も
子
供
で
も
十
二
三

歳
に
な
る
と
皆
金
子
を
賭
け
て
勝
負
事
を
す
る
習
慣
の
所
で
ご
ざ
い
ま
し
た

か
ら
、
悪
い
事
は
見
習
ひ
易
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
ツ
イ
悪
い
銭
遊

び
を
致
す
様
に
な
り
ま
し
た
。
斯
う
な
り
ま
す
る
と
、
銭
が
欲
し
く
な
り
ま

し
て
、
両
親
よ
り
小
遣
銭
を
貰
ふ
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
ソ
ロ
ソ
ロ
親
の

目
を
盗
ん
で
家
の
金
や
品
物
を
持
ち
出
す
様
に
成
り
ま
し
た
。
此
の
事
が
悪

事
を
す
る
初
め
で
ご
ざ
い
ま
し
た

。
（
１
７
） 

  

周
辺
の
悪
い
環
境
に
感
化
さ
れ
、
盗
み
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
藤
吉
は
、
こ
の

後
、
奉
公
先
な
ど
で
も
盗
み
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
捕
ら
え
ら
れ

て
、「
監
獄
」
へ
と
送
ら
れ
る
が
、
初
犯
で
あ
っ
た
た
め
に
扱
い
は
「
寛
大
」
な
も

の
だ
っ
た
。
石
井
藤
吉
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。 

  
 

初
犯
者
は
御
上
様
で
御
寛
大
に
お
取
扱
つ
て
下
さ
い
ま
し
て
、
再
犯
者
よ
り

は
何
分
か
楽
に
致
せ
て
頂
き
ま
す
か
ら
、
獄
内
に
在
り
て
も
、
苦
痛
苦
労
と

云
ふ
事
が
此
の
身
に
あ
ま
り
感
じ
な
か
つ
た
事
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
此
事
が

私
の
終
始
身
を
過
る
原
因
で
あ
り
ま
し
た
。
何
な
れ
ば
、
御
上
様
の
御
慈
悲

は
、
人
は
初
め
て
の
過
失
は
致
し
方
が
無
い
か
ら
、
な
る
た
け
寛
大
に
取
扱

つ
て
下
さ
る
御
趣
意
を
、
私
が
其
の
御
趣
意
を
解
す
る
だ
け
の
学
力
が
あ
れ

ば
、
有
難
く
感
じ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
無
学
の
私
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、

其
の
有
難
さ
御
寛
大
な
る
お
慈
悲
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
却
て

監
獄
と
云
ふ
所
は
何
ん
で
も
な
い
と
云
ふ
考
え
を
持
ち
ま
し
た

。
（
１
８
） 

  

こ
う
し
て
、「
無
学
」
の
た
め
に
「
御
趣
意
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
石
井
藤
吉
は
「
監
獄
」
を
「
何
で
も
な
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
石
井
藤

吉
が
「
御
上
様
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
は
、
刑
罰
や
司
法
の
主
体
が
天

皇
に
あ
る
と
い
う
意
識
の
反
映
で
あ
ろ
う

。
（
１
９
）

後
に
見
る
よ
う
に
、
国
家
を
中
心

に
刑
罰
や
司
法
を
通
じ
て
「
慈
悲
」
を
得
る
べ
き
「
良
民
」
が
、
被
害
者
か
加
害

者
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
を
巡
っ
て
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
以
上
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
石
井
藤
吉
は
自
身
が
犯
罪
を
繰
り
返
す
よ
う

に
な
る
環
境
的
な
要
因
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
あ
る
抗
議
書
」
内
で
は
そ
れ
ら
の
事
情
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
の
中
村
星

湖
の
指
摘
の
よ
う
な
「
あ
る
抗
議
書
」
の
持
つ
問
題
点
は
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』

の
石
井
藤
吉
か
ら
「
あ
る
抗
議
書
」
の
坂
下
鶴
吉
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
段
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階
で
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
貧
困
や
家
庭
環
境
な
ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
石

