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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
〉

概
念
が
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
く
過
程
に
文
学
は
い
か
に
関
わ
っ
て
い
た
の

か
。
そ
の
こ
と
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
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
作
業

の
一
環
と
し
て
村
上
春
樹
の
短
編
小
説
「
沈
黙

」
（
１
）

を
取
り
上
げ
、
分
析
評
価
を
行

な
っ
て
い
く
。 

本
作
は
一
九
九
一
年
に
発
表
後
、
村
上
自
身
の
作
品
集
の
ほ
か
、
中
高
生
を
読

者
に
想
定
し
た
『
集
団
読
書
テ
キ
ス
ト
』
や
『
は
じ
め
て
の
文
学
』
の
一
冊
と
し

て
刊
行
さ
れ
た
経
緯
も
あ
り
、
教
育
問
題
、
と
く
に
〈
い
じ
め
〉
の
文
脈
に
即
し

て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
作
者
の
村
上
自
身
も
〈
故
の
な
い
い
じ
め
に
あ
っ
て
、

孤
立
し
て
じ
っ
と
そ
れ
に
耐
え
る
男
の
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

〉
（
２
）

〈
同
じ
よ

う
な
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
（
そ
し
て
今
も
置
か
れ
て
い
る
）
人
々
の
心

の
支
え
に
少
し
で
も
な
っ
て
く
れ
た
ら
、
僕
と
し
て
は
と
て
も
嬉
し
い

〉
（
３
）

等
と

述
べ
、
学
校
空
間
を
ま
さ
に
生
き
て
い
る
人
々
の
意
識
へ
と
本
作
を
接
続
し
て
い

る
。 現

在
ま
で
に
本
作
を
〈
い
じ
め
〉
の
観
点
か
ら
も
っ
と
も
詳
し
く
論
じ
た
も
の

と
し
て
は
、
長
谷
川
達
哉
に
よ
る
論
考
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
同
論
に
て
長
谷
川
は

〈
（
注
：
大
沢
の
体
験
は
）
き
わ
め
て
八
〇
年
代
的
な
社
会
問
題
と
し
て
の
「
い
じ

め
」
と
い
く
つ
も
の
共
通
項
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る

〉
（
４
）

と
、
同
時
代
の
〈
い
じ

め
〉
問
題
と
本
作
と
の
共
通
性
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
作
を
改
め

て
読
ん
で
み
る
と
、
作
中
に
〈
い
じ
め
〉
の
名
詞
は
一
度
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い

（
動
詞
の
用
法
「
い
じ
め
ら
れ
る
」
が
一
度
、
登
場
す
る
の
み
）
。
本
作
を
〈
い
じ

め
〉
の
文
脈
に
て
読
め
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
は
〈
い
じ
め
〉

の
語
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
問
題
系
か
ら
微
妙
に
距
離
を
取
っ
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
〈
い
じ
め
〉
を
巡
り
交
わ
さ
れ
て
き
た
言
葉

の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
＝
〈
い
じ
め
言
説
〉
研
究
の
成
果
を
積
極
的
に
参
照
し
、

そ
の
相
違
点
を
も
明
ら
か
に
す
る
。
そ
う
し
て
本
作
を
読
み
替
え
て
い
く
こ
と
に

よ
り
、
特
に
〈
い
じ
め
〉
の
観
点
か
ら
見
た
本
作
の
意
義
を
再
考
し
て
い
き
た
い
。

（

５

） 

 

一 

大
沢
の
被
害
性 

 

〈
い
じ
め
〉
と
の
距
離

― 

村
上
春
樹
「
沈
黙
」
論 

―

秦　
　
　

光　

平
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「
沈
黙
」
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

「
僕
」
は
空
港
の
待
ち
時
間
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
仕
事
を
共
に
し
て
き
た
「
大
沢
」

に
「
今
ま
で
に
人
を
殴
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
」
と
訊
ね
て
み
た
。
温
厚
な
大

沢
が
中
学
以
来
、
二
十
年
以
上
も
ボ
ク
シ
ン
グ
を
続
け
て
い
る
こ
と
を
意
外
に
思

っ
た
の
だ
。「
一
度
だ
け
あ
る
」
と
答
え
た
大
沢
は
、
中
学
・
高
校
の
頃
に
経
験
し

た
「
危
機
」
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
。 

 

大
沢
は
中
学
生
当
時
、
同
級
生
の
「
青
木
」
に
悪
い
噂
を
流
布
さ
れ
、
憤
っ
て

彼
を
殴
っ
て
し
ま
う
。
青
木
と
ふ
た
た
び
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
高
校
三
年
生
時
、

受
験
戦
争
に
殺
伐
と
す
る
中
、
同
級
生
の
「
松
本
」
が
自
殺
す
る
事
件
が
起
き
る
。

大
沢
は
教
師
に
呼
び
出
さ
れ
、
ボ
ク
シ
ン
グ
経
験
の
み
を
根
拠
に
嫌
疑
を
か
け
ら

れ
て
し
ま
う
。
そ
の
日
を
境
に
大
沢
は
教
室
で
何
を
し
て
も
無
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
精
神
的
に
危
う
い
状
況
ま
で
追
い
や
ら
れ
る
が
、
自
身
へ
の
嫌
疑
を
吹
聴

し
た
張
本
人
が
青
木
で
あ
る
と
悟
っ
て
い
た
大
沢
は
、
電
車
で
彼
と
鉢
合
わ
せ
た

と
き
「
な
ぜ
か
ほ
ん
と
う
に
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
し
ま
う
」
。
大
沢
は
残
り
の
日

数
を
高
校
に
通
い
、
卒
業
、
進
学
を
果
た
す
。 

 

し
か
し
一
見
、
立
ち
直
っ
た
か
に
思
わ
れ
た
大
沢
は
、
そ
の
経
験
に
よ
る
傷
を

語
る
。
大
沢
は
青
木
そ
の
ひ
と
以
上
に
青
木
の
よ
う
な
人
間
の
発
言
を
鵜
呑
み
に

す
る
無
批
判
な
人
々
こ
そ
が
恐
ろ
し
く
、
今
も
な
お
悪
夢
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
話
し
終
え
た
大
沢
は
「
ビ
ー
ル
を
飲
み
ま
せ
ん
か
」
と
「
僕
」
を
誘

う
。
そ
の
こ
ろ
に
は
「
僕
」
も
ま
た
ビ
ー
ル
を
飲
み
た
い
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て

い
た
の
だ
っ
た
。 

以
上
の
よ
う
に
梗
概
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
本
作
に
お
い
て
「
大
沢
：
被
害
者

／
青
木
：
加
害
者
」
の
構
図
は
疑
う
べ
く
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
し
か
し

先
行
研
究
で
は
、
そ
の
自
明
性
は
相
対
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。
本
節
で
は
、
特
に

大
沢
の
被
害
性
が
い
か
に
し
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

大
沢
の
回
想
は
〈
こ
れ
ま
で
に
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
〉（
一
八
四
頁
）
と
訊
ね
た
「
僕
」
に
答
え
る
形
で
語
り
起
こ
さ
れ
る
。
そ
の
語

り
は
総
じ
て
、
自
身
が
集
団
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
個
人
で
あ
る
こ
と
を
好
む
人
間

だ
と
示
し
て
い
く
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
沢
の
語
り
は
〈
彼
（
注
：

大
沢
）
が
ボ
ク
シ
ン
グ
に
引
か
れ
た
い
ち
ば
ん
の
理
由
は
そ
れ
が
基
本
的
に
寡
黙

な
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。
ま
た
き
わ
め
て
個
人
的
な
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る

か
ら
だ
っ
た
〉
（
一
八
八
頁
）
と
の
自
己
認
識
と
と
も
に
始
ま
っ
て
い
く
。 

 

大
沢
に
と
っ
て
中
学
校
で
出
会
っ
た
青
木
は
〈
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
嫌
い
な
の

