
- 43 -

梅
崎
春
生
「
桜
島
」
再
読

紛
い
物
と
し
て
生
き
残
る
こ
と

野

中

潤

一
、
は
じ
め
に
―
―
紛
い
物
と
し
て
の
「
桜
島
」

桜
島
は
じ
つ
は
島
で
は
な
い
。
四
方
を
水
域
に
囲
ま
れ
て
い
る
陸
地

を
島
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
桜
島
は
島
と
は
言
え
な
い
。
錦
江
湾
に
浮

か
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
桜
島
だ
が
、
南
東
部
は
大
隅
半
島
と
地
続

き
な
の
で
あ
る
。
作
中
「
大
正
初
年
の
爆
発
に
よ
っ
て
海
水
に
な
だ
れ

入
っ
た
溶
岩
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
一
四
（
大
正
３
）
年

に
御
岳
の
溶
岩
流
が
東
側
の
海
を
埋
め
立
て
、
島
と
し
て
の
命
脈
を
絶

お
ん
た
け

っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
小
説
「
桜
島
」（
１
）

に
登
場
す
る
村
上
兵
曹

（
私
）
が
、
東
側
の
鹿
児
島
市
か
ら
船
で
渡
っ
た
の
も
、
島
な
ら
ぬ
島

と
し
て
の
桜
島
で
あ
る
。
村
上
兵
曹
が
海
路
を
利
用
し
た
の
は
、
坊
津

も
枕
崎
も
鹿
児
島
半
島
に
あ
る
た
め
、
錦
江
湾
を
ぐ
る
り
と
ま
わ
り
こ

ん
で
鉄
道
の
整
備
さ
れ
て
い
な
い
東
側
の
大
隅
半
島
か
ら
陸
路
で
桜
島

へ
赴
く
の
は
、
あ
ま
り
に
も
遠
回
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
桜
島
が
島
だ
か

ら
で
は
な
い
。（
２
）

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
死
、
諸
行
無
常
な
ど
の
語
と
連
合
関
係
を
持
つ

「
桜
」
と
、
な
わ
ば
り
、
孤
立
、
周
縁
な
ど
の
語
と
連
合
関
係
を
持
つ

「
島
」
、
こ
の
二
つ
の
喚
起
力
の
あ
る
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
小
説

言
語
と
し
て
の
「
桜
島
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
タ
フ
ァ
ー
と
そ
の
錯

綜
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
中
心
に
、
村
上
兵
曹
が

生
き
て
い
た
大
日
本
帝
国
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

小
説
「
桜
島
」
の
舞
台
で
あ
る
地
政
学
的
な
存
在
と
し
て
の
桜
島
が
、

そ
も
そ
も
「
地
続
き
の
島
」
と
い
う
撞
着
語
法
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
得

る
紛
い
物
だ
と
い
う
こ
と
に
は
十
分
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
島
な
ら
ぬ
島
と
し
て
の
桜
島
が
、
村
上
兵
曹
が
所

属
す
る
部
隊
の
存
在
様
態
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
小

説
「
桜
島
」
の
〝
戦
後
文
学
〟
と
し
て
の
意
味
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
る
か
ら
だ
。

で
は
、
村
上
兵
曹
が
所
属
す
る
部
隊
の
存
在
様
態
と
は
、
い
っ
た
い

如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
、
「
軍
隊
」
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て

小
説
「
桜
島
」
は
、
戦
後
派
作
家
と
し
て
の
梅
崎
春
生
の
デ
ビ
ュ
ー

作
で
あ
り
、
「
軍
隊
物
」
（
山
本
健
吉
）（
３
）
、
「
戦
争
小
説
」
（
本
多
秋

五
）（
４
）
、
「
軍
隊
小
説
」
（
小
島
信
夫
）（
５
）

な
ど
と
名
指
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
説
「
桜
島
」
に
お
け
る
「
軍
隊
」
や
「
戦

争
」
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
存
在
様
態
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
り

わ
け
「
軍
隊
」
に
つ
い
て
の
検
討
は
不
十
分
だ
っ
た
。

ど
こ
が
不
十
分
で
あ
る
の
か
。
従
来
の
研
究
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
戸
塚
麻
子
は
、
小
説
「
桜
島
」
に
お
い
て
軍
隊
が
ど
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘

を
し
て
い
る
。（
６
）

「
私
」
の
目
で
軍
隊
や
世
界
を
眺
め
、
捉
え
る
と
い
う
方
法
が
取

ら
れ
た
「
桜
島
」
に
お
い
て
は
、
〈
日
常
〉
は
軍
隊
生
活
と
し
て
新

、
、

た
に
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
は
少
な
く
と
も
敗
戦
直
後
の
段
階
で

、
、

は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
軍
隊
生
活
の
〈
日

常
〉
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
軍
隊
外
の
世
界
の
日
常
と
は
明

ら
か
に
異
質
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
異
質
な
〈
日
常
〉
を
、
異
常