井
藤
吉
が
、「
獰
猛
救
ひ
が
た
き
人
間
」
と
い
う
本
質
的
な
悪
人
坂
下
鶴
吉
へ
と
単

純
化
さ
れ
、
書
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
あ
る
抗
議
書
」
に
お
け
る
「
私
」
の
母
親
と
い
う

登
場
人
物
で
あ
る
。
彼
女
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
新
聞
報
道
や
『
聖
徒
と
な
れ

る
悪
徒
』
に
は
登
場
し
な
い
人
物
で
あ
り
、「
私
」
同
様
に
菊
池
寛
が
創
作
し
た
人

物
で
あ
る
。「
私
」
の
母
は
事
件
に
よ
る
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
体
調
を
崩
し
、
腎
臓
炎
に

よ
っ
て
死
亡
す
る
。「
私
」
の
語
り
は
、
事
件
当
時
の
様
子
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
具

体
的
な
台
詞
が
一
切
描
か
れ
な
い
姉
夫
婦
と
は
対
照
的
に
、
母
の
言
葉
を
繰
り
返

し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
見
れ
ば
、
作
品
内
部
で
の
母

親
の
存
在
感
は
大
き
い
と
言
え
る
。 

 

石
井
藤
吉
と
「
私
」
の
母
親
は
そ
の
「
無
智
」
や
「
無
学
」
が
描
か
れ
る
点
で
、

相
似
す
る
存
在
だ
と
言
え
る
。
石
井
藤
吉
は
、「
無
学
」
の
た
め
に
「
慈
悲
」
を
は

じ
め
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
的
に
獄
中
に
お
い
て
学
ぶ
機
会
を
得
て

い
る

。
（
２
０
）

そ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
の
母
は
作
品
の
末
尾
で
「
私
は
、
母
の
愚
か
な

期
待
を
思
い
出
す
ご
と
に
、
彼
女
の
無
智
を
憫
れ
む
潜
々
た
る
涙
を
抑
え
る
こ
と

が
出
来
ま
せ
ん
」
と
語
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
無
学
」
や
「
無
智
」
で
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
石
井
藤
吉
を
書
き
換
え
る
こ
と
で
造

形
さ
れ
た
坂
下
鶴
吉
は
、
「
無
学
」
で
あ
る
こ
と
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
書
き
換
え
を
見
る
と
、
石
井
藤
吉
が
述
べ
て
い
た
「
無
学
」
と
い
う

特
性
は
、
「
私
」
の
母
親
の
方
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
あ

る
抗
議
書
」
で
は
「
現
代
の
刑
法
」
や
「
司
法
制
度
に
於
け
る
文
明
主
義
」
と
い

う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
対
置
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
取
り
残
さ
れ
た

人
物
と
し
て
被
害
者
が
描
か
れ
て
い
る
。「
私
」
の
語
り
は
、
自
分
た
ち
に
つ
い
て

「
無
念
が
正
当
に
晴
さ
れ
る
こ
と
を
、
良
民
の
一
人
と
し
て
国
家
に
要
求
す
る
権

利
が
あ
る
」
と
述
べ
、
被
害
者
た
ち
を
「
良
民
」
や
「
臣
民
」
と
い
う
言
葉
で
自

ら
を
位
置
づ
け
て
い
る
。「
私
」
が
語
る
「
良
民
」
は
、
抗
議
書
を
通
じ
て
「
国
家

に
要
求
」
し
、
制
度
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
だ
っ

た
と
い
う
点
で
は
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

そ
の
一
方
で
、
「
国
家
」
に
対
す
る
要
求
を
行
う
際
に
、
「
文
明
主
義
」
や
「
現

代
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
刑
罰
制
度
を
「
自
然
」
や
「
無
智
」
と

い
っ
た
概
念
と
対
置
し
て
お
り
、
被
害
者
た
ち
の
考
え
が
「
自
然
」
と
述
べ
ら
れ

て
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
刑
罰
制
度
に
関
し
て
は
歴
史
的

に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
な
す
立
場
が
取
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
国
家
の

