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深
沢
七
郎
「
風
流
夢
譚
」
再
読

「
鬼
畜
米
英
」
と
三
島
由
紀
夫

野

中

潤

一
、
は
じ
め
に

深
沢
七
郎
の
「
風
流
夢
譚
」
は
、
一
九
六
○
（
昭
和

）
年
十
二
月
号
の

35

『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
（
１
）
短
編
小
説
で
あ
る
。
題
名
に
「
夢
譚
」
（
＝

ゆ
め
も
の
が
た
り
）
と
あ
る
通
り
、
「
私
」
が
見
た
夢
を
描
い
た
と
い
う
体
裁
に

な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
天
皇
家
を
侮
辱
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
表
現
が
あ
っ

た
た
め
に
右
翼
団
体
の
逆
鱗
に
触
れ
、
発
表
後
ま
も
な
く
中
央
公
論
社
打

倒
運
動
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
。
中
央
公
論
社
は
事
態
を
沈
静
化
す
る

た
め
に
、
「
風
流
夢
譚
」
を
掲
載
し
た
翌
号
に
あ
た
る
一
九
六
一
（
昭
和

）
36

年
新
年
号
に
謝
罪
広
告
を
掲
載
す
る
な
ど
の
対
応
を
と
る
の
だ
が
、
元
右

翼
団
体
の
少
年
（
当
時
十
七
歳
）
が
中
央
公
論
社
の
嶋
中
社
長
宅
に
押
し
入

り
、
不
在
の
嶋
中
社
長
の
か
わ
り
に
社
長
夫
人
を
襲
っ
て
重
傷
を
負
わ
せ
た

上
に
、
家
政
婦
の
丸
山
加
禰
さ
ん
を
刺
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
き

か

ね

る
。
一
連
の
騒
ぎ
に
よ
っ
て
身
辺
に
危
険
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
た
深
沢

七
郎
は
、
発
表
直
後
か
ら
五
年
近
く
に
わ
た
っ
て
隠
遁
生
活
を
送
ら
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
件
（
２
）
の
た
め
に
「
風
流
夢
譚
」
は
、
深
沢
七
郎
の

短
編
集
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
一
般
向
け
に
刊
行
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
至

り
、
小
説
そ
の
も
の
が
読
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

「
嶋
中
事
件
」
と
も
呼
ば
れ
る
テ
ロ
を
誘
発
し
た
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
た

と
え
ば
次
の
よ
う
な
表
現
だ
っ
た
。

そ
の
横
で
皇
太
子
殿
下
と
美
智
子
妃
殿
下
が
仰
向
け
に
寝
か
さ
れ
て

い
て
、
い
ま
、
殺
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
私
が
驚
い
た
の
は
今
、
首
を

切
ろ
う
と
し
て
い
る
そ
の
ヒ
ト
の
振
り
上
げ
て
い
る
マ
サ
キ
リ
は
、
以
前
私

が
薪
割
り
に
使
っ
て
い
た
見
覚
え
の
あ
る
マ
サ
キ
リ
な
の
で
あ
る
。
私
は
マ

サ
カ
リ
は
使
っ
た
こ
と
は
な
く
、
マ
サ
カ
リ
よ
り
ハ
バ
の
せ
ま
い
マ
サ
キ
リ
を

使
っ
て
い
た
の
で
、
あ
れ
は
見
覚
え
の
あ
る
マ
サ
キ
リ
な
の
だ
。
（
困
る
な
ァ
、

俺
の
マ
サ
キ
リ
で
首
な
ど
切
っ
て
は
キ
タ
ナ
ク
な
っ
て
）
と
、
私
は
思
っ
て
は

い
る
が
、
と
め
よ
う
と
も
し
な
い
の
だ
。
そ
う
し
て
マ
サ
キ
リ
は
さ
ー
っ
と
振

り
下
ろ
さ
れ
て
、
皇
太
子
殿
下
の
首
は
ス
ッ
テ
ン
コ
ロ
コ
ロ
と
音
が
し
て
、
ず

ー
ッ
と
向
う
ま
で
転
が
っ
て
い
っ
た
。
（
あ
の
マ
サ
キ
リ
は
、
も
う
、
俺
は
使
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わ
な
い
こ
と
に
し
よ
う
、
首
な
ど
切
っ
て
し
ま
っ
て
、
キ
タ
ナ
ク
て
、
捨
て
る

の
も
勿
体
な
い
か
ら
、
誰
か
に
や
っ
て
し
ま
お
う
）
と
思
い
な
が
ら
私
は
眺

め
て
い
た
。
私
が
変
だ
と
思
う
の
は
、
首
と
い
う
も
の
は
骨
と
皮
と
肉
と
毛

で
出
来
て
い
る
の
に
、
ス
ッ
テ
ン
コ
ロ
コ
ロ
と
金
属
性
の
音
が
し
て
転
が
る
の

を
私
は
変
だ
と
も
思
わ
な
い
で
眺
め
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
、
（
困
る

く
、
俺
の
マ
サ
キ
リ
を
使
っ
て
は
）
と
思
っ
て
い
る
の
に
、

マ
サ
キ
リ
は
ま
た
振
り
上
げ
ら
れ
て
、
こ
ん
ど
は
美
智
子
妃
殿
下
の
首
が

ス
ッ
テ
ン
コ
ロ
コ
ロ
カ
ラ
カ
ラ
カ
ラ
と
金
属
性
の
音
が
し
て
転
が
っ
て
い
っ
た
。

首
は
人
ゴ
ミ
の
中
へ
転
が
っ
て
行
っ
て
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
あ
と
に

は
首
の
な
い
金
襴
の
御
守
殿
模
様
の
着
物
を
着
た
胴
体
が
行
儀
よ
く
寝
こ

ろ
ん
で
い
る
の
だ
。

安
保
闘
争
で
社
会
が
騒
然
と
し
た
年
の
暮
れ
で
あ
り
、
「
革
命
」
が
そ
れ

相
応
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
っ
て
想
像
さ
れ
得
た
時
代
状
況
の
さ
な
か
で
あ

る
。
き
わ
め
て
特
異
な
立
場
に
い
る
と
は
言
え
、
民
主
主
義
を
標
榜
す
る
国

家
の
中
に
生
き
て
い
る
人
間
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
描
写
す
る
こ
と
は
、
た
と

え
「
ゆ
め
も
の
が
た
り
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
き
わ
め
て

挑
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
実
際
に
名
誉
毀
損
に
関
す

る
法
的
な
議
論
を
は
じ
め
、
『
中
央
公
論
』
編
集
部
や
著
者
深
沢
七
郎
に
対

す
る
批
判
な
ど
、
多
く
の
論
議
を
巻
き
起
こ
し
、
抗
議
集
会
等
も
開
か
れ

た
。
た
だ
し
問
題
の
核
心
は
、
小
説
表
現
に
対
す
る
批
判
が
テ
ロ
を
誘
発
し
、

事
件
の
発
端
と
な
っ
た
「
風
流
夢
譚
」
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
封
印
さ
れ
た
ま

ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
小
説
表
現
そ
の
も
の
を
議
論
す

る
こ
と
す
ら
困
難
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
表
現
の
自
由
に
は
負

う
べ
き
責
任
と
い
う
も
の
も
あ
る
は
ず
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
「
風
流
夢
譚
」
に

は
読
ま
れ
る
権
利
が
あ
り
、
論
じ
ら
れ
る
権
利
も
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

安
保
闘
争
で
騒
然
と
し
て
い
た
時
代
か
ら
半
世
紀
近
く
が
過
ぎ
去
り
、

天
皇
制
打
倒
や
革
命
が
政
治
思
想
上
の
現
実
的
な
課
題
と
し
て
リ
ア
リ
テ

ィ
ー
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
今
日
に
お
い
て
、
「
風
流
夢

譚
」
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
姿
で
立
ち
現
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
で
き
る
だ

け
小
説
表
現
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
「
左
慾
」
と
い
う
表
現

サ

ヨ
ク

現
代
日
本
に
お
い
て
、
特
に
若
い
世
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
右
翼
や

左
翼
と
い
う
言
葉
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
死
語
と
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
プ
チ
右
翼
と
か
ネ
ッ
ト
右
翼
の
よ
う
な
も
の
は
あ
る
し
、

格
差
社
会
と
言
わ
れ
る
時
代
の
中
で
既
成
左
翼
と
し
て
の
日
本
共
産
党
に

入
党
す
る
若
者
も
少
な
く
な
い
（
３
）
と
い
う
。
し
か
し
政
治
思
想
の
あ
り
方

や
政
治
的
な
行
動
様
式
が
多
様
化
し
、
か
つ
て
の
よ
う
な
二
項
対
立
が
成
立

し
が
た
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
右
翼
や
左
翼
の
思
想

的
特
質
が
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
場
所
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
テ

ロ
に
よ
っ
て
深
沢
七
郎
の
小
説
が
圧
殺
さ
れ
た
一
九
六
○
年
代
初
頭
に
お
い

て
も
ま
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
裁
断
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

た
と
え
ば
「
風
流
夢
譚
」
を
書
い
た
深
沢
七
郎
は
、
「
左
翼
」
な
の
だ
ろ
う
か
、

「
右
翼
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
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「
右
翼
」
の
逆
鱗
に
触
れ
た
と
い
う
事
実
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
左
翼
」
で
あ

る
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
語
り
口
は
「
右
翼
」
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
左

翼
」
の
も
の
な
の
か
。

「
革
命
で
す
か
、
左
慾
の
人
だ
ち
の
？
」

サ

ヨ
ク

と
隣
り
の
人
に
聞
く
と
、

「
革
命
じ
ゃ
な
い
よ
、
政
府
を
倒
し
て
、
も
っ
と
よ
い
日
本
を
作
ら
な
き

ゃ
ダ
メ
だ
よ
」

と
言
う
の
で
あ
る
。
日
本
と
い
う
言
葉
が
私
は
嫌
い
で
、
一
寸
、
癪
に

さ
わ
っ
た
の
で
、

「
い
や
だ
よ
、
ニ
ホ
ン
な
ん
て
国
は
」

と
言
っ
た
。

「
ま
あ
キ
ミ
そ
う
怒
る
な
よ
、
ま
あ
、
仮
り
に
、
そ
う
呼
ぶ
だ
け
だ
よ
」

と
言
っ
て
、
そ
の
人
が
私
の
肩
を
ポ
ン
と
叩
い
た
。
こ
の
時
私
は
、
並
ん
で

い
る
人
達
は
み
ん
な
労
働
者
の
様
な
人
達
ば
か
り
な
の
に
気
が
つ
い
た
。

「
革
命
で
す
か
、
左
慾
の
人
だ
ち
の
？
」
と
い
う
「
私
」
の
発
言
に
お
い
て
、

サ

ヨ
ク

「
左
慾
」
と
い
う
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
「
左
翼
」
に
対
す
る
否
定
的

、

、

な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
こ
の
発
言
は
、

「
左
翼
」
と
対
立
す
る
「
右
翼
」
の
側
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た

そ
の
あ
と
「
私
」
は
、
「
い
や
だ
よ
、
ニ
ホ
ン
な
ん
て
国
は
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
し

か
も
こ
こ
で
「
私
」
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
や
ら
日
本
と
い
う
国
家

そ
の
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
「
私
」
が
嫌
い
な
の
は
、
「
日
本
と
い
う
言
葉
」
な

の
で
あ
り
、
「
ニ
ホ
ン
な
ん
て
い
う
国
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
大
日
本
帝
国
」

が
「
日
本
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
拒
絶
反
応
だ
と
見
な
せ
ば
、

「
ダ
イ
ニ
ッ
ポ
ン
テ
イ
コ
ク
」
が
「
ニ
ホ
ン
」
に
な
っ
た
敗
戦
後
の
現
実
に
対
し
て

「
私
」
が
批
判
的
な
場
所
に
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

国
粋
主
義
的
な
感
性
を
指
摘
で
き
る
と
す
れ
ば
、
「
私
」
が
「
右
翼
」
的
な
発

想
の
持
ち
主
だ
と
見
な
す
こ
と
も
許
さ
れ
る
は
ず
だ
。

た
だ
し
「
左
慾
」
や
「
ニ
ホ
ン
」
は
作
中
人
物
に
よ
る
発
言
を
直
接
話
法
に
よ

サ

ヨ
ク

っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
「
日
本
と
い
う
言
葉
が
私
は
嫌
い
」
と
い
う
の

も
、
小
説
の
中
に
仮
構
さ
れ
た
「
私
」
の
言
説
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま

小
説
全
体
の
政
治
的
立
場
を
示
し
た
も
の
だ
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

「
左
慾
」
や
「
ニ
ホ
ン
」
に
関
す
る
表
現
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か

の
異
な
る
位
相
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
便
宜

的
な
も
の
に
な
る
が
、
そ
れ
は
お
お
む
ね
次
の
五
つ
の
位
相
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
作
中
の
「
私
」
が
夢
を
見
て
い
る
と
き
の
意
識
に
即
し
た
位

相
。
第
二
に
、
作
中
の
「
私
」
が
夢
を
見
て
い
る
と
き
の
自
分
を
覚
醒
後
の
意

識
の
中
で
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
位
相
。
第
三
に
、
そ
れ
を
手
記
と

し
て
書
き
記
そ
う
と
し
た
と
き
の
位
相
。
第
四
に
、
夢
を
見
た
作
中
の
「
私
」

を
仮
構
し
た
「
深
沢
七
郎
」
な
る
作
者
が
、
「
風
流
夢
譚
」
と
い
う
短
編
小
説

を
読
者
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
と
き
の
位
相
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
第

五
に
、
「
風
流
夢
譚
」
と
い
う
短
編
小
説
を
発
表
し
た
こ
と
で
生
命
の
危
険

を
感
じ
て
隠
遁
生
活
を
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
実
在
の
深
沢
七
郎
と
い
う