で
特
殊
な
も
の
、
つ
ま
り
「
真
空
地
帯
」
（
野
間
宏
）
と
受
け
止
め

る
の
で
は
な
く
、
異
質
で
は
あ
る
が
生
活
世
界
に
つ
な
が
る
よ
う
な

〈
日
常
〉
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
面
白
さ
が

あ
る
。

戸
塚
は
、
九
州
の
南
西
端
に
あ
る
特
攻
基
地
で
あ
り
な
が
ら
「
ま
だ

死
な
ず
に
い
ら
れ
る
場
所
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
坊
津
に
対
し
、
桜

島
は
「
必
ず
死
ぬ
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
死
の
島
」
と
し
て
「
私
」

に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
精
神
的
極
限
状
況
の
地
」
と
し
て

「
現
世
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
空
間
」
、
す
な
わ
ち
「
死
の
島
」
で
あ
る
桜

島
に
投
げ
込
ま
れ
た
途
端
に
、
「
私
」
の
新
た
な
生
活
が
〈
戦
争
の
中

で
の
日
常
〉
と
し
て
始
ま
る
。
そ
の
一
方
で
、
耳
の
な
い
妓
や
首
吊
り

未
遂
を
す
る
老
人
な
ど
が
生
き
る
軍
隊
外
の
世
界
に
、
「
イ
ロ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
に
転
倒
さ
れ
た
〈
非
日
常
的
な
も
の
〉
が
立
ち
現
れ
る
」
と
い
う
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の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
「
娑
婆
と
隔
絶
さ
れ
た
異
空
間
」
と
し
て
の
み

軍
隊
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
「
生
活
世
界
の
日
常
に
連
続
し
た
も

の
」
と
し
て
描
き
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
軍
隊
批
判
を
回
避
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
、「
桜
島
」
と
い
う
小
説
の
特
質
を
看
取
し
て
い
る
。

一
方
、
日
本
軍
の
兵
士
と
し
て
生
き
て
い
る
村
上
兵
曹
（
私
）
に
つ

い
て
、
鶴
岡
征
雄
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（
７
）

主
人
公
は
、
念
を
押
す
ま
で
も
な
く
日
本
軍
の
兵
士
で
あ
る
。

「
軍
人
勅
諭
」
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
兵
士
で
あ
り
、
一
応
、

職
務
を
こ
な
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
面
は
死
の
恐
怖
に
脅
え
て

い
る
。
兵
隊
と
し
て
ひ
っ
ぱ
り
だ
さ
れ
た
こ
と
に
も
納
得
し
て
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
召
集
は
本
人
の
意
志
と
は
関
係
な
く
強
制
で
あ
る
か

ら
、
納
得
で
き
な
い
と
い
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
抵
抗
の
余
地
は
な
い
。

言
わ
ば
小
説
と
し
て
成
立
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る
地
点
に
開
か
れ
た

世
界
が
「
桜
島
」
で
あ
る
。
哀
感
や
情
緒
と
い
っ
た
、
お
よ
そ
軍
隊

と
は
か
け
離
れ
た
詩
情
に
満
ち
た
感
性
に
よ
っ
て
描
き
だ
さ
れ
た
、

軍
国
日
本
の
終
末
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

鶴
岡
は
、
村
上
兵
曹
が
戦
時
下
に
あ
っ
て
も
所
与
の
状
況
に
対
し
て

十
分
に
自
ら
を
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
憤
り
や
懐
疑
を
抱

き
続
け
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
村
上
兵
曹

と
は
、
「
軍
人
勅
諭
」
的
な
世
界
か
ら
の
隔
た
り
の
意
識
を
生
き
る
、

「
軍
服
は
着
用
し
て
い
て
も
頭
の
中
は
市
井
人
の
ま
ま
」
の
人
物
だ
と

い
う
の
だ
。
村
上
兵
曹
が
、
「
日
本
軍
の
兵
士
」
で
あ
り
な
が
ら
「
軍

人
勅
諭
を
具
現
し
て
い
る
典
型
的
な
人
物
」
と
し
て
の
吉
良
兵
曹
長
に

対
し
て
強
い
違
和
感
を
覚
え
る
の
も
そ
の
た
め
だ
。
鶴
岡
は
、
「
軍

隊
」
と
い
う
語
に
対
応
す
る
形
で
「
軍
人
」
と
い
う
語
を
用
い
、
そ
の

う
え
で
「
軍
国
日
本
の
終
末
」
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

「
軍
人
勅
諭
」
的
な
世
界
を
生
き
る
べ
き
「
軍
人
」
が
、
桜
島
と
い

う
空
間
で
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
高
橋
啓
太
が
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。（
８
）

桜
島
基
地
で
は
米
軍
の
上
陸
地
点
は
お
ろ
か
、
「
味
方
」
で
あ
る

日
本
軍
が
米
軍
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
も
よ
く
わ
か
っ
て
い