か
、
自
分
で
も
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
が
、
で
も
一
目
見
た
と
き
か
ら
そ
の
男

の
こ
と
が
い
や
で
い
や
で
し
か
た
な
か
っ
た
〉（
一
九
〇
頁
）
相
手
で
あ
っ
た
。
大

沢
の
語
り
に
お
い
て
青
木
は
集
団
の
空
気
を
司
り
、
世
論
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
才
覚
を
誇
示
し
て
い
く
人
物
と
し
て
浮
上
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
嫌
悪
感
は

ま
ず
も
っ
て
、
個
人
で
あ
る
こ
と
を
好
む
自
身
と
の
差
異
を
起
点
に
語
ら
れ
る
。

大
沢
は
当
時
の
自
意
識
〈
自
慢
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
僕
は
そ
の

頃
か
ら
僕
自
身
の
世
界
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。（
中
略
）
そ
し
て
そ
う

い
う
無
言
の
自
負
心
の
よ
う
な
も
の
が
青
木
を
刺
激
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
ん
で
す
〉（
一
九
四
頁
）
を
語
り
、
自
身
と
青
木
の
資
質
の
違
い
こ
そ
が
青
木
と

の
決
別
の
原
因
だ
っ
た
の
だ
と
因
果
づ
け
て
い
く
。 

こ
の
点
に
つ
い
て
岡
田
豊
は
、
学
校
集
団
か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
を
大
沢
が
自

ら
選
択
し
て
い
る
点
を
重
視
し
、
〈
大
沢
を
一
方
的
に
被
害
者
と
決
め
つ
け
る
こ

と
は
や
は
り
避
け
た
ほ
う
が
よ
い

〉
（
６
）

と
の
認
識
を
引
き
出
し
て
い
る
。 

 

ボ
ク
シ
ン
グ
ジ
ム
は
当
時
の
大
沢
に
と
っ
て
唯
一
の
安
ら
ぎ
の
場
で
あ
る
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と
同
時
に
、
学
校
で
の
級
友
と
の
関
係
の
疎
遠
を
推
し
進
め
る
要
素
も
持
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
青
木
の
言
う
こ
と
を
鵜
呑
み
に
し
た
連
中
」
に
弁
明

し
て
も
意
味
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
に
級
友
と
の
関
係
を
自

ら
絶
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
沢
の
み
を
被
害
者
と
見
る
こ
と
に
は

賛
成
し
が
た
い
。
そ
れ
以
前
に
も
、
沈
黙
を
強
い
ら
れ
る
事
態
を
生
ん
だ
原

因
の
一
端
が
大
沢
に
も
あ
っ
た
と
し
た
ら
、「
僕
自
身
の
世
界
」
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
鼻
に
か
け
、
人
付
き
合
い
が
悪
く
、
黙
し
て
語
ら
な
い
人
間
だ
っ

た
こ
と
が
、
皮
肉
に
も
集
団
か
ら
の
沈
黙
と
し
て
跳
ね
返
っ
て
き
た
と
い
う

面
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
関
係
の
疎
遠
と
沈
黙
と
を
セ
ッ
ト
に
し
た
形

で
、
大
沢
の
言
説
の
相
対
化
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。
（
７
） 

 

着
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
大
沢
の
言
動
と
、
そ
の
言
動
に
対
す
る
現
在

の
大
沢
の
意
識
で
あ
る
。〈
「
僕
自
身
の
世
界
」
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
鼻
に
か
け
、

人
付
き
合
い
が
悪
く
、
黙
し
て
語
ら
な
い
人
間
だ
っ
た
こ
と
〉
が
〈
沈
黙
を
強
い

ら
れ
る
事
態
を
生
ん
だ
原
因
の
一
端
〉
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
因
果
関
係
に
無

自
覚
な
現
在
の
大
沢
が
批
判
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
の
だ
。

（

８

）

こ
の
よ
う
に
本
作

に
お
け
る
大
沢
の
被
害
性
は
今
日
、
限
り
な
く
希
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
。
大
沢
は
い
ま
や
自
身
の
主
張
す
る
被
害
者
の
地
位
か
ら
は
半
ば
陥
落
し
、

そ
の
語
り
の
端
々
か
ら
自
身
の
側
の
落
ち
度
を
審
問
さ
れ
る
席
へ
と
追
い
や
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

な
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
把
握
は
、
本
作
に
お
い
て
大
沢
の
被
害
経
験
が
過
去

か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
連
続
し
て
語
ら
れ
て
い
る
以
上
、
読
解
上
は
妥
当
な
論
理

を
有
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
観
点
を
〈
い
じ
め
〉
の
側
に
移
し
て
み

た
と
き
、
そ
れ
が
典
型
的
な
「
い
じ
め
ら
れ
る
側
に
も
問
題
が
あ
る
」
式
の
被
害

者
有
責
論
と
同
型
を
為
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。「
い
じ
め
ら
れ
る
側
に
も
問
題
が
あ
る
」
の
物
言
い
は
質
的
に
異
な
る

事
象
に
原
因
／
結
果
の
因
果
関
係
を
導
入
す
る
こ
と
で
し
か
成
立
し
な
い
も
の

で
あ
り
、〈
い
じ
め
〉
を
考
え
る
上
で
倫
理
的
の
み
な
ら
ず
論
理
的
な
錯
誤
を
も
孕

む
も
の
で
あ
る
。

（

９

）

大
沢
が
教
室
の
大
勢
に
馴
染
む
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
か
ら

と
い
っ
て
〈
何
か
ど
う
し
て
も
必
要
な
用
が
あ
っ
て
話
し
か
け
て
も
返
事
は
戻
っ

て
き
ま
せ
ん
〉（
二
〇
八
頁
）〈
何
か
の
競
技
を
し
て
も
、
僕
は
事
実
上
ど
の
チ
ー

ム
に
も
入
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
誰
も
僕
と
ペ
ア
を
組
ん
で
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
教
師
は
一
度
も
孤
立
し
て
い
る
僕
を
助
け
よ
う
と
も
し
て
く
れ
ま
せ
ん

で
し
た
〉（
二
〇
九
頁
）
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
こ
と
を
大
沢
個
人
の

責
に
帰
す
論
理
が
成
立
す
べ
き
で
は
な
い
。 

 

い
や
、
筆
者
は
だ
か
ら
と
い
っ
て
先
行
研
究
の
す
べ
て
を
斬
り
棄
て
た
い
わ
け

で
は
な
い
。
提
起
し
た
い
の
は
そ
の
先
を
考
え
る
必
要
性
で
あ
る
。
い
ま
本
作
を

め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
記
述
を
追
い
、
意
味
づ
け
て
い
く
読

解
行
為
が
、
〈
い
じ
め
〉
を
論
ず
る
際
に
強
く
忌
避
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
〈
い
じ

め
〉
把
握
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
事
態
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

点
か
ら
、
本
作
に
社
会
問
題
化
以
降
の
〈
い
じ
め
〉
言
説
と
は
異
な
っ
た
方
向
性

の
思
想
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
推
測
さ
れ
よ
う
。〈
い
じ
め
〉
の
文
脈
に
て
読
ま

れ
て
い
る
は
ず
の
本
作
を
め
ぐ
り
こ
の
よ
う
な
事
態
の
生
じ
て
し
ま
う
事
情
に

つ
い
て
、
単
に
登
場
人
物
レ
ベ
ル
で
の
批
判
を
超
え
、
よ
り
思
考
が
深
め
ら
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
に
は
ま
ず
本
作
に
お
け
る
大
沢
と
い
う
人
物
の
ス
タ
ン
ス
を
よ
り

正
確
に
把
握
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
大
沢
は
自
身
の
被
害
経
験
を
語
る

際
、
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
次
節
に
て
、
そ
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の
被
害
経
験
を
考
え
る
際
に
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
記
述
を
再
考
し
て
み