位
相
を
、
第
四
の
位
相
と
は
区
別
し
て
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
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直
接
話
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
作
中
人
物
の
発
話
で
あ
る
か
ら
、
基

本
的
に
は
実
在
の
深
沢
七
郎
と
い
う
第
一
の
位
相
か
ら
最
も
遠
い
、
夢
を
見

て
い
る
と
き
の
「
私
」
の
意
識
と
い
う
第
一
の
位
相
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
「
左
翼
」
と
表
記
す
べ
き
言
葉
が
「
左
慾
」
と
表
記
さ
れ

サ

ヨ
ク

て
い
る
た
め
に
、
い
っ
た
い
ど
の
位
相
に
お
け
る
意
識
の
反
映
な
の
か
を
決
定

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
作
中
人
物
の
レ
ベ
ル
に
即
し
た
第
一

の
位
相
に
お
い
て
「
サ
ヨ
ク
」
と
い
う
発
話
は
た
ん
な
る
音
の
つ
ら
な
り
に
過
ぎ

な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
左
慾
」
と
い
う
特
殊
な
表
記
を
あ
て
は
め
た
の

は
別
の
位
相
に
い
る
「
私
」
な
い
し
は
「
作
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ

か
ら
だ
。
「
サ
ヨ
ク
」
と
い
う
音
の
つ
ら
な
り
に
「
左
翼
」
で
は
な
く
「
左
慾
」
と

サ

ヨ
ク

い
う
表
記
を
適
用
し
た
の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
位
相
に
お
い
て
な
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
日
本
語
の
音
韻
体
系
の
中
で
発
話
さ
れ
た
漢
語
を
了
解
す
る

場
合
、
ま
ず
は
聞
き
手
の
中
に
聴
覚
映
像
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
生
み
出
さ

れ
、
そ
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
文
脈
を
お
も
な
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
も
、

何
ら
か
の
形
で
漢
字
表
記
と
の
結
び
つ
き
が
意
識
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
た

と
え
ば
テ
レ
ビ
か
ら
「
オ
シ
ョ
ク
ジ
ケ
ン
を
め
ぐ
っ
て
キ
ョ
ウ
ギ
が
つ
づ
け
ら
れ

ま
し
た
」
と
い
う
音
声
が
聞
こ
え
て
き
た
と
き
、
「
お
食
事
券
を
め
ぐ
っ
て
競

技
が
続
け
ら
れ
ま
し
た
」
と
聞
き
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
か
り
に

い
っ
た
ん
「
お
食
事
券
」
と
理
解
し
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
報
道
番
組
の
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
の
声
で
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
聞
き
手
の
意
識
の
中

で
修
正
作
業
が
行
わ
れ
、
「
汚
職
事
件
を
め
ぐ
っ
て
協
議
が
続
け
ら
れ
ま
し

た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の

あ
と
緊
急
経
済
対
策
と
し
て
の
補
正
予
算
の
話
題
が
続
い
た
と
す
れ
ば
、

「
も
し
か
す
る
と
お
食
事
券
を
国
民
に
配
る
こ
と
に
よ
っ
て
景
気
浮
揚
を
は

か
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
協
議
か
も
知
れ
な
い
」
な
ど
と
、
発
話
さ
れ
た

音
声
言
語
の
了
解
の
し
か
た
を
さ
ら
に
修
正
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
い
ず
れ
の
局
面
で
も
、
音
声
言
語
を

了
解
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
意
識
の
中
に
、
漢
字
表
記
の
像
が
何
ら
か
の
形

で
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
電
車

の
中
で
「
ツ
ギ
ワ
カ
ン
ナ
イ
」
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
ス
を
聞
い
て
、
「
次
、
わ
か
ん
な

い
」
で
は
な
く
「
次
は
関
内
」
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
の
は
、
車
掌
が
次
の
乗
車

駅
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
し
、
知
ら
な
い
こ
と
を
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
る
は
ず
が

な
い
と
い
う
了
解
が
背
景
に
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
漢
字
表

記
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
っ
た
「
次
」
「
は
」
「
関
内
」
と
い
う
分
節
化
さ
れ
た

単
語
の
像
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
ま
た
「
セ
イ
コ
ウ
ガ
ク

イ
ン
っ
て
、
ど
ん
な
か
ん
じ
？
」
と
訊
か
れ
て
、
「
松
田
聖
子
の
セ
イ
に
ヒ
カ
リ
」

と
答
え
た
人
は
「
漢
字
」
と
い
う
表
記
を
ど
こ
か
で
意
識
し
た
は
ず
で
あ
り
、

「
こ
じ
ん
ま
り
と
し
て
、
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲
気
」
と
答
え
た
人
は
「
感
じ
」

と
い
う
表
記
を
意
識
し
た
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。

そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
日
本
語
に
よ
る
〈
話
す
―
聞
く
〉
関
係
に

身
を
置
く
も
の
は
、
漢
字
表
記
の
像
を
と
も
な
っ
た
形
で
言
語
を
了
解
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
母
語
と
し
て
の
日
本
語
を
身
に
つ
け
た
人

間
が
〈
話
す
―
聞
く
〉
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
と
き
に
、
「
お
食
事
券
」
と
「
汚

職
事
件
」
と
か
「
歯
医
者
」
と
「
敗
者
」
、
あ
る
い
は
「
時
価
千
円
」
と
「
耳
下
腺

炎
」
が
同
じ
音
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
文
脈
や
イ
ン
ト

ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
意
味
の
了
解
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
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と
も
に
、
聴
覚
映
像
が
漢
字
表
記
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で

も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
夢
の
中
で
自
分
の
発
話
を
意
識
し
た
「
風
流
無
譚
」
の

「
私
」
が
、
「
左
翼
」
で
は
な
く
て
「
左
慾
」
と
発
話
し
た
の
だ
と
い
う
意
識
を
持

サ

ヨ
ク

っ
て
い
て
、
そ
れ
が
表
現
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、
「
左
慾
」
と
い
う
表
記
が
第
一
の
位
相
に
い
る
作
中
人
物
と
し
て
の

サ

ヨ
ク

「
私
」
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
で
き
ず
、
結
果
的
に

ど
の
位
相
で
「
サ
ヨ
ク
」
と
い
う
音
の
つ
ら
な
り
に
「
左
慾
」
と
い
う
表
記
が
適

サ

ヨ
ク

用
さ
れ
た
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
う
し
た
こ

と
は
、
昭
憲
皇
太
后
に
対
す
る
「
な
に
を
こ
く
、
こ
の
糞
ッ
タ
レ
婆
ァ
、
て
め
え

だ
ち
は
ヒ
ト
の
稼
い
だ
ゼ
ニ
で
栄
養
栄
華
を
し
て
」
の
よ
う
な
発
言
に
お
い
て

エ
ー

ヨ
ー

エ
ー

ガ

も
同
様
で
あ
る
。
「
栄
養
栄
華
」
と
い
う
表
記
が
「
栄
耀
栄
華
」
の
誤
植
で
な
い

、

エ
ー

ヨ
ー

エ
ー

ガ

と
す
れ
ば
、
明
治
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
「
昭
和
憲
法
（
＝
日
本
国
憲
法
）
」

