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横
光
利
一
「
夜
の
靴
」
の
空
所

「
あ
の
大
き
な
東
京
」
と
不
通
線

野

中

潤

近
代
日
本
の
首
都
東
京
は
、
一
九
二
三
（
大
正

）
年
九
月
の
関
東

12

大
震
災
に
よ
っ
て
壊
滅
状
態
と
な
り
、
一
九
四
五
（
昭
和

）
年
三
月

20

十
日
の
大
空
襲
お
よ
び
そ
の
前
後
の
断
続
的
な
空
襲
に
よ
っ
て
再
び
灰

燼
に
帰
し
た
。
し
た
が
っ
て
一
九
一
六
（
大
正
５
）
年
に
上
京
し
て
文

学
活
動
を
開
始
し
た
横
光
利
一
は
、
焼
け
野
原
と
な
っ
た
東
京
を
二
度

に
わ
た
っ
て
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
夜
の
靴
』
を

読
む
と
、
「
五
月
二
十
四
日
の
空
襲
の
と
き
は
群
長
と
し
て
役
目
を
す

ま
せ
、
私
で
も
町
会
か
ら
十
円
の
賞
を
貰
っ
て
東
京
を
立
っ
た
」
と
あ

り
、
横
光
利
一
は
、
三
月
十
日
の
東
京
大
空
襲
や
そ
の
前
後
に
何
度
と

な
く
繰
り
返
さ
れ
た
空
襲
を
間
近
に
体
験
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
冒
頭
か
ら
三
つ
目
の
節
に
も
、
敗
戦
後
の
不
如
意
な
疎
開

生
活
を
嘆
く
妻
に
対
し
て
、
「
東
京
に
い
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
な
さ

い
。
あ
れ
よ
り
は
ま
だ
ま
し
だ
。
」
と
た
し
な
め
る
場
面
が
描
か
れ
て

い
る
。
夫
婦
で
病
気
に
な
っ
て
起
き
上
が
る
こ
と
が
出
来
ず
、
子
ど
も

た
ち
だ
け
を
防
空
壕
に
避
難
さ
せ
て
空
襲
の
恐
怖
に
耐
え
た
夜
の
出
来

事
を
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
関
東
大
震
災
の
廃
墟
の
中
か
ら
出
現
し

た
新
感
覚
派
文
学
の
旗
手
は
、
帝
都
復
興
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に

文
壇
で
の
地
位
を
固
め
、
や
が
て
文
学
の
神
様
へ
と
上
り
つ
め
、
焼
け

野
原
か
ら
復
興
し
た
帝
都
東
京
が
二
十
年
余
り
で
再
び
灰
燼
に
帰
し
た

中
で
「
夜
の
靴
」
を
書
い
た
（
１
）

の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、「
夜
の
靴
」
が

あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
「
横
光
利
一
」
「
川
端
康
成
」
「
小
林
秀
雄
」
な

ど
の
名
前
が
登
場
す
る
「
夜
の
靴
」
が
虚
実
皮
膜
の

間

で
受
容
さ
れ

あ
わ
い

る
べ
き
、
実
体
験
を
下
敷
き
に
し
た
創
作
物
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
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る
。
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
き
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に
首
都
東
京
が

震
撼
し
、
ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ

が
登
場
し
た
一
九
九
五
年
か
ら
ま
も
な
く

95

二
十
年
。
早
く
も
二
十
年
で
あ
る
。
敗
戦
を
断
絶
の
相
に
お
い
て
の
み

な
ら
ず
連
続
の
相
に
お
い
て
も
見
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
た
か
だ
か

二
十
年
余
り
の
径
庭
し
か
な
い
震
災
後
と
敗
戦
後
の
連
続
性
に
眼
差
し

を
注
ぎ
つ
つ
、
横
光
利
一
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
七
十
年
近
い
時
を
隔
て
て
、
二
十
一
世
紀
の
も
う
一
つ

の
震
災
後
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
村
の
人
た
ち
も
空
襲
の
恐
怖
や
戦
火
の
惨
状

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
感
動
と
い
う
よ
り
も
、
全
然
知
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
共
通
の
想
い
を
忍
ば
せ
る
ス
タ
ン
ダ
ア
ド

と
な
る
べ
き
一
点
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
は
異
国
人
も
同
様
の

際
だ
っ
た
。
た
し
か
に
、
知
ら
せ
よ
う
に
も
方
法
の
な
い
村
民
た
ち

と
物
を
い
う
に
も
、
も
早
や
、
ど
う
で
も
良
い
こ
と
ば
か
り
の
心
の

部
分
で
、
話
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
忍
耐
が
必
要
だ
。
こ
の
判
然
と
分
れ
た

心
の
距
離
、
胸
中
は
っ
き
り
引
か
れ
た
境
界
線
と
い
う
も
の
は
、
こ

ち
ら
に
は
分
っ
て
い
る
だ
け
で
、
向
う
に
は
分
ら
な
い
。
人
情
、
非

人
情
と
い
う
よ
う
な
、
人
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ふ
か
い
谷
間
の