た
い
。
そ
れ
は
、
同
級
生
の
「
松
本
」
と
い
う
人
物
の
自
殺
に
対
す
る
発
言
で
あ

る
。 

 
二 
大
沢
と
松
本
、
〈
い
じ
め
言
説
〉 

  

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
大
沢
は
個
人
で
あ
る
こ
と
を
好
む
人
物
と
言
え
る
。
し

か
し
大
沢
は
高
校
三
年
生
の
頃
、
個
人
で
あ
る
こ
と
を
自
身
の
選
択
と
し
て
で
は

な
く
、
属
す
る
共
同
体
か
ら
の
強
制
と
し
て
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
況
に
追

い
や
ら
れ
る
。
大
沢
自
身
「
危
機
」（
二
一
一
頁
）
と
表
現
す
る
そ
の
状
況
こ
そ
が

大
沢
の
〈
い
じ
め
〉
体
験
と
言
え
よ
う
が
、
大
沢
は
〈
い
じ
め
〉
被
害
に
ま
つ
わ

る
事
象
を
、
ま
ず
は
他
者
の
身
に
起
き
た
出
来
事
と
し
て
経
験
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
が
本
節
に
て
解
釈
を
試
み
て
い
く
松
本
の
自
殺
を
め
ぐ
る
騒
動
で
あ
る
。 

松
本
の
死
を
受
け
て
教
室
は
〈
し
ん
と
し
て
、
誰
も
ひ
と
こ
と
も
口
を
き
〉（
二

〇
三
頁
）
こ
う
と
し
な
い
殺
伐
と
し
た
雰
囲
気
に
な
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
大

沢
は
ひ
と
り
次
の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
語
る
。 

 

 

僕
は
そ
ん
な
こ
と
は
た
い
し
て
気
に
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
死
ん
だ
級
友

の
こ
と
は
気
の
毒
だ
と
思
い
ま
し
た
。
何
も
そ
ん
な
ひ
ど
い
死
に
方
を
す
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
学
校
が
嫌
な
ら
、
学
校
に
な
ん
て
来
な
け
れ
ば
い
い

だ
け
の
話
で
す
。
そ
れ
に
あ
と
半
年
も
す
れ
ば
嫌
で
も
学
校
を
出
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
ん
で
す
。
な
の
に
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
死
な
な
く
て
は
い

け
な
い
ん
で
す
か
。
僕
に
は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ぶ
ん
ノ
イ

ロ
ー
ゼ
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
僕
は
思
い
ま
し
た
。
明
け
て
も

暮
れ
て
も
受
験
の
話
し
か
出
な
い
ん
で
す
か
ら
、
頭
が
お
か
し
く
な
る
人
間

が
一
人
く
ら
い
出
て
き
た
と
し
て
も
、
と
く
に
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
二

〇
三―

二
〇
四
頁
） 

 

〈
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

〉
（
１
０
）

〈
半
年

〉
（
１
１
）

と
い
っ
た
語
彙
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

こ
で
現
在
の
大
沢
が
松
本
と
当
時
の
自
分
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
語
っ
て
い
る
の

は
明
ら
か
で
あ
る
。
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
松
本
と
自
身
の
類

似
性
を
意
識
的
に
語
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
し
て
「
危
機
」
を
経
て
大
沢
が

後
に
〈
ま
わ
り
の
人
々
が
受
け
て
い
る
傷
や
苦
痛
の
よ
う
な
も
の
に
対
し
て
も
、

人
並
み
以
上
に
敏
感
に
な
〉（
二
一
五
頁
）
っ
た
と
語
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
自

殺
し
た
松
本
に
対
す
る
当
時
の
〈
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
死
な
な
く
て
は
い
け
な
い

ん
で
す
か
。
僕
に
は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
〉
と
い
う
感
情
を
い
ま
、
、
現
在
、
、

に、
至、
っ、
て
も
、
、
注
釈
な
し
に
発
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
発
言
意
図
を
大
沢
が

明
確
に
述
べ
た
箇
所
は
本
文
中
に
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
発
言
の
背
景
を
い
か

に
読
み
込
む
か
が
、
大
沢
へ
の
人
物
評
価
に
お
け
る
分
水
嶺
と
な
っ
て
い
る
。
実

際
に
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
発
言
は
一
様
に
冷
淡
と
捉
え
ら
れ
、
大
沢
へ
の
マ
イ

ナ
ス
評
価
に
拍
車
を
か
け
て
き
た
。

（
１
２
） 

大
沢
に
よ
る
〈
学
校
が
嫌
な
ら
、
学
校
に
な
ん
て
来
な
け
れ
ば
い
い
だ
け
の
話

で
す
〉
と
い
う
発
言
は
、
不
登
校
の
選
択
肢
自
体
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

事
情
に
配
慮
し
て
い
な
い
点
で
全
肯
定
は
や
は
り
難
し
い
。
し
か
し
本
節
で
は
、

こ
の
発
言
へ
の
注
釈
を
現
在
の
大
沢
が
あ
え
て
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
必
然

性
を
考
え
て
み
た
い
。
着
目
し
た
い
の
は
、
本
作
に
お
い
て
当
該
の
大
沢
に
よ
る

発
言
が
別
の
人
物
に
よ
る
松
本
へ
の
発
言
に
連
な
る
形
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
師
の
口
か
ら
大
沢
へ
の
嫌
疑
と
し
て
次
の
よ
う
に
発
せ
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（
10
）

（
11
）（

12
）



 
 

ら
れ
る
も
の
だ
。 

 

 
松
本
は
学
校
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
誰
か
に
殴
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
ん
だ
よ
、

と
教
師
は
む
ず
か
し
い
顔
を
し
て
言
い
ま
し
た
。
顔
や
か
ら
だ
に
あ
ざ
を
つ

け
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
ん
だ
。
お
母
さ
ん
が
そ
う
言
っ
て
る

ん
だ
。
学
校
で
、
こ
の
、
、
学
校
、
、
で、
、
誰
か
に
殴
ら
れ
て
、
小
遣
い
銭
を
巻
き
上

げ
ら
れ
て
い
た
ん
だ
よ
。
で
も
松
本
は
そ
の
名
前
を
お
母
さ
ん
に
は
言
わ
な

か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
も
っ
と
殴
ら
れ
て
も
っ
と
い
じ
め
ら
れ
る

と
思
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
。
そ
れ
で
あ
い
つ
は
思
い
あ
ま
っ
て
自
殺
し
た
ん
だ
。

か
わ
い
そ
う
に
な
、
誰
に
も
相
談
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。（
傍
点
原
文
、
二

〇
五
頁
） 

  

高
校
三
年
生
当
時
「
危
機
」
が
発
生
し
た
契
機
に
は
、
大
沢
の
認
識
に
よ
れ
ば

青
木
に
よ
り
吹
聴
さ
れ
た
自
身
へ
の
嫌
疑
が
あ
っ
た
。
引
用
箇
所
の
教
師
の
発
言

は
、
大
沢
に
対
す
る
集
団
的
な
罪
着
せ
の
ま
さ
に
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
内
実
を
検
討
す
る
と
、
社
会
問
題
化
以
降
の
〈
い
じ
め
言
説
〉
に
き
わ
め
て

近
似
し
た
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

引
用
部
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
松
本
は
い
じ
め
ら
れ
た
か
ら
自
殺
し
た
、
と

い
う
因
果
関
係
を
教
師
が
い
っ
さ
い
疑
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
別
の
箇
所
に

て
松
本
の
死
に
つ
い
て
は
〈
遺
書
ら
し
き
も
の
が
あ
と
に
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
こ
に
は
た
だ
ひ
と
こ
と
、
も
う
学
校
に
は
行
き
た
く
な
い
と
書
い
て
あ
っ
た
だ