を
想
起
さ
せ
る
名
前
を
も
つ
「
昭
憲
皇
太
后
」
の
飽
食
ぶ
り
を
作
者
と
も
作

中
人
物
と
も
断
定
で
き
な
い
場
所
か
ら
揶
揄
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
作
中

人
物
の
言
動
と
距
離
を
取
り
な
が
ら
そ
れ
を
相
対
化
す
る
語
り
手
や
作
者

の
視
点
を
析
出
し
て
い
な
い
「
風
流
夢
譚
」
と
い
う
小
説
の
特
質
を
示
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
「
夢
」
と
い
う
も
の
が
、
見
て
い
る
「
私
」
を
十

分
に
相
対
化
で
き
な
い
ま
ま
に
、
半
ば
夢
の
中
に
い
る
〝
作
中
人
物
〟
「
私
」

の
「
現
実
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
一
人
称

に
よ
る
「
ゆ
め
も
の
が
た
り
」
と
し
て
書
か
れ
た
「
風
流
夢
譚
」
に
同
じ
よ
う
な

特
質
が
見
い
だ
せ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
た
だ
し
、
「
風

流
夢
譚
」
が
政
治
思
想
上
の
「
誤
読
」
を
誘
発
し
、
テ
ロ
事
件
を
引
き
起
こ
し

て
し
ま
っ
た
要
因
の
一
つ
が
、
こ
う
し
た
特
質
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

三
、
「
鬼
畜
米
英
」
の
影

作
中
人
物
と
語
り
手
、
あ
る
い
は
作
者
と
の
関
係
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
書

き
進
め
ら
れ
て
い
る
「
風
流
夢
譚
」
と
い
う
小
説
が
、
政
治
的
あ
る
い
は
思
想

的
に
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
裁
断
を
安
易
に
行
う
こ
と
な
く
、
可
能
な
限
り
表
現
に
即
し
て
考
え
て

み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。

皇
太
子
は
タ
キ
シ
ー
ド
を
着
て
い
た
が
、
天
皇
の
首
な
し
胴
体
は
背
広

で
、
皇
后
は
ブ
ラ
ウ
ス
と
ス
カ
ー
ト
で
、
ス
カ
ー
ト
の
ハ
ジ
に
は
英
国
製
と

商
標
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
が
、
私
は
変
だ
と
も
思
わ
な
い
で
眺
め
て
い
た
。

仕
立
上
っ
た
ス
カ
ー
ト
に
そ
ん
な
商
標
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
筈
は
な
い
の

に
、
変
だ
と
も
思
わ
な
い
で
私
は
、
（
天
皇
の
背
広
も
英
国
製
だ
）
と
思
っ

て
眺
め
て
い
る
の
だ
。

天
皇
と
皇
后
の
処
刑
シ
ー
ン
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
登
場
す
る
「
昭

憲
皇
太
后
」
の
「
ツ
ー
ピ
ー
ス
の
ス
カ
ー
ト
の
ハ
ジ
」
に
も
「
英
国
製
と
い
う
商

標
マ
ー
ク
」
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
ハ
ジ
」
と
い
う
表
記
は
直
接

話
法
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
作
中
人
物
と
し
て
の
「
私
」
が
夢

を
見
て
い
る
最
中
の
意
識
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
反
芻
す
る
覚
醒
後
の
「
私
」
の
意
識
を
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
は
た
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ま
た
語
り
手
や
作
者
に
よ
っ
て
あ
え
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
が
不

分
明
で
あ
る
こ
と
は
、
「
左
慾
」
の
場
合
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
一
般
的

サ

ヨ
ク

な
表
記
で
あ
る
「
端
」
や
「
は
じ
」
で
は
な
く
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
す
る
こ

と
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
「
ハ
ジ
」
と
い
う
言
葉
が
前
景
化
さ
れ
、
読
み

手
の
意
識
に
「
端
―
ハ
ジ
―
恥
」
と
い
う
連
合
関
係
が
浮
上
し
や
す
く
な
っ
て

い
る
。
こ
う
し
た
連
合
関
係
が
喚
起
す
る
の
は
、
仕
立
て
上
が
っ
た
ス
カ
ー
ト

で
あ
る
は
ず
な
の
に
商
標
マ
ー
ク
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
「
恥
」

の
意
識
と
、
日
本
の
象
徴
で
あ
る
は
ず
の
天
皇
と
皇
后
が
「
英
国
製
」
と
い
う

レ
ッ
テ
ル
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
と
い
う
「
恥
」
の
意
識
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

「
恥
」
の
意
識
に
よ
っ
て
否
定
的
な
眼
差
し
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
天
皇
個
人
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
日
本
国
憲
法
の
規
定
に
よ
っ

て
天
皇
が
象
徴
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
「
日
本
お
よ
び
日
本
国
民
統

合
」
で
あ
る
。
「
日
本
と
い
う
言
葉
」
が
嫌
い
だ
と
い
う
の
が
、
「
大
日
本
帝
国
」

と
い
う
呼
称
に
対
す
る
愛
着
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
日
本
お
よ

び
日
本
国
民
統
合
」
が
「
鬼
畜
米
英
」
と
呼
ば
れ
た
国
の
商
標
マ
ー
ク
を
付
け

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
「
私
」
が
「
恥
」
の
意
識
を
持
つ
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得

る
。
六
○
年
安
保
を
引
き
起
こ
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
が
敗
戦
後
に
抑
圧
さ
れ

て
き
た
反
米
の
情
念
だ
っ
た
と
い
う
見
方
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
「
風
流
夢

譚
」
が
描
き
出
し
て
い
る
「
ゆ
め
も
の
が
た
り
」
は
、
き
わ
め
て
先
鋭
に
一
九
六

○
年
の
「
日
本
お
よ
び
日
本
国
民
統
合
」
を
映
し
出
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。

「
風
流
夢
譚
」
に
は
、
他
に
も
か
つ
て
の
「
鬼
畜
米
英
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
影
を

落
と
し
て
い
る
場
面
を
い
く
つ
も
指
摘
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
渋
谷
の
大
盛
堂
書
店
の
前
に
あ
る
バ
ス
停
で
八
重
洲
口
行
き

の
バ
ス
を
待
っ
て
い
る
「
私
」
が
、
「
銀
座
」
で
「
火
焔
放
射
器
」
を
用
い
て
抵
抗
し

て
い
る
と
い
う
「
敵
」
の
噂
を
聞
い
た
中
年
の
職
業
婦
人
が
「
火
焔
放
射
器
な

ん
て
ヘ
ッ
チ
ャ
ラ
よ
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
口
に
す
る
の
を
耳
に
す
る
場
面
が
あ