刑
罰
機
関
の
効
果
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
よ
っ
て
蹂
躙
さ
れ
た
」
と
語
ら
れ
、

「
文
明
主
義
」
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
る

。
（
２
１
）

こ
う
し
た
視
点
は
、

現
実
に
石
井
藤
吉
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
捨
象
し
、
被
害
者
遺
族
の
感
情
だ
け

を
「
自
然
」
な
も
の
と
し
て
特
権
化
し
て
い
る
と
い
う
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
。

「
私
」
が
語
る
「
良
民
」
と
い
う
概
念
は
坂
下
鶴
吉
の
よ
う
な
「
悪
人
」
を
排
除

す
る
形
で
成
立
し
て
お
り
、「
悪
人
」
が
「
国
家
に
要
求
す
る
権
利
」
に
つ
い
て
は

考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
指
摘
で
き
る
。 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
あ
る
抗
議
書
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
自
体
が
石
井

藤
吉
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
か
ら
意
図
的
に
石
井
藤
吉
の
生
い
立
ち
や
悔
悟
な

ど
を
捨
象
し
、
「
無
智
」
と
い
う
属
性
を
奪
い
取
る
形
で
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
構
図
は
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
良
民
」
が
加
害
者
の
存
在
を
排
除
す

る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
部
の
構
造
と
重
な
る
。『
聖
徒
と
な

れ
る
悪
徒
』
か
ら
「
あ
る
抗
議
書
」
へ
の
書
き
換
え
に
は
、
社
会
や
教
育
制
度
か

ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
た
加
害
者
の
声
を
奪
い
、
本
質
的
な
悪
人
と
し
て
描
い
て
い
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る
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
。 

 

四 

お
わ
り
に 

  

以
上
、「
あ
る
抗
議
書
」
に
つ
い
て
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
と
の
比
較
を
通
じ

て
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
比
較
を
通
じ
て
、
こ
の
作
品
が
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』

か
ら
の
引
用
を
作
中
作
の
形
で
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と

や
、
石
井
藤
吉
の
悔
悟
や
環
境
的
要
因
が
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
人

と
し
て
の
性
質
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
「
私
」

の
母
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
石
井
藤
吉
の
持
っ
て
い
た
「
無
学
」
と
い
う
性
質
が

奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
テ
ク
ス
ト
内
部
で
語
ら
れ
る
「
良
民
」
と
い
う
概
念
が

加
害
者
の
存
在
を
排
除
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
成
立

と
重
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
あ
る
抗
議
書
」
が
加
害
者
の
声
や
要
求
と
い
う
も

の
を
排
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
。 

こ
の
作
品
は
発
表
か
ら
長
い
間
読
ま
れ
受
容
さ
れ
続
け
て
き
た
作
品
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
刑
罰
や
司
法
と
い
っ
た
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
意
識
が
読
み
取
る
こ

と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
と
石
井
藤
吉

を
念
頭
に
再
読
し
た
と
き
、
そ
こ
に
多
く
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。「
あ
る
抗
議
書
」

は
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
が
持
っ
て
い
た
加
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
被
害
者
で

あ
る
と
い
う
石
井
藤
吉
の
立
場
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
現
実

の
複
雑
な
状
況
を
本
質
的
な
被
害
者
と
加
害
者
と
い
う
構
図
へ
と
単
純
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
単
純
さ
が
か
え
っ
て
共
感
を
呼
ん
だ
と
考

え
ら
れ
る
。 

今
後
は
「
あ
る
抗
議
書
」
が
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
や
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上

で
、
普
遍
的
な
被
害
者
遺
族
の
感
情
を
描
い
た
作
品
と
し
て
で
は
な
く
、
モ
デ
ル

と
な
っ
た
事
件
を
持
っ
た
作
品
と
し
て
、
再
度
文
学
史
の
う
ち
に
位
置
づ
け
な
お

す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

注 

(

１)
 