け
で
し
た
。
ど
う
し
て
学
校
に
行
き
た
く
な
い
の
か
と
か
そ
う
い
う
細
か
い
理
由

は
何
も
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
話
で
し
た
〉（
二
〇

二―

二
〇
三
頁
）
と
の
記
述
が
あ
り
、
正
確
を
期
す
な
ら
ば
、
松
本
が
真
実
い
じ

め
ら
れ
た
か
ら
自
殺
し
た
の
か
ど
う
か
は
「
わ
か
ら
な
い
」
と
見
な
す
べ
き
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
松
本
の
自
殺
の
動
機
に
は
教
師
に
よ
る
解
釈
が

施
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
、
教
師
た
ち
が
介
在
さ
せ
た
解
釈―

―

〈
い
じ
め
〉

と
自
殺
と
を
結
び
つ
け
る
因
果
律
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。 

そ
も
そ
も
〈
い
じ
め
〉
と
は
、
一
九
八
六
年
の
「
中
野
富
士
見
中
学
い
じ
め
自

殺
事
件
」（
遺
書
に
〈
い
じ
め
〉
が
理
由
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
た
）
を
契
機
に

構
築
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
社
会
問
題
化
に
よ
り
そ
れ
ま
で
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
た

行
動
群
が
死
を
誘
発
す
る
暴
力
で
あ
る
と
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。〈
い
じ
め
〉
の

問
題
化
が
不
可
視
の
暴
力
を
顕
在
化
さ
せ
る
効
能
を
有
し
て
い
た
の
は
疑
う
べ

く
も
な
く
、
そ
の
功
績
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
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
。〈
い
じ
め
〉
の
言
説
研
究
に
早
期
か
ら
取
り
組
ん
で
き
た
伊
藤
茂
樹
に
よ
る

と
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
効
果
は
被
害
者
の
主
体
性
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
次
の
よ
う

に
提
起
さ
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
見
出
せ
る
の
は
、「
い
じ
め
自
殺
」
を
し
た
者
の
主

体
性
が
剥
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
い
じ
め
自
殺
」
を
し
た

者
は
、
ひ
ど
い
い
じ
め
を
受
け
て
い
た
の
だ
か
ら
「
死
ん
で
当
然
」
だ
し
、

そ
の
い
じ
め
は
最
大
級
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
、
と
一
方
的
に
決
め
つ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
殺
を
し
た
者
の
精
神
世
界
に
お
い
て
こ
れ

以
外
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
て
い
た
可
能
性
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。（
中
略
）
そ

し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
「
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
自
殺
し
た
」

と
い
う
単
純
な
図
式
に
収
ま
ら
な
い
様
々
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
可
能
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性
が
高
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
単
純
に
「
い
じ
め
ら
れ
た
か
ら

自
殺
し
た
」
と
「
決
め
つ
け
る
」
こ
と
は
、
自
殺
し
た
者
一
人
一
人
の
主
体

性
を
極
小
化
し
、
ひ
い
て
は
剥
奪
し
て
い
る
と
す
ら
言
わ
ざ
る
を
得
な
い

。
（
１
３
） 

 

伊
藤
が
問
題
視
す
る
の
は
、〈
い
じ
め
〉
と
死
と
の
結
び
つ
き
が
自
明
化
す
る
に

つ
れ
〈
い
じ
め
被
害
者
〉
な
る
存
在
へ
の
理
解
が
単
純
化
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ

る
。

（
１
４
）

極
言
す
れ
ば
、
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
付
け
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
を
『
か
わ
い
そ
う
な
存
在
』
の
枠
に
押

し
込
む
」
と
い
う
別
種
の
構
造
的
暴
力
へ
と
転
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
流
れ
と
連
動
し
て
社
会
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
〈
い
じ
め
被

害
者
〉
像
が
固
定
化
し
て
い
き
、
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
。

（
１
５
） 

 

こ
う
し
た
社
会
問
題
化
以
降
の
言
説
状
況
を
鑑
み
る
に
、
教
師
が
松
本
の
死
に

施
し
た
〈
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
も
っ
と
殴
ら
れ
て
も
っ
と
い
じ
め
ら
れ
る
と
思

っ
た
ん
だ
ろ
う
な
。
そ
れ
で
あ
い
つ
は
思
い
あ
ま
っ
て
自
殺
し
た
ん
だ
〉
と
い
う

解
釈
は
、
ま
さ
に
典
型
的
な
〈
い
じ
め
言
説
〉
と
同
様
の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。

教
師
は
松
本
の
自
殺
を
〈
い
じ
め
〉
と
の
因
果
関
係
に
落
と
し
込
む
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
出
来
事
を
専
ら
生
者
た
ち
に
と
っ
て
安
易
に
了
解
可
能
な
範
疇
へ
と
矮
小

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。〈
か
わ
い
そ
う
に
な
〉
の
憐
憫
と
と
も
に
大
沢
へ
の
罪
着

せ
の
形
を
取
っ
た
代
弁
に
は
そ
の
よ
う
な
危
険
性
が
隠
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
当
該
の
教
師
に
よ
る
言
葉
に
大
沢
の
〈
ど
う
し

て
わ
ざ
わ
ざ
死
な
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
か
。
僕
に
は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
〉
の
発
言
が
併
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
沢
自
身
や
松
本
に
、
述
べ

た
よ
う
な
単
純
な
〈
い
じ
め
〉
被
害
者
理
解
を
適
用
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て

い
る
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
大
沢
の
発
言
に
は
、〈
い
じ
め
〉
被
害
を
受
け
た
人
間

の
個
別
性
を
集
団
的
に
安
易
な
同
情
を
寄
せ
る
大
衆
に
明
け
渡
す
こ
と
を
拒
絶

す
る
切
実
さ
を
読
み
込
め
る
の
だ
。
実
際
、「
は
じ
め
に
」
で
も
触
れ
た
〈
い
じ
め
〉

の
語
句
が
唯
一
、
動
詞
の
用
法
と
し
て
登
場
す
る
の
も
当
該
の
教
師
の
言
葉
を
再

現
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
よ
り
、
大
沢
の
語
り
全
体
を
〈
い
じ
め
言
説
〉

の
典
型
に
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
意
義
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。

（
１
６
）

〈
い
じ
め
〉
に
ま
つ
わ
る
問
題
系
を
扱
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
被
害
経
験

を
語
る
人
物
自
身
に
よ
っ
て
〈
い
じ
め
言
説
〉
の
典
型
が
避
け
ら
れ
て
い
く
点
に

本
作
の
特
異
性
が
あ
る
。 

以
上
、
本
節
で
は
大
沢
の
語
り
に
対
し
、
そ
の
被
害
経
験
に
と
っ
て
切
実
な
意

義
を
見
出
せ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。
そ
の
意
義
は
、
大
沢
の
被
害
性
を
い
た
ず

ら
に
相
対
化
す
る
読
解
の
み
で
は
取
り
逃
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
１
７
）

そ
の

上
で
や
は
り
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
大
沢
の
語
り
に
少
な
か
ら
ず
存
す

る
受
け
入
れ
難
さ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
次
節
に
て
そ
の
問
題
を
、
大
沢
の
語
り
が

「
僕
」
に
よ
る
聞
き
書
き
の
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
作
品
構
造
に
も
着
目
し
つ
つ

考
え
て
い
き
た
い
。 

 

三 

大
沢
と
「
僕
」
、
読
者 

  

高
校
三
年
生
の
時
に
経
験
し
た
「
危
機
」
の
中
で
、
大
沢
は
〈
半
年
間
、
な
ん

と
か
そ
の
沈
黙
に
耐
え
れ
ば
い
い
の
で
す
。
で
も
自
分
が
六
ヵ
月
も
つ
か
ど
う
か
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性
を
極
小
化
し
、
ひ
い
て
は
剥
奪
し
て
い
る
と
す
ら
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）



 
 

自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
〉（
二
一
一
頁
）
と
語
ら
れ
る
ほ
ど
の
精
神
状
態
ま
で

追
い
つ
め
ら
れ
る
。
そ
の
状
態
か
ら
大
沢
が
脱
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
あ
る