る
。
明
治
維
新
を
機
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
模
し
て
作
ら
れ
た
「
銀
座
」
は
敗
戦
後

に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
将
兵
た
ち
が
闊
歩
し
た
街
で
あ
り
、
「
敵
」
が
使
っ
て
い
る
「
火
焔

放
射
器
」
は
沖
縄
戦
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
兵
が
多
く
の
民
間
人
を
殺
傷
し
た

兵
器
で
あ
る
。

そ
の
あ
と
「
青
山
車
庫
の
方
」
か
ら
「
キ
サ
ス
・
キ
サ
ス
」
を
演
奏
し
な
が
ら

「
軍
楽
隊
」
が
や
っ
て
来
る
。
演
奏
し
て
い
る
「
キ
サ
ス
・
キ
サ
ス
」
の
い
う
曲
は
、

ア
メ
リ
カ
人
歌
手
の
ナ
ッ
ト
・
キ
ン
グ
・
コ
ー
ル
が
歌
っ
て
ヒ
ッ
ト
し
た

Q
u
izá

s,

q
u
izá

s,
q
u
izá

s

を
水
谷
良
重
や
ア
イ
・
ジ
ョ
ー
ジ
な
ど
の
日
本
人
歌
手
が

カ
バ
ー
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
曲
で
あ
る
。
一
九
六
○
年
当
時
、

渋
谷
駅
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ハ
イ
ツ
（
現
・
代
々
木
公
園
）

が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
軍
楽
隊
が
来
た
方
向
に
青
山
通

り
を
そ
の
ま
ま
進
め
ば
皇
居
に
突
き
当
た
り
、
そ
の
手
前
に
は
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ

ン
・
ハ
イ
ツ
の
よ
う
な
米
軍
関
連
施
設
も
あ
る
。
「
敵
」
の
側
か
ら
「
こ
っ
ち
へ
帰

順
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る
軍
楽
隊
が
、
自
衛
隊
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
駐
留
米

軍
の
も
の
で
あ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
こ
の
場
面
に
も
ア
メ
リ
カ
の
イ

メ
ー
ジ
が
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

ま
た
、
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
、
冒
頭
部
分
に
登
場
す
る
「
時
計
」
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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あ
の
晩
の
夢
判
断
を
す
る
に
は
、
私
の
持
っ
て
い
る
腕
時
計
と
私
と
の

妙
な
因
果
関
係
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
腕
時
計
は

腕
に
巻
い
て
い
る
と
時
計
は
正
確
に
う
ご
く
が
、
腕
か
ら
は
ず
す
と
止
ま

っ
て
し
ま
う
の
だ
。
私
は
毎
晩
寝
る
時
は
腕
か
ら
は
ず
し
て
枕
許
に
置
く

の
で
、
針
は
止
っ
て
、
朝
起
き
て
腕
に
つ
け
る
と
針
は
う
ご
き
だ
す
の
だ
。

だ
か
ら
、

「
こ
の
腕
時
計
は
、
俺
が
寝
る
と
俺
と
一
緒
に
寝
て
し
ま
う
よ
」

と
私
は
言
っ
て
、
な
ん
と
な
く
愛
着
を
感
じ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は

腕
時
計
が
故
障
し
て
い
る
の
で
時
計
の
役
目
を
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
そ
れ
で
も
私
は
不
便
は
感
じ
な
か
っ
た
。
私
と
同
居
し
て
い
る
ミ
ツ
ヒ

ト
と
い
う
甥
は
機
械
類
が
好
き
で
、
時
計
も
高
級
な
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

の
大
型
置
時
計
を
置
い
て
あ
る
か
ら
だ
っ
た
。

弟
か
ら
修
繕
を
す
す
め
ら
れ
た
「
私
」
は
、
腕
か
ら
は
ず
す
と
止
ま
っ
て
し

ま
う
時
計
を
弟
の
知
り
合
い
の
時
計
屋
に
持
っ
て
い
く
の
だ
が
、
「
凄
い
時
計

で
す
よ
」
と
お
世
辞
を
言
わ
れ
て
金
張
り
の
バ
ン
ド
を
売
り
つ
け
ら
れ
て
し
ま

う
。
仕
方
が
な
い
の
で
デ
パ
ー
ト
の
時
計
部
へ
持
っ
て
い
く
と
「
タ
イ
ヘ
ン
な
、
イ

ン
チ
キ
時
計
で
す
ね
え
」
と
哀
れ
ま
れ
て
し
ま
う
。
「
ス
イ
ス
製
の
マ
ー
ク
」
が
つ

い
て
い
る
と
は
言
え
、
い
か
に
も
怪
し
げ
な
こ
の
腕
時
計
は
、
も
と
も
と
は
友

人
が
帰
国
す
る
急
遽
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
婦
人
か
ら
「
捨
て

値
」
の
五
千
円
で
買
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
計
を
今
度
は
友
人
が
三

千
円
で
い
い
か
ら
買
っ
て
く
れ
と
言
っ
て
「
私
」
に
売
り
つ
け
た
の
だ
と
い
う
。

ど
う
見
て
も
胡
散
臭
い
腕
時
計
で
あ
る
。

こ
の
腕
時
計
が
ア
メ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
「
ミ
ツ
ヒ
ト
」
と
い
う
天
皇
家
を
連
想
さ
せ
る
名
前
の
甥
が
持
ち
込
ん
だ

ら
し
い
「
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
大
型
置
時
計
」
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
の
イ

メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
婦
人
の
イ
ン
チ
キ
臭
い
置
き
土
産
と
の
「
妙
な
因
果
関
係
」
を
分

析
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
語
り
口
は
、
ア
メ
リ
カ
と
私
（
＝
日
本
人
）
と
の
妙

な
因
果
関
係
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
て
、
い
か
に
も
思
わ
せ
ぶ

り
で
あ
る
。
「
純
金
」
の
部
品
で
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
が
実
は
「
ト
タ
ン
の
メ
ッ

キ
み
た
い
な
も
の
」
で
、
後
か
ら
買
い
足
し
た
千
五
百
円
の
バ
ン
ド
だ
け
が
か

ろ
う
じ
て
「
金
張
り
」
で
あ
る
と
い
う
あ
た
り
に
、
「
ニ
ホ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

国
が
拝
金
主
義
に
毒
さ
れ
た
イ
ン
チ
キ
臭
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
の
戯
画

を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な

国
の
民
衆
が
、
「
英
国
製
」
と
い
う
商
標
マ
ー
ク
を
つ
け
た
「
日
本
お
よ
び
日

本
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
し
て
の
天
皇
の
一
家
を
処
刑
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
の
中
に
も
、
「
妙
な
因
果
関
係
」
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
、
「
風
流
夢
譚
」
と
「
英
霊
の
聲
」

三
島
由
紀
夫
は
、
深
沢
七
郎
が
「
楢
山
節
考
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
五
六