な
い
。
死
の
到
来
を
意
味
す
る
米
軍
の
姿
も
、
目
の
前
に
現
れ
て
は

い
な
い
。
「
暗
号
電
報
」
に
よ
っ
て
外
部
か
ら
の
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
死
の
到
来
が
予
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
外
部
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
で
し
か
、
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た

状
況
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
桜
島
基

地
に
い
る
兵
隊
た
ち
は
、
「
私
」
を
含
め
て
生
死
の
狭
間
で
宙
吊
り
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に
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

外
界
か
ら
隔
て
ら
れ
た
「
島
」
と
い
う
環
境
の
特
質
を
、
「
情
報
」

に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
内
部
と
外
部
の
関
係
に
見
な
が
ら
、
「
米
軍
」

に
対
峙
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
「
日
本
軍
」
お
よ
び
「
桜
島
基
地
に
い

る
兵
隊
た
ち
」
の
存
在
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
兵
隊
た
ち
を
生
と

死
の
狭
間
で
宙
吊
り
に
さ
れ
た
存
在
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
桜

島
」
に
紋
切
り
型
の
軍
隊
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
は
回
避
さ
れ
て
い
る
。

イ
ロ
ニ
ー
を
指
摘
す
る
戸
塚
麻
子
や
軍
国
日
本
の
終
末
を
指
摘
す
る
鶴

岡
征
雄
と
同
じ
よ
う
に
、
「
軍
隊
物
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
「
桜

島
」
の
内
実
を
、
一
面
的
に
な
ら
な
い
よ
う
に
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い

る
点
は
評
価
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
「
桜
島
」
論
は
い
ず
れ
も
、
村
上
兵
曹
が
所
属

す
る
部
隊
の
重
要
か
つ
基
本
的
な
特
質
を
読
み
落
と
し
て
い
る
。
そ
こ

で
、
「
軍
隊
」
と
か
「
兵
隊
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
捨
象
さ
れ
て
き

た
も
の
に
改
め
て
ま
な
ざ
し
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
桜
島
」
の
読

み
を
更
新
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
兵
曹
の
い
る
軍
隊

そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、
「
軍
隊
」
と
か
「
兵
隊
」
と
呼
称
し
て
し
ま

っ
た
途
端
に
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

桜
島
で
従
軍
し
て
い
る
「
私
」
の
階
級
は
「
兵
曹
」
で
あ
る
。
陸
上

で
勤
務
し
て
い
る
が
、
「
兵
曹
」
は
海
軍
の
下
士
官
で
あ
る
。
「
私
」
す

な
わ
ち
村
上
兵
曹
が
、
「
海
軍
暗
号
書
」
で
翻
訳
さ
れ
た
転
属
命
令
に

従
っ
て
坊
津
か
ら
桜
島
へ
向
か
う
途
中
で
出
会
っ
た
「
坊
津
の
、
山
の

上
に
あ
る
挺
身
監
視
隊
長
、
谷
中
尉
」
も
、
「
若
い
海
軍
士
官
」
で
あ

る
。
谷
中
尉
と
同
じ
宿
屋
に
泊
ま
っ
た
翌
日
、
間
違
え
て
谷
山
に
来
て

い
た
補
充
兵
六
名
を
村
上
兵
曹
は
桜
島
へ
連
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
彼
ら
も
全
員
「
佐
世
保
海
兵
団
」
か
ら
回
天
や
震
洋
艇
の
修
理

の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
海
軍
兵
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
回
天
や
震
洋
艇
と

い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
海
軍
が
開
発
し
た
特
攻
兵
器
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

村
上
兵
曹
が
新
し
い
勤
務
地
の
桜
島
で
出
会
う
吉
良
兵
曹
長
も
、
海
軍

の
准
士
官
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
桜
島
」
に
登
場
す
る
軍
隊
と
は

す
な
わ
ち
、
こ
と
ご
と
く
海
軍
兵
な
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
軍
隊
」
や
「
兵
隊
」
と
い
う
言
葉
で
「
桜
島
」
を
論
じ
て
い
る
限
り
、

そ
れ
が
「
海
軍
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
後
景
に
退
き
、
作
中
人
物
に

与
え
ら
れ
て
い
る
重
要
な
特
質
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
帝
国
海
軍
」
の
軍
人
に
と
っ
て
の
本
来
的
な

任
務
は
、
艦
船
に
乗
務
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
海
軍
に
は
航
空

隊
も
あ
る
し
、
陸
上
勤
務
の
部
隊
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
「
海
軍
」
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を
名
乗
る
か
ら
に
は
、
連
合
艦
隊
や
支
那
方
面
艦
隊
な
ど
で
艦
船
に
乗

務
し
て
海
上
防
衛
や
海
戦
に
臨
む
の
が
、
最
も
中
心
的
な
任
務
で
あ
る

こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
村
上
兵
曹
は
、
坊
津
の

港
を
見
下
ろ
す
峠
で
暗
号
員
と
し
て
基
地
通
信
に
あ
た
り
、
転
勤
を
命

ぜ
ら
れ
て
桜
島
に
赴
い
て
か
ら
も
丘
の
中
腹
に
あ
る
壕
の
中
に
あ
る
暗

号
室
で
の
任
務
に
従
事
す
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
戦
争
が
長
引