朝
、
電
車
で
青
木
と
乗
り
合
わ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
大
沢
は
、
青
木

に
は
〈
深
み
も
な
け
れ
ば
、
深
み
を
知
る
心
も
〉（
二
一
三
頁
）
な
い
こ
と
に
思
い

至
り
、「
個
」
と
し
て
の
自
分
の
あ
り
方
に
対
す
る
誇
り
を
取
り
戻
す
。
そ
の
際
の

心
理
状
態
は
、
大
沢
自
身
に
よ
っ
て
〈
僕
は
そ
の
ま
ま
五
ヵ
月
間
我
慢
し
ま
し
た
。

誰
と
も
ひ
と
こ
と
も
口
を
き
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
ん

だ
、
み
ん
な
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
つ
づ
け
ま
し
た
。

毎
日
胸
を
張
っ
て
学
校
に
行
き
、
胸
を
張
っ
て
学
校
か
ら
帰
っ
て
き
ま
し
た
〉（
二

一
四―

二
一
五
頁
）
と
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
自
身
の
「
個
」
と
し
て
の
尊
厳

を
保
つ
こ
と
は
、
単
な
る
嗜
好
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
超
え
、
生
き
て
い
く
た
め

に
必
要
不
可
欠
な
思
想
と
し
て
大
沢
の
中
に
根
づ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
こ
の
体
験
を
語
っ
た
直
後
に
〈
あ
る
日
突
然
、
僕
の
言
う
こ
と
を
、

あ
る
い
は
あ
な
た
の
言
う
こ
と
を
、
誰
一
人
と
し
て
信
じ
て
く
れ
な
く
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
は
突
然
起
こ
る
ん
で
す
。
何
の
前
ぶ
れ
も
な
く
出

し
ぬ
け
に
や
っ
て
く
る
ん
で
す
。
僕
は
い
つ
も
そ
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
〉（
二

一
六
頁
）
と
、「
個
」
と
し
て
の
あ
り
よ
う
を
脅
か
す
大
衆
へ
の
恐
怖
心
を
語
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
危
機
」
を
経
て
、
い
ま
現
在
に
至
っ
て
も

持
続
す
る
傷
を
生
き
延
び
て
い
く
た
め
に
、
大
沢
に
と
っ
て
「
個
」
と
し
て
の
誇

り
は
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
思
想
の
獲
得
を
経
て
、
大
沢
は
〈
青
木
の
よ
う
な
人
間
の
言
い
ぶ
ん

を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
、
う
の
み
に
す
る
〉
〈
顔
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
〉
、

ま
さ
に
「
個
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
認
め
な
い
人
々
の
存
在
こ
そ
が
〈
本
当
に
怖

い
〉
の
だ
と
語
る
に
至
る
（
二
一
八
頁
）
。
本
作
に
て
最
終
的
に
語
ら
れ
る
大
沢
の

こ
の
よ
う
な
社
会
認
識
を
、
い
か
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
の
検
討
の
た
め
、
ふ
た
た
び
大
沢
の
語
り
の
起
源
に
立
ち
返
り
た
い
。
前
々

節
に
て
見
た
よ
う
に
、
大
沢
の
語
り
は
「
僕
」
に
よ
る
質
問
〈
こ
れ
ま
で
に
喧
嘩

を
し
て
誰
か
を
殴
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
〉（
一
八
四
頁
）
へ
の
回
答
と
し
て
始

ま
っ
て
い
た
。
既
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
僕
」
に
よ
る
こ

の
質
問
自
体
、
ボ
ク
シ
ン
グ
経
験
者
へ
の
無
根
拠
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
内
面
化

し
た
も
の
で
あ
る
点
で
、
大
沢
の
拒
絶
す
る
よ
う
な
暴
力
性
を
孕
む
も
の
で
あ
っ

た
。

（
１
８
）

つ
ま
り
本
作
は
、「
僕
」
に
よ
る
質
問
を
起
点
と
し
て
、
自
分
も
ま
た
「
顔
を

持
た
な
い
人
々
」
へ
と
堕
す
る
危
険
性
を
抱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

問
い
を
終
始
、
発
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
に
は
、「
僕
」
に
よ
る
聞
き

書
き
の
中
で
、
根
拠
の
な
い
言
説
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
へ
の
批
判
意
識
が
複
数

の
位
相
に
て
変
奏
さ
れ
て
い
る
の
だ
。 

 

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
大
沢
の
語
り
自
体
が
一
種
の
受
け
入
れ
難
さ
を
孕

ん
で
い
る
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
大
沢
は
青
木
を
〈
こ
ん
な
奴
は
殴
ら
れ
た

っ
て
し
か
た
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
男
は
害
虫
の
よ
う
な
人
間
な
の
で

す
〉（
一
九
七
頁
）
と
苛
烈
に
罵
倒
し
て
い
る
。
大
沢
の
有
す
る
被
害
感
覚
の
切
実

さ
は
前
節
に
て
見
た
通
り
で
あ
る
が
、
大
沢
が
自
身
へ
の
加
害
主
体
が
青
木
で
あ

る
と
断
ず
る
際
に
〈
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
っ
た
の
か
、
見
当
も
つ
き
ま
せ
ん
。

で
も
と
に
か
く
彼
は
そ
れ
を
知
っ
た
の
で
す
〉（
二
〇
六
頁
）
と
直
感
に
頼
っ
た
推

測
し
か
為
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
以
上
、
青
木
と
い
う
人
物
が
大
沢
の
言
う
通

り
の
行
動
を
取
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
聞
き
手
の
立
場
か
ら
検
証
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。

（
１
９
）

つ
ま
り
大
沢
は
、
自
身
の
被
害
感
覚
を
言
語
化
す
る
こ
と
に
は

成
功
し
て
い
て
も
、
加
害
主
体
を
特
定
・
告
発
す
る
こ
と
に
は
失
敗
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
大
沢
の
語
り
自
体
が
、
自
身
の
忌
避
す
る
よ
う
な
根
拠
の
な
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（
18
）

（
19
）



 
 

い
言
説
と
し
て
の
一
面
を
含
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
。 

こ
う
し
た
側
面
を
、
大
沢
の
青
木
理
解
に
あ
る
欠
陥
が
招
い
た
事
態
と
捉
え
、

（
２
０
）

本
作
へ
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
に
繋
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

よ
り
重
要
な
の
は
、
特
に
青
木
に
関
す
る
大
沢
の
語
り
に
こ
う
し
た
決
定
不
可
能

性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
聞
き
手
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

問
い
の
存
在
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聞
き
手
が
大
沢
の
被
害
感
覚
を
感
じ
取
り
同

調
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
ま
た
、
〈
青
木
の
よ
う
な
人
間
の
言
い
ぶ
ん
を
無
批
判

に
受
け
入
れ
て
、
う
の
み
に
す
る
〉
行
為
と
し
て
大
沢
自
身
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。 

 

実
際
、
本
作
を
離
れ
〈
い
じ
め
〉
一
般
に
関
す
る
論
考
を
紐
解
く
と
、〈
い
じ
め
〉

に
お
い
て
加
害
主
体
を
特
定
す
る
こ
と
の
困
難
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
も

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

い
じ
め
と
は
例
え
ば
殴
る
と
か
蹴
る
と
か
物
を
隠
す
と
い
っ
た
個
々
の
行

為
を
指
す
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
含
む
一
連
の
行
為
が
特
定
の
関
係
性

の
中
で
（
例
え
ば
ク
ラ
ス
の
中
で
「
浮
い
て
い
る
」
者
に
対
し
て
、
ク
ラ
ス

の
中
心
に
い
る
グ
ル
ー
プ
の
者
に
よ
っ
て
）
、
あ
る
い
は
特
定
の
文
脈
の
中

で
（
例
え
ば
、
何
か
失
敗
を
し
て
集
団
全
体
に
迷
惑
を
か
け
た
者
に
対
し
て
、

そ
の
尻
拭
い
を
し
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
）
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
行