年
十
一
月
）
で
中
央
公
論
新
人
賞
を
受
賞
し
た
と
き
に
選
考
委
員
を
務
め

て
い
た
三
人
の
作
家
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
際
に
三
島
由
紀
夫
が
「
楢

山
節
考
」
を
絶
賛
し
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
増
村
保
造
監

督
の
映
画
『
か
ら
っ
風
野
郎
』
（
一
九
六
○
年
・
大
映
）
の
主
題
歌
は
、
作
詞
・
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三
島
由
紀
夫
／
作
曲
・
深
沢
七
郎
と
い
う
コ
ン
ビ
で
作
ら
れ
て
い
る
。
歌
っ
た

の
は
、
主
演
し
た
三
島
由
紀
夫
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
風
流
夢
譚
」
が
『
中
央

公
論
』
に
発
表
さ
れ
よ
う
と
し
た
と
き
、
編
集
部
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て

三
島
由
紀
夫
が
掲
載
し
て
も
差
し
支
え
な
い
旨
の
回
答
を
し
た
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
思
想
的
に
は
「
右
翼
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
三
島
由
紀
夫
が
、

右
翼
団
体
か
ら
激
し
い
抗
議
を
受
け
る
よ
う
な
小
説
を
書
い
た
深
沢
七
郎

に
対
し
て
好
意
的
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
の
は
、
一
見
わ
か
り
に
く
く
思
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
人
の
立
ち
位
置
が
き
わ
め
て
近
接
し
て
い
る
こ
と

は
、
「
風
流
夢
譚
」
の
六
年
後
に
三
島
由
紀
夫
が
書
い
た
「
英
霊
の
聲
」
（
『
文

芸
』
一
九
六
六
年
一
月
）
を
見
る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
の
「
英
霊
の
聲
」
は
、
降
霊
会
で
世
に
も
稀
な
る
出
来
事
を

目
撃
し
た
「
私
」
の
手
記
と
し
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
霊
媒
の
川
崎
君
に

憑
依
す
る
の
は
、
二
・
二
六
事
件
で
決
起
し
た
将
兵
た
ち
の
霊
と
、
「
特
別
攻

撃
隊
の
勇
士
の
英
霊
」
だ
っ
た
。
そ
し
て
「
お
国
の
た
め
」
に
戦
争
で
命
を
落
と

し
た
「
英
霊
」
は
、
霊
媒
の
川
崎
君
の
口
を
借
り
、
「
強
い
怒
り
」
を
抑
え
つ
つ

も
、
敗
戦
後
に
「
人
間
宣
言
」
を
し
た
天
皇
を
執
拗
に
非
難
し
続
け
る
。

さ
れ
ど
、
た
だ
一
つ
、
た
だ
一
つ
、

い
か
な
る
強
制
、
い
か
な
る
弾
圧
、

い
か
な
る
死
の
脅
迫
あ
り
と
も
、

陛
下
は
人
間
な
り
と
仰
せ
ら
る
べ
か
ら
ざ
り
し
。

世
の
そ
し
り
、
人
の
侮
り
を
受
け
つ
つ
、

た
だ
陛
下
御
一
人
、
神
と
し
て
御
身
を
保
た
せ
玉
い
、

ご

い
ち
に
ん

そ
を
架
空
、
そ
を
い
つ
わ
り
と
は
ゆ
め
宣
わ
ず
、

（
た
と
い
み
心
の
裡
深
く
、
さ
な
り
と
思
す
と
も
）

（
中
略
）

な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
い
し
。

ひ

と

な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
い
し
。

な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
い
し
」

…
…
…
…
…
…
…
…
。

英
霊
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
命
を
捧
げ
た
現
人
神
が
、
昭
和
二
十
一
年

に
「
人
間
宣
言
」
を
し
た
こ
と
に
対
す
る
強
い
怒
り
を
抑
え
つ
つ
、
「
な
ど
て
す

め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
い
し
」
と
い
う
怨
み
の
言
葉
を
繰
り
返
す
。
現

人
神
に
殉
じ
た
者
に
と
っ
て
、
「
人
間
宣
言
」
は
重
大
な
背
信
行
為
に
他
な
ら

な
い
か
ら
だ
。
同
じ
よ
う
な
「
ゆ
め
も
の
が
た
り
」
で
は
あ
る
が
、
戯
画
化
さ
れ

た
天
皇
を
、
作
者
自
身
で
あ
る
と
混
同
し
か
ね
な
い
生
者
の
「
私
」
の
夢
の
中

に
登
場
さ
せ
た
「
風
流
夢
譚
」
に
対
し
、
降
霊
会
に
立
ち
会
う
「
私
」
を
目
撃

者
と
し
て
作
中
に
登
場
さ
せ
た
上
で
、
霊
媒
を
通
し
て
仮
構
さ
れ
た
死
者
の

眼
差
し
に
よ
っ
て
天
皇
を
告
発
す
る
と
い
う
「
英
霊
の
聲
」
の
仕
掛
け
は
、
隙

が
な
く
、
巧
妙
で
あ
る
。
英
霊
た
ち
は
天
皇
制
を
護
持
す
る
た
め
に
こ
そ
、

「
人
間
天
皇
」
を
告
発
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
告
発
に
先
立
っ
て
英
霊
た

ち
は
、
霊
媒
の
川
崎
君
を
通
じ
て
物
質
文
明
に
毒
さ
れ
た
敗
戦
後
の
日
本

お
よ
び
日
本
人
を
も
痛
烈
に
告
発
し
て
い
る
。

「
…
…
…
今
、
四
海
必
ず
し
も
波
穏
や
か
な
ら
ね
ど
、
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日
の
本
の
や
ま
と
の
国
は

鼓
腹
撃
壌
の
世
を
ば
現
じ

御
仁
徳
の
下
、
平
和
は
世
に
み
ち
み
ち

も
と

人
ら
奉
平
の
ゆ
る
き
微
笑
み
に
顔
見
交
わ
し

利
害
は
錯
綜
し
、
敵
味
方
も
相
結
び
、

外
国
の
金
銭
は
人
ら
を
走
ら
せ

と
つ
く
に

（
中
略
）

な
べ
て
に
痴
呆
の
笑
い
は
浸
潤
し

魂
の
死
は
行
人
の
額
に
透
か
し
見
ら
れ
、

よ
ろ
こ
び
も
悲
し
み
も
須
臾
に
し
て
去
り

し
ゆ

ゆ

清
純
は
商
わ
れ
、
浮
蕩
は
衰
え
、

た
だ
金
よ
金
よ
と
思
い
め
ぐ
ら
せ
ば

か
ね

人
の
値
打
は
金
よ
り
卑
し
く
な
り
ゆ
き
、

（
中
略
）

車
は
繁
殖
し
、
愚
か
し
き
速
度
は
魂
を
寸
断
し
、

大
ビ
ル
は
建
て
ど
も
大
義
は
崩
壊
し

そ
の
窓
々
は
欲
求
不
満
の
蛍
光
燈
に
輝
き
渡
り
、

朝
な
朝
な
昇
る
日
は
ス
モ
ッ
グ
に
曇
り

感
情
は
鈍
磨
し
、
鋭
角
は
摩
滅
し
、

烈
し
き
も
の
、
雄
々
し
き
魂
は
地
を
払
う
。

血
潮
は
こ
と
ご
と
く
汚
れ
て
平
和
に
澱
み

ほ
と
ば
し
る
清
き
血
潮
は
涸
れ
果
て
ぬ
。

天
翔
け
る
も
の
は
翼
を
折
ら
れ

不
朽
の
栄
光
を
ば
白
蟻
ど
も
は
嘲
笑
う
。

あ
ざ
わ
ら

か
か
る
日
に
、

な
ど
て
す
め
ろ
ぎ
は
人
間
と
な
り
た
ま
い
し
」

…
…
…
…
…
…
…
…

「
白
蟻
ど
も
は
嘲
笑
う
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
、
「
外
国
の
金
銭
」
に
よ
っ