く
に
つ
れ
て
「
帝
国
海
軍
」
の
連
合
艦
隊
が
壊
滅
状
態
と
な
り
、
回
天

や
震
洋
艇
の
よ
う
な
小
型
の
特
攻
兵
器
を
除
け
ば
、
海
軍
兵
が
乗
務
す

べ
き
艦
船
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
陸
上
勤
務
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
村
上
兵

曹
た
ち
は
、
言
わ
ば
陸
に
上
が
っ
た
河
童
な
の
で
あ
る
。

村
上
兵
曹
が
い
る
桜
島
分
遣
隊
は
、
米
軍
が
上
陸
し
て
き
て
も
小
銃

す
ら
満
足
に
所
持
し
て
い
な
い
状
態
で
、
通
信
科
に
よ
る
暗
号
解
読
作

業
と
双
眼
鏡
で
の
監
視
以
外
に
は
、
軍
隊
と
し
て
ほ
と
ん
ど
意
味
の
あ

る
活
動
を
な
し
え
な
い
部
隊
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
良
兵
曹

長
は
、
桜
島
が
「
第
一
線
」
で
あ
る
と
強
弁
し
て
い
る
。

肉
付
き
の
薄
い
、
通
信
科
の
軍
人
に
特
有
の
青
白
い
皮
膚
を
し
た

顔
の
、
こ
け
た
頬
の
上
に
赤
く
濁
っ
た
眼
が
ぎ
ろ
り
と
私
に
そ
そ
が

れ
た
。
陸
戦
の
士
官
の
持
つ
よ
う
な
頑
丈
な
軍
刀
に
片
手
を
支
え
、

酒
盃
に
伸
び
た
手
の
指
が
何
か
不
自
然
な
ほ
ど
長
か
っ
た
。

「
村
上
兵
曹
か
」

私
は
敬
礼
を
し
た
。

「
こ
こ
は
当
直
は
辛
い
ぞ
。
下
士
官
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
夜
の
当

直
を
抜
け
る
こ
と
は
、
俺
が
絶
対
に
許
さ
ん
。
他
の
基
地
の
こ
と
は

知
ら
ん
。
此
処
は
少
く
と
も
第
一
線
だ
。
毎
日
グ
ラ
マ
ン
が
飛
ん
で

来
る
。
ど
う
せ
此
処
で
、
皆
死
ぬ
ん
だ
。
死
ぬ
ま
で
、
人
か
ら
嗤
わ

れ
た
り
後
指
を
さ
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
な
」

老
人
の
よ
う
に
し
ゃ
が
れ
た
声
で
あ
っ
た
。

「
判
っ
て
お
り
ま
す
」

「
俺
は
、
俺
は
な
、
吉
良
兵
曹
長
」

村
上
兵
曹
が
吉
良
兵
曹
長
に
初
め
て
会
っ
た
場
面
で
あ
る
。
「
通
信

科
の
軍
人
に
特
有
の
青
白
い
皮
膚
を
し
た
顔
」
と
い
う
の
は
、
「
第
一

線
」
で
戦
っ
て
い
る
海
軍
士
官
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
印
象
を
与
え
る
特
徴

で
あ
る
。
海
軍
の
陸
戦
隊
と
し
て
「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
戦
争
し
て
き

た
」
と
い
う
吉
良
兵
曹
長
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
支
那
戦
線
」
や
「
比
律

賓
」
で
の
戦
闘
を
体
験
し
て
き
た
と
い
う
。
し
か
し
今
は
、
弾
丸
が
飛

び
交
う
場
に
身
を
置
く
陸
戦
隊
の
一
員
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
連
合
艦

隊
の
一
員
で
も
な
い
。
時
お
り
上
空
を
グ
ラ
マ
ン
が
通
り
す
ぎ
て
い
く
、
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斜
面
に
掘
ら
れ
た
横
穴
に
身
を
ひ
そ
め
、
陸
戦
か
ら
も
海
戦
か
ら
も
疎

外
さ
れ
た
異
形
の
者
な
の
だ
。

た
と
え
ば
、
村
上
兵
曹
が
次
の
よ
う
に
洞
察
す
る
場
面
な
ど
に
、
島

な
ら
ぬ
島
で
あ
る
桜
島
に
お
い
て
、
吉
良
兵
曹
長
が
な
ぜ
常
人
と
は
異

な
る
「
マ
ニ
ヤ
ッ
ク
な
眼
」
の
持
ち
主
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
。

志
願
兵
の
頃
か
ら
、
精
神
棒
な
ど
で
痛
め
つ
け
ら
れ
て
い
た
間
、

他
の
人
間
な
ら
お
そ
ら
く
は
胸
に
悲
し
い
復
讐
の
気
持
を
、
自
ら
意

識
せ
ず
に
育
て
て
行
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
人
間
の
心
の
奥
底
に
あ