為
が
い
じ
め
を
構
成
し
て
い
る
、
と
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ

る
。（
中
略
）
し
か
し
、
そ
う
し
た
認
識
を
共
有
し
な
い
第
三
者
か
ら
問
わ
れ

た
り
確
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
認
識
は
し
ば
し
ば
あ
や
ふ
や
で
脆
弱
な
も
の
と

な
る
。（
中
略
）「
ノ
リ
」
で
や
っ
て
い
た
、
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
こ
う
し
た

主
体
の
見
え
に
く
さ
や
希
薄
さ
と
、
責
任
の
主
体
た
る
個
人
を
確
定
し
よ
う

と
す
る
作
業
は
、
き
わ
め
て
相
性
が
悪
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
い
じ
め
の
主
体
＝
加
害
者
を
同
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。（
中
略
）
そ
れ
は
名
指
し
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
者
が
責
任
を
回
避
し
よ
う

と
す
る
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
い
じ
め
と
い
う
現
象
の
本
質
に
も
由
来
す
る

の
で
あ
る

。
（
２
１
） 

  

重
大
な
被
害
性
が
確
か
に
生
じ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
加
害
主
体
を
端
的

に
問
う
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と―

―

前
節
に
て
見
た
よ
う

に
大
沢
の
も
つ
被
害
感
覚
は
確
か
な
も
の
で
あ
り
、
大
沢
の
被
害
性
を
い
た
ず
ら

に
希
釈
す
る
読
み
で
は
そ
の
切
実
さ
を
取
り
逃
し
て
し
ま
う
（
加
え
て
、
そ
の
読

解
が
「
い
じ
め
ら
れ
る
側
に
も
問
題
が
あ
る
」
言
説
の
再
生
産
に
な
っ
て
し
ま
い

か
ね
な
い
こ
と
の
問
題
も
前
々
節
に
示
し
た
）
。
一
方
、
本
節
に
て
見
て
き
た
よ
う

に
、
大
沢
の
語
り
が
「
僕
」
の
聞
き
書
き
に
埋
め
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
信

憑
性
は
希
薄
化
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
沢
が
突
き
当
た
っ
て
い
る
よ
う

な
加
害
／
被
害
の
迷
宮
は
、
本
作
自
体
の
陥
穽
で
あ
る
と
と
も
に
〈
い
じ
め
〉
問

題
一
般
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
も
あ
る
。
な
ら
ば
、
大
沢
の
語
り
に
存
す
る
決
定
不
可

能
性
へ
の
疑
義
は
、〈
い
じ
め
被
害
者
〉
と
し
て
の
立
場
を
疑
う
た
め
大
沢
に
対
し

て
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、〈
い
じ
め
被
害
者
〉
な
る
存
在
に
相
対
す
る
こ
と

の
困
難
を
問
う
た
め
読
者
を
含
め
た
聞
き
手
に
対
し
て
差
し
向
け
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
沢
の
言
説
を

相
対
化
し
得
る
記
述
を
話
し
手
（
大
沢
）
の
落
ち
度
と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
聞

き
手
（
「
僕
」
、
読
者
）
の
姿
勢
を
試
す
も
の
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
く
の
だ
。 

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
想
定
す
る
と
き
、
最
終
場
面
に
示
さ
れ
る
「
僕
」
と
大

沢
の
や
り
と
り
は
示
唆
的
で
あ
る
。 
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）

（
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僕
は
そ
の
ま
ま
続
き
を
待
っ
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
、
話
は
そ
こ
で
終
わ
っ

た
。
大
沢
さ
ん
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
で
両
手
を
組
ん
で
、
た
だ
じ
っ
と
黙
し
て

い
た
。 

「
ど
う
で
す
、
ま
だ
時
間
は
早
い
け
れ
ど
、
ビ
ー
ル
で
も
飲
み
ま
せ
ん
か
」

と
少
し
あ
と
で
彼
は
言
っ
た
。
飲
み
ま
し
ょ
う
、
と
僕
は
言
っ
た
。
た
し
か

に
ビ
ー
ル
が
飲
み
た
い
よ
う
な
気
分
だ
っ
た
。
（
二
一
九
頁
） 

  

事
態
の
一
切
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
も
な
く
、
い
ま
現
在
も
持
続
す
る
苦
し
み
を

告
白
す
る
大
沢
の
語
り
は
、
ま
さ
に
ビ
ー
ル
と
と
も
に
飲
み
干
し
て
し
ま
い
た
い

ほ
ど
に
苦
々
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
苦
々
し
さ
は
、
大
沢
の
語
り
を
聞
く
者
の

一
人
と
し
て
、
読
者
も
ま
た
共
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
本

作
を
前
に
読
者
は
、
あ
な
た
は

、
、
、
、
本
当
、
、
に、
被
害
者

、
、
、
と、
言、
え
る
の
か

、
、
、
、
、
と
暴
力
的
に
審

判
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
自
己
を
試
さ
れ
、
わ
た
し
は
い
か
に

、
、
、
、
、
、
、
被
害
者

、
、
、
を、
理
解
、
、
し、

得、
る
の
か

、
、
、
、
と
問
い
返
さ
れ
る
立
場
に
身
を
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。 

 

お
わ
り
に 

  

以
上
、〈
い
じ
め
〉
と
の
関
連
に
着
目
し
て
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
を
読
ん
で
き
た
。

従
来
、
登
場
人
物
レ
ベ
ル
で
の
批
判
に
収
束
し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
っ
た
本
作
を

「
被
害
者
」
な
る
存
在
に
相
対
す
る
者
の
側
を
問
い
返
す
も
の
と
捉
え
直
し
た
点

で
、
本
稿
は
本
作
を
め
ぐ
る
議
論
を
一
歩
、
先
に
進
め
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
大

沢
の
語
り
が
〈
い
じ
め
言
説
〉
の
典
型
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
る
可
能
性
に
言
及

し
た
点
、
お
よ
び
大
沢
の
語
り
の
決
定
不
可
能
性
を
〈
い
じ
め
〉
問
題
一
般
の
困

難
を
反
映
し
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
表
現
で
あ
る
と
の
評
価
を
提
示
し
た
点
で
、
〈
い

じ
め
〉
の
文
脈
に
即
し
た
本
作
へ
の
評
価
に
も
ま
た
新
た
な
観
点
を
付
け
加
え
る

こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。 

 

作
者
本
人
も
〈
自
分
が
そ
の
と
き
に
感
じ
た
心
情
を
少
し
で
も
リ
ア
ル
に
、
物

語
と
い
う
か
た
ち
に
換
え
て
み
た
か
っ
た

〉
（
２
２
）

と
執
筆
動
機
を
語
っ
て
い
る
よ

う
に
、
本
作
に
は
〈
い
じ
め
〉
問
題
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
反
映
し
た
複
雑
性
が
見
出

せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
〈
い
じ
め
〉
の
捉
え
方
を
め
ぐ
る
陥
穽
と

表
裏
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
超
え
て
い
く
た
め
に
い

か
な
る
表
現
が
あ
り
う
る
の
か
。
本
作
の
達
成
を
超
え
、〈
い
じ
め
〉
表
象
の
可
能

性
は
さ
ら
に
追
及
さ
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

注 （
１
）
『
村
上
春
樹
全
作
品 

1
9
7
9

～1
9
8
9

⑤ 

短
篇
集
Ⅱ
』
（
講
談
社
、
一
九
九
一
年
一
月
）

に
初
出
の
の
ち
、『
沈
黙 

集
団
読
書
テ
キ
ス
ト 

第
二
期
Ｂ
一
一
二
』（
全
国
学
校
図

書
館
協
議
会
、
一
九
九
三
年
三
月
）
、
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
（
文
藝
春
秋
、
一