あ
ざ
わ
ら

と
つ
く
に

て
狂
奔
す
る
日
本
人
を
尻
目
に
、
土
台
を
食
い
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
存
在

と
し
て
の
白
人
の
姿
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
「
英
霊
の
聲
」
に

よ
っ
て
告
発
さ
れ
て
い
る
「
天
皇
」
は
、
「
鬼
畜
米
英
」
と
い
う
立
ち
位
置
か
ら

身
を
ひ
る
が
え
し
、
ア
メ
リ
カ
的
な
価
値
観
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
英
霊
た
ち
を

裏
切
っ
た
敗
戦
後
の
日
本
人
の
「
象
徴
」
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
「
風
流
夢
譚
」
と

い
う
小
説
の
中
で
処
刑
さ
れ
た
天
皇
と
、
「
英
霊
の
聲
」
と
い
う
小
説
の
中
で

告
発
さ
れ
て
い
る
天
皇
は
、
き
わ
め
て
近
接
し
た
感
性
に
よ
っ
て
形
象
化
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
英
霊
の
聲
」
の
最
後
で
口
寄
せ
を
終
え
て
力
尽
き
て
倒
れ
て
し
ま
っ
た
と

き
、
「
そ
の
死
顔
が
、
川
崎
君
の
顔
で
は
な
い
、
何
者
と
も
知
れ
ぬ
と
云
お
う

か
、
何
者
か
の
あ
い
ま
い
な
顔
に
変
容
し
て
い
る
」
の
を
見
て
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
た
人
々
が
慄
然
と
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
自
分
た
ち
敗
戦
後
の

日
本
人
の
没
個
性
的
な
顔
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
言
わ
ば
そ
こ
に
は
、

「
日
本
お
よ
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
し
て
の
「
何
者
と
も
知
れ
ぬ
、
何

者
か
の
あ
い
ま
い
な
顔
」
が
あ
っ
た
の
だ
。
降
霊
会
に
居
合
わ
せ
た
人
々
が
霊

媒
の
川
崎
君
を
通
じ
て
英
霊
が
憑
依
し
た
川
崎
君
と
と
も
に
自
分
た
ち
自

身
を
告
発
し
、
自
分
た
ち
自
身
を
処
刑
し
た
こ
と
に
気
づ
い
て
慄
然
と
し
た
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の
だ
と
考
え
て
も
よ
い
。

昭
憲
皇
太
后
の
頭
を
な
ぐ
り
つ
け
よ
う
と
し
た
と
き
に
「
丸
い
ハ
ゲ
」
を
見

つ
け
て
思
わ
ず
飛
び
の
い
て
し
ま
っ
た
「
風
流
夢
譚
」
の
「
私
」
は
、
「
ハ
ゲ
を
見

る
と
怖
ろ
し
く
な
る
か
ら
で
、
こ
れ
は
私
の
頭
が
ハ
ゲ
て
い
る
の
で
こ
れ
は
自

分
の
弱
点
を
他
人
の
中
に
見
つ
け
て
怖
ろ
し
が
る
の
で
あ
る
」
と
釈
明
し
て
い

る
。
イ
ン
チ
キ
や
弱
点
を
抱
え
た
存
在
と
し
て
の
共
通
点
を
、
昭
憲
皇
太
后

と
自
分
と
の
間
に
見
い
だ
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
場
面
だ
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
人
の
婦
人
が
置
き
土
産
に
し
た
イ
ン
チ
キ
く
さ
い

時
計
を
愛
用
し
て
い
る
「
私
」
が
、
英
国
製
の
背
広
を
着
て
処
刑
さ
れ
た
天
皇

の
姿
を
目
撃
し
た
後
、
「
ヒ
ト
の
歌
」
を
辞
世
の
句
に
盗
用
し
て
読
み
上
げ
な

が
ら
夢
の
中
で
自
分
の
頭
を
ピ
ス
ト
ル
で
打
ち
抜
い
て
自
害
し
て
い
る
の
は
、

「
妙
な
因
果
関
係
」
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
自
分
を
、
天
皇
や
皇
太
子
と
同

じ
よ
う
に
「
処
刑
」
す
る
た
め
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
夢
の
中
で
革
命
に

よ
っ
て
打
ち
倒
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
悪
魔
の
日
本
」
と
は
、
「
日
本
お
よ
び

日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
し
て
の
「
天
皇
」
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
日

本
人
で
あ
る
「
私
」
も
「
処
刑
」
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
だ
。

昭
和
天
皇
お
よ
び
天
皇
制
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
意
識
は
、
明

瞭
な
形
で
言
説
化
さ
れ
、
顕
在
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
敗
戦
後
の
日
本
人
の

歩
み
に
さ
ま
ざ
ま
な
影
を
落
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
に
対
す
る

ね
じ
れ
た
執
着
を
平
明
な
語
り
口
で
言
説
化
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

く
、
深
沢
七
郎
や
三
島
由
紀
夫
の
よ
う
に
、
夢
や
口
寄
せ
の
よ
う
な
文
学
的

な
仕
掛
け
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
言
説
化
す
る
こ
と
が
可
能

だ
っ
た
。
し
か
も
「
嶋
中
事
件
」
が
起
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
に
対
す
る
コ

ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
を
顕
在
化
さ
せ
ま
い
と
す
る
抑
圧
的
な
力
は
さ
ら
に
強
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
深
沢
七
郎
の
「
風
流
夢
譚
」
や
三

島
由
紀
夫
の
「
英
霊
の
聲
」
が
出
現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背
景
を
、
明
瞭
な

形
で
広
範
な
読
者
の
前
に
示
し
た
例
外
的
な
存
在
と
し
て
、
『
私
の
天
皇
観
』

（
辺
境
社
、
一
九
八
一
年
八
月
）
や
『
砕
か
れ
た
神
―
あ
る
復
員
兵
の
手
記
』

（
朝
日
選
書
、
一
九
八
三
年
八
月
）
を
書
い
た
渡
辺
清
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
島
由
紀
夫
と
同
年
の
一
九
二
五
（
大
正