る
極
度
に
非
情
な
も
の
を
、
育
て
て
行
き
磨
い
て
行
き
、
そ
れ
を
自

我
に
ま
で
拡
げ
て
行
っ
た
に
違
い
な
い
。
や
っ
と
兵
曹
長
と
な
り
、

一
応
の
余
裕
が
出
来
て
、
あ
た
り
を
見
廻
し
た
時
、
ひ
そ
か
に
育
て

て
来
た
復
讐
の
牙
は
、
実
は
虚
し
い
も
の
に
擬
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
こ

と
に
気
付
い
た
に
違
い
な
い
の
だ
。
彼
は
牙
を
、
自
分
自
身
に
突
き

刺
す
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
の
奇
妙
な
性
格
も
、
異
常
な

動
作
も
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
唯
一
の
世
界
で
あ
る
海
軍
が
、
沖
縄

の
戦
終
り
、
既
に
潰
滅
し
た
こ
と
に
よ
る
い
ら
い
ら
し
た
心
情
も
、

お
そ
ら
く
は
皆
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。

こ
こ
で
最
も
重
大
な
問
題
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
復
讐
の

牙
」
が
「
実
は
虚
し
い
も
の
に
擬
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
」
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
こ
に
は
、
自
分
本
来
の
あ
り
方
か
ら
疎
外
さ
れ
た
状
況
を
生

き
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
、
吉
良
兵
曹
長
の
苦
い
自
覚
が
影
を
落
と
し

て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
本
来
な
す
べ
き
海
軍
兵
と
し
て
の
任
務
か
ら

疎
外
さ
れ
た
状
況
を
生
き
て
い
る
こ
と
が
、
吉
良
兵
曹
長
の
「
い
ら
い

ら
し
た
心
情
」
の
要
因
で
あ
る
と
村
上
兵
曹
は
了
解
し
て
い
る
。
既
に

潰
滅
し
た
海
軍
の
一
員
と
し
て
「
桜
島
」
を
「
第
一
線
」
と
見
な
し
て

い
る
吉
良
兵
曹
長
の
心
理
に
、
海
軍
士
官
ら
し
か
ら
ぬ
海
軍
士
官
で
あ

る
こ
と
に
対
す
る
屈
折
し
た
感
情
を
深
読
み
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

ま
た
、
吉
良
兵
曹
長
の
所
属
す
る
部
隊
が
、
御
岳
（
桜
島
岳
）
に
よ
っ

て
で
き
た
島
な
ら
ぬ
島
と
し
て
の
桜
島
に
あ
る
こ
と
の
中
に
、
ア
イ
ロ

ニ
ー
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
「
帝
国
海
軍
」
の
巡
洋
戦
艦
の
名
称
は
、
「
筑
波
」
「
鞍

馬
」
「
金
剛
」
「
榛
名
」
「
比
叡
」
な
ど
山
岳
名
に
ち
な
ん
で
命
名
さ
れ

る
慣
例
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
次
の
場
面
に
お
け
る
直
接
的
な
描
写
の
裏

側
に
、
別
の
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。

四
十
を
越
し
た
か
越
さ
な
い
位
の
、
背
の
低
い
男
で
あ
っ
た
が
、
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私
は
ふ
と
彼
の
手
に
し
た
双
眼
鏡
に
目
を
止
め
た
。
私
の
不
審
そ
う

な
視
線
に
、
男
は
人
な
つ
こ
そ
う
な
笑
い
を
ち
ら
り
と
見
せ
て
、
は

っ
き
り
し
た
声
で
言
っ
た
。

「
見
張
り
で
す
」

そ
う
言
え
ば
、
栗
の
木
の
幹
を
利
用
し
て
電
話
が
設
け
て
あ
り
、

此
の
草
原
か
ら
は
湾
内
も
大
空
も
一
望
の
中
に
あ
っ
た
。
草
い
き
れ

の
中
を
、
私
は
そ
の
男
に
近
づ
い
た
。

「
あ
い
て
い
る
な
ら
、
双
眼
鏡
を
貸
し
て
呉
れ
な
い
か
」

「
え
え
、
い
い
で
す
よ
。
お
使
い
な
さ
い
」

双
眼
鏡
を
受
け
取
っ
た
。
ず
っ
し
り
と
重
か
っ
た
。

多
く
の
艦
船
と
人
命
を
失
い
、
年
少
の
志
願
兵
や
年
配
の
補
充
兵
を

動
員
す
る
こ
と
で
辛
う
じ
て
本
土
防
衛
に
あ
た
っ
て
い
る
海
軍
の
現
状

を
象
徴
的
に
示
す
場
面
で
あ
る
。
「
四
十
を
越
し
た
か
越
さ
な
い
位
」

で
見
張
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
十
代
後
半
で
臨
時
召
集
さ

れ
た
補
充
兵
だ
と
推
測
で
き
る
。
当
時
の
感
覚
で
言
う
と
、
加
齢
に
よ

っ
て
体
力
が
落
ち
て
十
分
な
戦
闘
能
力
が
期
待
で
き
ず
、
軍
人
と
し
て

の
経
験
も
な
い
、
た
だ
の
「
老
兵
」
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
ま
で
名
前