九
九
六
年
一
一
月
、
一
九
九
九
年
一
〇
月
文
庫
化
）
、
『
は
じ
め
て
の
文
学 

村
上
春

樹
』
（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、
単
行
本
化
お
よ

び
『
は
じ
め
て
の
文
学
』
収
録
の
際
に
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
著
者
が
「
大

幅
に
手
を
入
れ
た
」
と
言
及
し
て
い
る
『
は
じ
め
て
の
文
学
』
版
を
底
本
と
し
た
。

引
用
文
中
の
傍
線
、
中
略
、
注
は
す
べ
て
筆
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
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
。 

（
２
）
村
上
春
樹
「
解
題
」
（
『
村
上
春
樹
全
作
品 

1
9
9
0

～2
0
0
0

③ 

短
篇
集
Ⅱ
』
講
談
社
、

二
〇
〇
三
年
三
月
、
二
六
三
頁
）
。 

（
３
）
村
上
春
樹
「
か
え
る
く
ん
の
い
る
場
所
」
（
『
は
じ
め
て
の
文
学 

村
上
春
樹
』
文
藝
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（
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）



 
 

春
秋
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
、
二
六
六
頁
）
。 

（
４
）
長
谷
川
達
哉
「
羊
た
ち
の
沈
黙―

―

村
上
春
樹
『
沈
黙
』
論
」
（
宇
佐
美
毅
、
千
田

洋
幸
編
『
村
上
春
樹
と
一
九
八
〇
年
代
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
、
二
三

四
頁
）
。 

（
５
）
「
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
。 

（
６
）
岡
田
豊
「
村
上
春
樹
『
沈
黙
』
に
関
す
る
一
考
察―

―

大
沢
の
〈
沈
黙
〉
／
「
僕
」

の
〈
沈
黙
〉―

―

」
（
『
駒
澤
國
文
』
四
三
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
、
六
三
頁
）
。 

（
７
）
注
６
に
同
じ
、
六
七
頁
。 

（
８
）
同
様
の
論
調
は
〈
し
か
し
、
大
沢
の
タ
イ
ト
な
人
間
関
係
は
、
大
沢―

青
木
間
だ
け

に
留
ま
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
大
沢
と
言
葉
を
交
わ
す
、
同
年
代
の
少
年
た

ち
は
、
中
高
一
貫
の
進
学
校
の
生
徒
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
大
沢
の
〈
無
言
の
自
負

心
〉
を
青
木
同
様
〈
ま
わ
り
〉
の
同
級
生
た
ち
も
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
大
沢
の
こ
の
態
度
・
心
情
に
鑑
み
る
限
り
、
高

三
時
代
の
い
じ
め
の
被
害
者
と
し
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
大
沢
に
全
く
問

題
が
無
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
〉
（
木
村
功
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」

論―
―

学
校
と
個
人
を
め
ぐ
る
「
小
説
の
現
在
」―

―

」
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支

部
編
『
村
上
春
樹
と
小
説
の
現
在
』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
一
五
三―

一

五
四
頁
）
と
い
っ
た
分
析
に
も
見
出
せ
よ
う
。 

（
９
）
こ
の
よ
う
な
〈
い
じ
め
〉
把
握
に
つ
い
て
は
、
北
澤
毅
が
〈
「
い
じ
め
ら
れ
っ
子
に

落
ち
度
は
な
い
」
と
い
う
被
害
者
の
無
垢
性
を
主
張
す
る
言
説
は
強
烈
な
規
範
性
を

帯
び
て
お
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
よ
う
な
語
り
は
公
的
言
説
空
間
か
ら
は
ほ
ぼ
排
除

さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
〉（
『
「
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
、
二
四
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
通

り
、
〈
い
じ
め
〉
を
語
る
際
に
は
ほ
と
ん
ど
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

実
際
、
内
藤
朝
雄
に
よ
っ
て
〈
た
と
え
い
じ
め
の
被
害
者
に
何
ら
か
の
「
か
ら
く
り

の
理
由
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
に
い
じ
め
の
「
責
任
の
も
と
」
は
な
い
。

そ
れ
は
単
な
る
い
じ
め
の
正
当
化
に
す
ぎ
な
い
の
だ
〉（
『
い
じ
め
加
害
者
を
厳
罰
に

せ
よ
』
ベ
ス
ト
新
書
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
、
一
六
四―

一
六
五
頁
）
と
説
明
さ
れ

て
い
る
通
り
、
こ
の
種
の
被
害
者
有
責
論
は
、
少
な
く
と
も
公
的
言
説
に
お
い
て
認

め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
し
、
北
澤
は
同
時
に
、
〈
い
じ
め
〉

の
現
場
に
お
い
て
は
〈
「
い
じ
め
は
悪
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
命
題
を
教
科
書
的
知

識
と
し
て
知
る
こ
と
と
、
「
い
じ
め
る
」
と
い
う
実
践
を
す
る
こ
と
と
は
別
次
元
〉

（
前
掲
書
二
四
六
頁
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、〈
「
い
じ
め
ら
れ
る
側
に
も
責
任
が
あ
る
」

と
多
く
の
人
間
が
考
え
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
を
生
徒
た
ち
に
突
き
つ
け
た
う

え
で
、
そ
う
し
た
社
会
意
識
が
根
強
く
存
在
し
続
け
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
を

徹
底
的
に
考
え
〉
（
前
掲
書
二
四
五
頁
）
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
起
し
て
い
る
。
本

稿
に
は
、
本
作
と
〈
い
じ
め
言
説
〉
に
共
通
す
る
特
徴
と
の
差
異
を
意
識
的
に
検
討

す
る
こ
と
を
通
し
、
そ
う
し
た
実
践
の
一
端
を
担
お
う
と
し
た
側
面
も
あ
る
。 

（
10
）
本
文
に
は
〈
き
っ
と
そ
の
頃
僕
は
ひ
ど
い
顔
を
し
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
よ
く

眠
れ
な
い
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
気
味
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
〉
（
二
一
一―

二
一
二

頁
）
と
あ
る
。 

（
11
）
本
文
に
は
〈
あ
の
半
年
に
味
わ
っ
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
あ
と
に
経
験
し

た
苦
境
な
ん
て
、
苦
境
の
う
ち
に
も
入
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
し
た
〉（
二
一
五
頁
）

と
あ
る
。 

（
12
）
岡
田
豊
は
〈
体
験
談
を
語
っ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
も
松
本
と
の
共
通
性
に
気
づ
く

ど
こ
ろ
か
冷
淡
で
あ
る
〉
（
注
６
に
同
じ
、
六
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
ほ
か
、
山
田
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夏
樹
も
〈
「
松
本
」
の
自
殺
後
、
自
身
も
学
校
で
「
地
獄
の
よ
う
な
状
況
」
に
陥
る

体
験
を
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
を
語
る
現
在
の
「
大
沢
さ
ん
」
か
ら
は
何

ら
「
松
本
」
を
慮
る
よ
う
な
言
葉
は
出
て
こ
な
い
〉（
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
に
お
け

る
現
在
性―

―

饒
舌
、「
沈
黙
」
の
暴
力
」『
学
苑
』
九
二
七
号
、
二
〇
一
八
年
一
月
、

一
六
九―

一
七
〇
頁
）
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
。
加
え
て
、
大
沢
の
姿
勢
を
肯
定

的
に
見
る
論
考
で
も
〈
松
本
の
自
殺
に
際
し
、
そ
の
心
中
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
言
動
〉

（
岡
田
康
介
「
〈
再
話
〉
さ
れ
る
大
沢
／
〈
物
語
化
〉
す
る
「
僕
」―

―

村
上
春
樹

「
沈
黙
」
論―

―

」『
横
浜
国
大
国
語
研
究
』
三
二
巻
二
〇
一
四
年
三
月
、
七
九
頁
、
）
、

〈
自
分
の
こ
と
で
せ
い
い
っ
ぱ
い
で
、
他
人
の
こ
と
な
ど
思
い
や
れ
な
か
っ
た
自
分

―
―

例
え
ば
松
本
の
苦
痛
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
自
分
〉
（
注
４
に
同
じ
、