牧
野
英
一
・
久
米
正
雄
・
菊
池
寛
・
佐
々
木
茂
索
「
牧
野
英
一
博
士
に
物
を
訊
く
座
談

会
」(

『
文
藝
春
秋
』
九
巻
十
一
号 

一
九
三
一
年
十
一
月)

 

(

２)
 

中
里
信
一
「
処
罰
の
ア
ス
ペ
ク
ト―

―

菊
池
寛
の
『
あ
る
抗
議
書
』
に
つ
い
て―

―

」

(

『
愛
知
学
院
大
学
論
叢 

一
般
教
育
研
究
』
三
十
五
巻
三
・
四
号 

一
九
八
八
年
三

月)
 

(

３)
 

石
川
巧
「
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
文
学―

―

菊
池
寛
が
描
い
た<

法>

と<

法
廷

>
―

―

」(

『
日
本
近
代
文
学
』
九
十
一
集 

二
〇
一
四
年
十
一
月)

 

(

４)
 

前
掲
石
川
「
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
文
学―

―

菊
池
寛
が
描
い
た<

法>

と<

法

廷>
―

―

」
。
注(

１)

の
座
談
会
に
お
い
て
、
久
米
正
雄
が
「
大
分
『
あ
る
抗
議
書
』
に

つ
い
て
は
先
生(

引
用
者
注
：
牧
野
英
一)

に
攻
撃
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
そ
の
時
分
か

ら
評
判
で
し
た
ね
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
同
時
代
の
読
者
は
新
派
刑

法
理
論
へ
の
批
判
を
描
い
た
作
品
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
同
時
代

的
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
く
反
映
し
た
作
品
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。 

(

５)
 

佐
々
木
満
「
恩
讐
の
彼
方
へ
」(

『
文
学
に
現
れ
た
罪
と
罰
』
矯
正
協
会 

一
九
八
五

年
五
月)

。
そ
の
ほ
か
、
司
法
関
係
者
に
よ
る
作
品
の
読
解
と
し
て
、
岡
田
良
平
「
文
学

と
司
法 

小
説
「
あ
る
抗
議
書
」
の
意
味
す
る
も
の
」(

『
捜
査
研
究
』
二
十
巻
五
号 

一
九
七
一
年
五
月)

が
あ
る
。 

(

６)
 

中
村
星
湖
「
四
月
の
創
作
」(

『
太
陽
』
一
九
一
九
年
五
月 

『
文
芸
時
評
体
系 

大

正
篇
』
第
七
巻 
ゆ
ま
に
書
房 

二
〇
〇
六
年
十
月
所
収)
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(
７)

 

亀
屋
美
祢
雄
「
「
或
る
抗
議
書
」
の
黙
殺
に
就
い
て
」(

『
刑
政
』
四
十
五
巻
二
号 

一

九
三
二
年
二
月)

 

(

８)
 

玖
波
文
一
郎
「
行
刑
小
話(

七)

」(

『
刑
政
』
四
十
四
巻
十
一
号 

一
九
三
一
年
十
一

月)
 

(

９)
 

正
木
亮
・
山
川
菊
栄
・
松
岡
洋
子
・
守
屋
東
・
鈴
木
布
美
「
婦
人
に
聴
く
死
刑
問
題
」

(

『
社
会
改
良
』
第
一
巻
四
号 

一
九
五
六
年
五
月)

 

(

１０)
 

「
出
版
界
」(

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊 

一
九
一
九
年
一
月
十
八
日 

六
頁)

 

(

１１)
 

婦
人
記
者
「
囚
人
の
母
と
呼
ば
れ
た
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
女
史
の
尊
き
生
涯
」(

『
主
婦
の

友
』
十
五
巻
十
一
号 

一
九
三
一
年
十
一
月)

 

(

１２)
 

「
十
七 

横
濱
の
夫
婦
殺
し
」(

『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
一
九
一
九
年
一
月 

石
尾

奎
文
閣)

 

(

１３)
 