を
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
「
背
の
低
い
男
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
の
見
張
り
兵
は
、
ま
る
で
戦
艦
の
艦
橋
に
い
る
か
の
よ
う
に
双
眼

鏡
で
空
と
海
を
監
視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
艦
船
を
失
っ
た

海
軍
兵
士
が
、
ま
る
で
巡
洋
戦
艦
「
桜
島
」
の
艦
橋
に
立
つ
司
令
官
で

あ
る
か
の
よ
う
に
、
山
の
中
腹
か
ら
双
眼
鏡
で
周
囲
を
睥
睨
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
陸
戦
に
お
い
て
も
双
眼
鏡
は
用
い
ら
れ
る

わ
け
だ
が
、
空
や
海
か
ら
近
づ
い
て
く
る
敵
を
監
視
す
る
と
い
う
あ
り

よ
う
は
、
海
戦
を
本
分
と
す
る
海
軍
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
背

の
低
い
男
」
が
双
眼
鏡
を
使
っ
て
し
て
い
た
こ
と
は
、
空
と
海
を
監
視

す
る
と
い
う
本
来
の
任
務
の
遂
行
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
農
家
の
生
活

を
盗
み
見
て
、
家
族
間
の
軋
轢
を
観
察
し
た
挙
げ
句
に
孤
独
な
老
人
の

自
殺
未
遂
を
目
撃
す
る
と
い
う
、
任
務
と
は
無
関
係
の
、
覗
き
見
趣
味

に
基
づ
く
卑
小
な
行
為
を
含
ん
で
い
る
の
だ
。（
９
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
島
な
ら
ぬ
島
と
い
う
紛
い
物
と
し
て
の
「
桜

島
」
の
存
在
様
態
は
、
陸
上
勤
務
を
す
る
海
軍
と
い
う
村
上
兵
曹
の
所

属
部
隊
の
紛
い
物
性
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
生
き
残
り
の
偽
物
意
識

桜
島
に
赴
任
す
る
前
に
村
上
兵
曹
は
、
若
い
海
軍
士
官
の
谷
中
尉

か
ら
「
美
し
く
死
ぬ
、
美
し
く
死
に
た
い
、
こ
れ
は
感
傷
に
過
ぎ
ん

ね
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
。
こ
の
言
葉
は
、
双
眼
鏡
で
見
張
り
を
す
る

「
背
の
低
い
男
」
が
口
に
す
る
「
滅
亡
の
美
し
さ
」
と
い
う
言
葉
と
と
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も
に
、
村
上
兵
曹
に
よ
っ
て
反
芻
さ
れ
る
こ
と
で
、
小
説
「
桜
島
」
全

体
を
通
し
て
響
く
主
調
低
音
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

死
ぬ
の
は
、
恐
く
な
い
。
い
や
、
恐
く
な
い
こ
と
は
な
い
。
は
っ
き

り
と
言
え
ば
、
死
ぬ
こ
と
は
、
い
や
だ
。
し
か
し
、
ど
の
道
死
な
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
な
ら
、
私
は
、
納
得
し
て
死
に
た
い
の
だ
。

こ
の
ま
ま
此
の
島
で
こ
の
ま
ま
此
の
島
で
、
此
処
に
い
る
虫
の
よ
う

な
男
達
と
一
緒
に
、
捨
て
ら
れ
た
猫
の
よ
う
に
死
ん
で
行
く
、
そ
れ

で
は
あ
ま
り
に
も
惨
め
で
は
な
い
か
。
生
れ
て
以
来
、
幸
福
ら
し
い

幸
福
に
も
恵
ま
れ
ず
、
営
々
と
し
て
一
所
懸
命
何
か
を
積
み
重
ね
て

き
た
の
だ
が
、
そ
れ
も
何
も
か
も
泥
土
に
う
ず
め
て
し
ま
う
。
し
か

し
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
で
悪
い
の
か
。
私
は
思
わ
ず
、

吉
良
兵
曹
長
に
話
し
か
け
て
い
た
。

「
吉
良
兵
曹
長
。
私
も
死
ぬ
な
ら
、
死
ぬ
時
だ
け
で
も
美
し
く
死

の
う
と
思
い
ま
す
」

桜
島
で
「
捨
て
ら
れ
た
猫
の
よ
う
に
死
ん
で
行
く
」
こ
と
を
い
っ
た

ん
は
拒
絶
し
な
が
ら
、
す
べ
て
を
泥
土
の
中
に
う
ず
め
て
し
ま
う
よ
う

な
死
を
「
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
容
認
し
た
村
上
兵
曹
は
、
そ

れ
で
も
な
お
「
美
し
く
死
の
う
と
思
い
ま
す
」
と
強
弁
す
る
。
吉
良
兵

曹
長
は
「
残
忍
な
微
笑
」
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
戦
場
で
見
て
き
た
死
骸