二
四
六
頁
）
等
と
、
当
の
発
言
自
体
は
決
し
て
プ
ラ
ス
に
評
価
さ
れ
て
は
い
な
い
。 

（
13
）
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
』（
第
三
章
「
「
い
じ
め
自
殺
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
青
土
社
、
二
〇
一
四
年
九
月
、

一
〇
二―

一
〇
三
頁
）
。 

（
14
）「
自
殺
」
と
い
う
行
為
一
般
に
関
す
る
多
く
の
著
書
を
も
つ
高
橋
祥
友
も
〈
私
が
こ

こ
で
言
い
た
い
の
は
、
自
殺
は
多
く
の
要
因
か
ら
な
る
複
雑
な
現
象
で
あ
っ
て
、
自

殺
の
心
理
を
理
解
し
、
そ
れ
を
予
防
す
る
に
は
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
方
法
だ
け
で
正

面
突
破
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
得
策
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
こ
の
よ

う
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
「
い
じ
め→

自
殺
」
と
い
う
短
絡
し
た
解
釈
は
、
問
題

の
本
質
を
見
失
う
危
険
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
〉
（
『
自
殺
の
心
理
学
』

講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
七
年
三
月
、
六
四―

六
五
頁
）
と
、
〈
い
じ
め
〉
と
自

殺
の
因
果
関
係
を
自
明
視
す
る
こ
と
の
危
険
性
に
言
及
し
て
い
る
。 

（
15
）
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
社
会
言
説
へ
の
影
響
で
あ
る
が
、
そ
の
因
果
関
係
が
〈
い
じ
め
被
害
者
〉

当
人
の
意
識
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
山
本
雄
二
「
言
説
的
実
践
と
ア
ー
テ
ィ
キ

ュ
レ
イ
シ
ョ
ン―

―

い
じ
め
言
説
の
編
成
を
例
に―

―

」（
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第

五
九
集
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
）
に
詳
し
い
。
山
本
は
〈
い
じ
め
自
殺
〉
の
遺
書
を

分
析
し
、
〈
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
被
害
者
を
惹
き
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
面
を
問
題
視
し
て
い

る
。
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
。 

（
16
）
こ
う
し
た
意
義
づ
け
に
近
い
も
の
と
し
て
、
木
村
功
に
よ
る
〈
こ
の
意
味
で
、
松
本

の
自
殺
に
対
す
る
大
沢
の
一
見
冷
淡
に
見
え
る
態
度
は
、
大
沢
が
い
か
に
学
校
と
い

う
教
育
シ
ス
テ
ム
に
距
離
を
置
い
て
い
た
か
を
物
語
ろ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
読

ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
（
注
８
に
同
じ
、
一
五
七
頁
）
と
の
評
価
が
挙
げ
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
木
村
が
「
大
沢
と
松
本
の
差
異
」
に
着
目
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本

稿
は
「
大
沢
と
教
師
の
差
異
」
に
よ
り
焦
点
化
し
て
い
る
。 

（
17
）
次
のw

e
b

記
事
か
ら
は
、
本
作
に
対
す
る
「
相
対
主
義
的
読
解
」
へ
の
違
和
を
表
明

す
る
も
の
と
し
て
示
唆
を
受
け
た
。「
村
上
春
樹
の
『
沈
黙
』：
な
ぜ
人
は
物
語
を
相

対
主
義
的
に
読
解
し
た
が
る
の
か
？
」 

（h
t
t
p
s
:
/
/
t
h
e
e
i
g
a
d
i
a
r
y
.
h
a
t
e
n
a
b
l
o
g
.
c
o
m
/
e
n
t
r
y
/
2
0
2
0
/
0
2
/
1
5
/
1
1
4
9
1
6

、
二

〇
二
〇
年
二
月
一
五
日
掲
載
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
二
三
日
閲
覧
） 

（
18
）
山
田
夏
樹
は
〈
つ
ま
り
、
や
は
り
再
構
成
の
語
り
の
段
階
に
お
い
て
は
「
お
そ
ら
く

は
余
計
な
質
問
」
で
あ
っ
た
と
「
僕
」
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
質
問

は
、
ボ
ク
シ
ン
グ
か
ら
即
座
に
「
喧
嘩
を
し
て
誰
か
を
殴
」
る
こ
と
を
連
想
す
る
と

い
う
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
も
の
で
し
か
な
い
〉
と
述
べ
て
い
る
（
注
12
に
同
じ
、
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一
六
五
頁
）
。 

（
19
）
西
田
谷
洋
は
〈
善
悪
を
他
人
を
陥
れ
る
意
図
が
あ
っ
た
か
否
か
程
度
の
意
味
で
捉
え

た
場
合
、
青
木
と
大
沢
の
善
悪
の
意
図
の
有
無
と
結
果
に
帰
結
し
た
か
否
か
に
よ
っ

て
、
物
語
は
幾
通
り
に
も
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
僕
」
が
大
沢
に
対
し
て

批
判
的
／
共
感
的
に
語
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
物
語
の
捉
え
方
は
倍
化
す
る
。
（
中

略
）
大
沢
／
「
僕
」
が
誠
実
に
語
っ
た
と
し
て
も
、
嘘
を
つ
い
た
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
可
能
性
が
ど
こ
ま
で
も
つ
き
ま
と
う
。
そ
う
し
た
現
代
的
な
嘘
の
物
語
と

し
て
「
沈
黙
」
は
あ
る
〉（
「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン―

―

「
象
の

消
滅
」「
Ｔ
Ｖ
ピ
ー
プ
ル
」「
沈
黙
」
」『
村
上
春
樹
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
ひ
つ
じ
書
房
、

二
〇
一
七
年
一
二
月
、
四
八
八―

四
八
九
頁
）
と
述
べ
、
本
作
の
も
つ
真
実
の
決
定

不
可
能
性
を
的
確
に
言
語
化
し
て
い
る
。 

（
20
）
山
田
夏
樹
は
、
青
木
の
加
害
行
為
の
実
際
を
判
定
し
難
い
状
況
に
て
「
深
み
」
と
い

っ
た
語
を
操
作
し
、
具
体
的
な
説
明
な
し
に
人
間
理
解
を
行
な
う
大
沢
を
〈
他
者
を

一
面
的
に
評
価
し
、
安
易
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
そ
こ
で
（
注
：
特
に
優
劣
の
）
二

元
論
を
生
み
出
し
て
い
く
よ
う
な
あ
り
方
〉（
注
12
に
同
じ
、
一
六
四―

一
六
五
頁
）

と
批
判
的
に
捉
え
た
上
で
、
〈
そ
の
よ
う
に
互
い
に
他
者
を
見
な
い
あ
り
方
、
「
僕
」

の
質
問
に
過
剰
に
反
応
す
る
「
大
沢
さ
ん
」
の
饒
舌
と
、
結
果
的
に
「
僕
」
が
陥
る

「
沈
黙
」
と
い
う
構
図
を
通
す
こ
と
で
、
改
め
て
読
み
手
が
自
身
に
何
を
還
元
さ
せ
、

世
界
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
突
き
つ
け
て
く
る
点
に
こ

そ
、
本
作
の
現
在
性
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
〉
（
同
一
七
二
頁
）
と
の
評
価
に

至
っ
て
い
る
。 

（
21
）
注
13
に
同
じ
、
九
四―

九
六
頁
。 

（
22
）
注
３
に
同
じ
。 

 

付
記
：
本
稿
は
、
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
、zo

o
m

オ
ン
ラ
イ
ン
発
表
）
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
発
表
に
際
し
て
多
く
の
ご

教
示
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

（
は
た 

こ
う
へ
い
、
広
島
大
学
大
学
院
人
間
社
会
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
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