）
年
の
生
ま
れ
で
、
志
願
し

14

て
少
年
兵
と
し
て
海
軍
に
入
り
、
戦
艦
武
蔵
乗
組
員
の
生
き
残
り
と
し
て
復

員
し
た
渡
辺
清
は
、
「
き
っ
と
死
を
も
っ
て
そ
の
責
任
を
償
わ
れ
る
だ
ろ
う
」

と
予
想
し
て
い
た
天
皇
が
、
敗
戦
後
に
お
こ
な
っ
た
自
分
た
ち
に
対
す
る
背

信
行
為
に
衝
撃
を
受
け
る
。
今
と
な
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
有
名
な
写
真
。
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
と
昭
和
天
皇
の
会
見
の
模
様
を
伝
え
る
写
真
を
、
一
九
四
五
（
昭

和

）
年
九
月
二
十
八
日
付
の
新
聞
で
見
た
の
で
あ
る
。
開
襟
シ
ャ
ツ
を
着

20
て
パ
イ
プ
を
く
わ
え
、
く
つ
ろ
い
だ
様
子
で
カ
メ
ラ
の
前
に
立
つ
占
領
軍
最
高

司
令
官
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
、
モ
ー
ニ
ン
グ
姿
の
緊
張
し
た
面
持
ち
で
直
立
不

動
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
昭
和
天
皇
。
敗
戦
の
責
任
を
と
っ
て
自
決
す
る
ど
こ

ろ
か
、
敵
の
司
令
官
の
軍
門
に
下
り
、
「
厚
顔
無
恥
」
な
記
念
写
真
に
収
ま
っ

て
い
る
「
大
元
帥
」
の
姿
を
見
た
渡
辺
清
は
、
し
ば
ら
く
は
体
の
ふ
る
え
が
と

ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。

僕
は
、
羞
恥
と
屈
辱
と
吐
き
す
て
た
い
よ
う
な
憤
り
に
息
が
つ
ま
り
そ

う
だ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
い
ま
か
ら
で
も
飛
ん
で
い
っ
て
宮
城
を
焼
き



- 67 -

払
っ
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
。
あ
の
壕
の
松
に
天
皇
を
さ
か
さ
に
ぶ
ら
下
げ

て
、
僕
ら
が
か
つ
て
棍
棒
で
や
ら
れ
た
よ
う
に
、
滅
茶
苦
茶
に
殴
っ
て
や
り

た
い
と
思
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
で
も
お
さ
ま
ら
な
い
気
持
だ
っ
た
。
で
き
る
こ

と
な
ら
、
天
皇
を
か
つ
て
の
海
戦
の
場
所
に
引
っ
ぱ
っ
て
い
っ
て
、
海
底
に
引

き
ず
り
お
ろ
し
て
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
戦
友
の
無
残
な
死
骸

を
そ
の
目
に
見
せ
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
。
こ
れ
が
あ
な
た
の
命
令
で
は
じ

め
ら
れ
た
戦
争
の
結
末
で
す
。
こ
う
し
て
三
百
万
も
の
あ
な
た
の
「
赤
子
」

が
、
あ
な
た
の
た
め
だ
と
思
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
耳
も
と
で
そ
う

叫
ん
で
や
り
た
い
気
持
だ
っ
た
。
（
４
）

こ
う
し
た
呪
詛
の
声
を
書
き
付
け
た
後
、
渡
辺
清
は
「
自
己
責
任
」
に
つ
い

て
語
り
は
じ
め
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
「
私
」
を
ピ
ス
ト
ル
で
自
殺
さ
せ
た
深
沢

七
郎
や
、
「
川
崎
君
」
を
頓
死
さ
せ
た
三
島
由
紀
夫
と
基
本
的
に
は
同
じ
理

路
を
た
ど
っ
た
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
宮
城
を
焼
き

払
っ
て
天
皇
を
逆
さ
吊
り
に
し
た
い
と
願
っ
た
渡
辺
清
の
情
念
を
、
あ
る
い
は

復
員
兵
や
英
霊
た
ち
の
情
念
を
文
学
的
に
形
象
化
し
た
小
説
が
「
風
流
夢

譚
」
だ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
深
沢
七
郎
も
三
島
由
紀
夫
も
、
〝
砕
か
れ
た
神

〟
の
夢
を
見
た
の
だ
。
夢
と
い
う
も
の
は
、
無
意
識
下
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
、

抑
圧
に
抵
抗
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
よ
る
変
容
を
被
り
な
が
ら
、
自
ら
の
姿

を
意
識
に
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
が
、
深
沢
七
郎
の
「
風
流
夢

譚
」
は
ま
さ
に
敗
戦
後
を
生
き
る
日
本
人
の
中
に
抑
圧
さ
れ
た
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
を
、
「
浪
漫
的
小
品
」
（
５
）
と
し
て
仮
構
し
つ
つ
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。

註

（
１
）
谷
内
六
郎
の
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
カ
ッ
ト
を
付
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
同
じ
月
の
『
中
央
公
論
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
て
い
た
文
章
の
多
く
は
、

一
九
六
○
年
発
表
当
時
の
政
治
的
な
課
題
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
事

柄
を
分
析
す
る
こ
と
も
、
「
風
流
夢
譚
」
が
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で

受
容
さ
れ
た
の
か
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で

は
取
り
上
げ
な
い
。

（
２
）
事
件
の
概
要
は
、
野
依
秀
市
『
〝
風
流
夢
譚
〟
の
批
判
と
国
民
へ
の
訴

え
―
嶋
中
・
中
央
公
論
・
小
森
事
件
の
根
本
』
（
芝
園
書
房
・
一
九
六
一

年
）
や
中
村
智
子
『
「
風
流
夢
譚
」
事
件
以
後
―
編
集
者
の
自
分
史
』
（
田

畑
書
店
・
一
九
七
六
年
）
、
京
谷
秀
夫
『
一
九
六
一
年
冬
』
（
晩
声
社
・
一

九
八
二
年
／
の
ち
に
『
一
九
六
一
年
冬
「
風
流
夢
譚
」
事
件
』
平
凡
社
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
・
一
九
九
六
年
）
な
ど
に
詳
し
い
。

（
３
）
不
況
下
の
「
蟹
工
船
」
ブ
ー
ム
で
共
産
党
の
新
規
入
党
者
が
増
え
、
年

間
一
万
人
近
く
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
昨
夏
新
聞
各
紙
が
伝
え
て
い
る
。

（
４
）
『
私
の
天
皇
観
』
（
辺
境
社
、
一
九
八
一
年
八
月
）
。
初
出
は
、
『
思
想
の

科
学
』
第

号
（
一
九
六
○
年
八
月
）
。

20

（
５
）
「
風
流
夢
譚
」
の
末
尾
に
は
「
（
三
つ
の
浪
漫
的
小
品
よ
り
―
そ
の

）
」

(一)

と
あ
り
、
続
編
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。（

の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）