「
新
派
歌
人
夫
婦
惨
殺
さ
る
」(

『
朝
日
新
聞
』
朝
刊 

一
九
一
五
年
六
月
一
九
日 

五
頁)

 

(

１４)
 
 

注(

１
３)

に
同
じ
。 

(

１５)
 
 

石
井
前
掲
書
、
一
～
二
頁 

(

１６)
 

石
井
前
掲
書
、
四
頁 

(

１７)
 

石
井
前
掲
書
、
九
頁 

(

１８)
 

石
井
前
掲
書
、
十
五
～
十
六
頁 

(

１９)
 

ダ
ニ
エ
ル
・
Ｖ
・
ボ
ツ
マ
ン
は
「
当
時(

引
用
者
注
・
明
治
初
期)

は
天
皇
の
威
光
が

ま
だ
国
民
の
大
部
分
に
行
き
届
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
明
治
政
府
の
指
導
者
た
ち
は
、

過
酷
な
刑
罰
を
緩
和
す
る
こ
と
で
、
天
皇
が
仁
君
で
あ
る
証
拠
を
立
て
、
岩
倉(

引

用
者
注
・
岩
倉
具
視)

の
意
見
書
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
武
治
之
時
代
」
が
終
わ
っ
た
こ

と
を
簡
単
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
」(

「
規
律
社
会
へ
」『
血
塗
ら
れ
た
慈
悲
、
鞭
打

つ
帝
国
』
二
〇
〇
九
年
一
〇
月 

イ
ン
タ
ー
シ
フ
ト)

と
指
摘
し
て
い
る
。
司
法
や

行
刑
の
主
体
を
天
皇
に
見
る
考
え
は
ボ
ツ
マ
ン
の
指
摘
す
る
明
治
期
の
変
革
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
意
識
と
連
続
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
石
井
藤
吉
は
『
聖
徒
と

な
れ
る
悪
徒
』
内
で
、
繰
り
返
し
神
や
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
感
謝
を
述
べ
て

お
り
、
司
法
の
主
体
を
「
御
上
」
か
ら
読
み
替
え
て
い
る
。 

(

２０)
 

石
井
藤
吉
に
よ
る
文
章
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
「
学
者
の
書
い
た
の
は
文
章
を
飾
る

か
ら
真
実
の
味
が
な
い
。
無
学
の
人
が
書
い
た
の
が
宜
い
か
ら
飾
ら
ず
に
書
き
な
さ

い
」
と
述
べ
た
こ
と
が
『
聖
徒
と
な
れ
る
悪
徒
』
で
明
か
さ
れ
て
い
る
。『
聖
徒
と
な

れ
る
悪
徒
』
内
に
掲
載
さ
れ
た
弁
護
士
の
鈴
木
富
士
弥
か
ら
Ｕ
・
Ｃ
・
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
へ
の
書
簡
で
も
「
文
字
拙
し
と
雖
も
、
真
情
溢
る
ゝ
が
如
く
」
と
し
て
、
教
育
が

な
い
こ
と
や
文
章
が
拙
い
こ
と
を
真
実
や
真
情
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。 

(

２１)
 

繁
田
真
爾
「
監
獄
教
誨
の
誕
生
」(

『
「
悪
」
と
統
治
の
日
本
近
代
』
二
〇
一
九
年
七

月)

に
お
い
て
、
一
八
九
二
年
を
境
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
教
誨
が
後
退
し
、
浄
土

真
宗
の
僧
侶
が
監
獄
教
誨
を
ほ
と
ん
ど
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
誨
師
は
圧
倒
的
に
少
数
派
で
あ
り
、
そ
の
活

動
は
司
法
制
度
の
周
縁
的
な
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

菊
池
寛
の
述
べ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
「
蹂
躙
」
は
事
例
と
し
て
は
少
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

テ
ク
ス
ト
は
『
菊
池
寛
全
集 

第
二
巻
』(

一
九
七
〇
年
三
月 

文
芸
春
秋
新
社)

を
使
用
し

た
。 

 

(

お
く
む
ら 

な
お
ひ
ろ
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期)
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