の
無
残
さ
を
語
り
、
「
村
上
兵
曹
。
美
し
く
死
に
た
い
か
。
美
し
く
、

死
ん
で
行
き
た
い
の
か
」
と
「
身
の
毛
も
す
く
む
よ
う
な
不
快
な
声
」

い

や

で
嘲
笑
す
る
。

こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
基
本
的
に
は
「
私
」
と
い
う
一
人
称
を
用
い
る

村
上
兵
曹
の
語
り
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

語
っ
て
い
る
「
私
」
の
視
点
は
、
敗
戦
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

語
る
「
私
」
と
語
ら
れ
る
「
私
」
の
差
異
を
可
視
化
す
る
よ
う
な
描
写

は
少
な
く
、
語
り
手
の
今
は
顕
在
化
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
作
中
で

桜
島
に
赴
任
す
る
時
点
の
村
上
兵
曹
の
意
識
が
、
ま
る
で
す
べ
て
の
出

来
事
が
終
わ
っ
た
後
の
敗
戦
後
の
意
識
を
先
取
り
し
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
美
し
く
死
に
た
い
」

と
い
う
村
上
兵
曹
の
「
ひ
そ
や
か
な
希
願
」
は
、
物
語
内
容
の
時
点
に

マ

マ

お
い
て
は
「
醜
く
死
ぬ
」
と
い
う
戦
時
中
に
お
け
る
現
実
の
反
措
定
で

あ
る
と
考
え
得
る
の
だ
が
、
一
方
で
は
物
語
言
説
の
時
点
に
お
け
る

「
醜
く
生
き
延
び
る
」
と
い
う
敗
戦
後
の
現
実
の
反
措
定
と
し
て
の
意

味
を
も
に
じ
ま
せ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
言
わ
ば
、
島
な
ら
ぬ
島
と
い

う
紛
い
物
と
し
て
の
桜
島
で
、
ま
と
も
な
装
備
の
な
い
ま
ま
陸
上
で
本

土
防
衛
に
あ
た
る
海
軍
の
紛
い
物
性
が
、
敗
戦
後
の
「
私
」
（
村
上
）

の
生
活
を
も
蝕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
な
の
か
も
し
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れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
雑
音
だ
ら
け
で
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
「
終
戦

の
詔
勅
」
の
内
容
を
、
暗
号
室
か
ら
の
報
告
で
よ
う
や
く
知
り
、
吉
良

兵
曹
長
と
と
も
に
壕
を
出
た
村
上
兵
曹
が
見
た
も
の
は
、
夕
焼
け
に
染

ま
っ
た
空
と
海
で
あ
り
、
黄
昏
に
貫
か
れ
た
道
で
あ
っ
た
の
だ
。
も
ち

ろ
ん
そ
こ
に
は
、
落
日
に
染
め
ら
れ
た
桜
島
岳
の
「
天
上
の
美
し
さ
」

が
、
坂
道
を
下
る
に
つ
れ
木
々
の
間
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
の
だ
が
、

坂
道
を
下
る
村
上
兵
曹
に
見
い
だ
し
う
る
も
の
は
、
海
軍
兵
曹
と
し
て

美
し
く
死
ぬ
こ
と
で
も
な
い
し
、
美
し
く
生
き
る
こ
と
で
も
な
い
。
も

ち
ろ
ん
「
滅
亡
の
美
し
さ
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
も
、
短
絡
的
に
過
ぎ

る
だ
ろ
う
。「
私
」（
村
上
）
は
、
次
か
ら
次
へ
と
あ
ふ
れ
る
涙
を
掌
で

隠
し
な
が
ら
黄
昏
の
坂
道
を
一
歩
一
歩
下
っ
て
い
く
過
去
の
自
分
を
、

「
色
ん
な
も
の
が
入
り
乱
れ
て
、
何
が
何
だ
か
は
っ
き
り
判
ら
な
か
っ

た
」
と
ふ
り
返
っ
て
い
る
。
敗
戦
の
日
の
出
来
事
を
こ
の
よ
う
に
語
る

「
私
」
の
中
に
は
、
依
然
と
し
て
「
美
し
く
死
に
た
い
」
と
い
う
「
ひ

そ
や
か
な
希
願
」
が
あ
り
、
そ
の
不
可
能
性
を
感
受
し
な
が
ら
惨
め
な

現
実
を
生
き
る
し
か
な
い
と
い
う
悲
哀
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
語
る

「
私
」
と
語
ら
れ
る
「
私
」
、
物
語
言
説
の
時
間
を
生
き
る
「
私
」
と

物
語
内
容
の
時
間
を
生
き
る
「
私
」
と
の
差
異
が
不
分
明
で
あ
る
の
は
、

そ
の
た
め
で
あ
る
。
小
説
の
結
び
が
「
私
は
よ
ろ
め
き
な
が
ら
、
坂
道

を
一
歩
一
歩
下
っ
て
行
っ
た
。
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
敗
戦
後
の
現
実
が
「
私
」
に
と
っ
て
「
天
上
の
美

し
さ
」
の
側
に
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

※
「
桜
島
」
の
引
用
は
、
『
梅
崎
春
生
全
集

第
一
巻
』（
一
九
八
四

年
五
月
・
沖
積
舎
）
に
よ
る
。

注（
１
）
初
出
は
一
九
四
六
年
九
月
『
素
直
』
。

（
２
）
古
閑
章
は
「
梅
崎
春
生
『
桜
島
』
の
周
辺
」
（
二
〇
〇
六
年

十
一
月
『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
）
の
中
で
、
中
村
真
一
郎
の
エ

ッ
セ
ー
「
坊
の
津
＝
桜
島
幻
想
」
（
一
九
七
五
年
二
月
『
暗
泉
夜

話
』
読
売
新
聞
社
）
に
言
及
し
な
が
ら
、
「
桜
島
は
島
で
は
な

い
」
と
指
摘
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
古
閑
の
考
察
は
、
島
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
鹿
児
島
湾
上
に
浮
か
ぶ
孤
立
し
た
島
の
イ

メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。

（
３
）
山
本
健
吉
「
梅
崎
春
生
に
つ
い
て
」
（
一
九
五
九
年
十
月

『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集

梅
崎
春
生
集
』
筑
摩
書
房
）
。

28

（
４
）
本
多
秋
五
「
作
家
と
作
品

梅
崎
春
生
」（
一
九
七
三
年
十
二

月
『
日
本
文
学
全
集

椎
名
麟
三
・
梅
崎
春
生
集
』
集
英
社
）

78

（
５
）
小
島
信
夫
「
梅
崎
春
生
」
（
一
九
七
三
年
一
月
『
新
潮
日
本
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文
学

梅
崎
春
生
集
』
新
潮
社
）

41

（
６
）
戸
塚
麻
子
『
戦
後
派
作
家

梅
崎
春
生
』（
二
〇
〇
九
年
七
月

・
論
創
社
）
「
第
二
章

戦
後
」
の
「
第
一
節

桜
島
」
に
よ
る
。

（
７
）
鶴
岡
征
雄
「
梅
崎
春
生
『
桜
島
』
論
」
（
二
〇
〇
五
年
十
一

月
『
民
主
文
学
』
）

（
８
）
高
橋
啓
太
「
不
可
視
性
と
戦
争
―
梅
崎
春
生
『
桜
島
』
」（
二

〇
〇
八
年
二
月
『
文
芸
批
評

敍
説
Ⅲ
』）

（
９
）
老
人
が
首
吊
り
自
殺
を
図
ろ
う
と
す
る
の
を
双
眼
鏡
で
目
撃

す
る
と
い
う
話
は
、
今
ま
さ
に
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
悲
劇
を
目

撃
し
て
い
な
が
ら
傍
観
す
る
し
か
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
テ

レ
ビ
映
像
を
通
し
て
大
震
災
の
よ
う
な
悲
劇
を
目
撃
し
て
し
ま
っ

た
者
が
心
理
的
な
負
荷
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
「
テ
レ
ヴ
ァ
イ
ズ

ド
・
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
」
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）

「
現
代
文
学
史
研
究
会
」
入
会
案
内

１

現
代
文
学
史
研
究
会
は
、
主
に
一
九
二
○
年
代
以
降
の
日
本

文
学
に
関
す
る
研
究
及
び
そ
の
普
及
を
図
り
、
我
が
国
の
文
学

研
究
の
改
善
・
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
現
代
文

学
史
研
究
所
（
大
久
保
典
夫
所
長
）
が
設
立
し
た
団
体
で
す
。
こ

の
会
の
主
な
活
動
は
、
機
関
誌
『現
代
文
学
史
研
究
』
の
発
行
と
、

研
究
集
会
お
よ
び
合
評
会
の
開
催
な
ど
で
す
。

２

機
関
誌
『
現
代
文
学
史
研
究
』
は
、
年
二
回
刊
（
六
月
・
十
二

月
）
で
、
研
究
論
文
・文
芸
批
評
・エ
ッ
セ
イ
等
を
掲
載
し
ま
す
。

３

入
会
申
込
に
際
し
て
は
、
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し

て
郵
送
す
る
か
、
電
子
メ
ー
ル
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
申
込
書
が
必

要
な
方
は
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。
書
類
一
式
を
お
送
り

致
し
ま
す
。

４

電
子
メ
ー
ル
で
申
込
む
場
合
は
、
入
会
の
意
志
を
明
記
し
、
住

所
・氏
名
・電
話
番
号
・所
属
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
記
入
し
て
送
信

し
て
下
さ
い
。

５

入
会
に
は
、
事
務
局
（
事
務
局
長
・
野
中
）
で
申
込
が
受
理
さ

れ
、
所
長
（大
久
保
典
夫
）の
承
認
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

現

代

文

学

史

研

究

所

事

務

局

〒
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市
麻
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―
四
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