よ
う
な
、
不
通
線
だ
。
農
民
の
み
と
は
限
ら
ず
、
一
般
人
の
間
に
も

生
じ
て
い
る
こ
の
不
通
線
は
、
焼
け
た
も
の
、
焼
け
残
り
、
出
征
者

や
、
居
残
り
組
、
疎
開
者
や
受
入
れ
家
族
、
な
ど
幾
多
の
間
に
生
じ

て
い
る
無
感
動
さ
の
錯
綜
、
重
複
、
混
乱
が
、
ひ
ん
曲
り
、
捻
じ
あ

い
、
噛
み
つ
き
あ
っ
て
、
喚
わ
め
き
ち
ら
し
て
い
る
の
が
現
在
だ
。

茂
木
雅
夫
が
「
敗
戦
直
後
の
人
々
ど
う
し
の
「
不
通
線
」
す
な
わ
ち

通
じ
あ
わ
ぬ
所
に
対
処
す
べ
く
、
新
た
な
道
を
実
体
的
に
描
き
だ
し
て

い
る
」（
２
）

小
説
と
し
て
『
夜
の
靴
』
を
論
じ
て
以
来
、
繰
り
返
し
言

及
さ
れ
て
き
た
一
節
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
個
別
の
戦
争
体
験
か
ら

生
れ
た
様
々
な
る
〈
敗
戦
〉
は
、
共
同
体
験
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
〈
不
通
線
〉
を
そ
こ
に
孕
ん
で
い
る
」（
３
）

と
述
べ
た
黒
田
大

河
や
、
「
「
私
」
に
と
っ
て
の
「
不
通
線
」
と
は
、
「
私
」
の
現
在
の
心

境
を
理
解
す
る
者
は
皆
無
だ
と
い
う
、
他
者
と
の
共
通
理
解
の
不
可
能

性
」（
４
）

だ
と
す
る
西
尾
宣
明
は
、
「
不
通
線
」
と
い
う
言
葉
の
中
に

共
約
不
可
能
な
体
験
の
偏
差
や
他
者
と
の
了
解
不
可
能
性
を
見
出
し
て

い
る
。
一
方
で
、
「
敗
戦
の
混
乱
の
中
で
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
人
々
の

心
」
を
見
つ
め
な
が
ら
も
「
絶
望
の
中
に
希
望
が
、
混
乱
の
中
に
秩
序

が
、
変
化
の
中
に
不
変
が
、
と
い
う
構
造
」（
５
）

を
指
摘
し
た
玉
村
周

や
、
人
間
の
相
互
理
解
や
表
現
と
い
う
位
相
に
関
わ
る
も
の
と
し
て

「
不
通
線
」
を
捉
え
つ
つ
「
芭
蕉
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
横
光
の
内
奥
で
結

び
つ
け
る
架
け
橋
」（
６
）

で
あ
る
と
し
た
日
置
俊
次
は
、
「
新
た
な

道
」
を
見
出
そ
う
と
し
た
茂
木
雅
夫
と
同
様
に
、
「
不
通
線
」
と
い
う
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言
葉
を
可
能
な
限
り
肯
定
的
な
相
に
お
い
て
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
、
引
用
部
を
含
む
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
末
尾
、
す
な
わ
ち

「
間
も
な
く
こ
れ
は
絶
望
に
変
る
だ
ろ
う
。
次
ぎ
に
は
希
望
に
。
」
に

お
い
て
、
「
絶
望
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
読
む
か
「
希
望
」
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
読
む
か
の
違
い
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、

「
不
通
線
」
に
「
希
望
」
や
「
秩
序
」
や
「
架
け
橋
」
を
見
出
す
の
は
、

「
戦
後
」
を
断
絶
の
相
に
お
い
て
捉
え
、
日
本
の
再
出
発
に
横
光
利
一

の
歩
み
を
重
ね
て
み
よ
う
と
す
る
論
者
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

一
方
、
「
不
通
線
」
を
否
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
、
相
互
理

解
の
困
難
や
表
現
の
困
難
と
い
っ
た
、
敗
戦
後
と
い
う
時
空
を
越
え
た

と
こ
ろ
に
あ
る
抽
象
的
な
領
域
へ
と
問
題
を
昇
華
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

不
幸
な
形
で
生
涯
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
横
光
利
一
の
敗
戦
後
に
何
と

か
意
味
を
与
え
よ
う
と
す
る
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
そ
れ
ら
は
、
「
夜
の
靴
」
の
世
界
に
即
し
て
「
不
通
線
」
を

受
け
止
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
よ
り
は
、
一
般
的
、
抽
象

的
な
領
域
へ
と
問
題
を
遷
移
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
敗
戦
後
を
生
き
る
人
々
の
間
の
相
互
理
解
の
困
難
や
、
周
囲
の
農

民
た
ち
と
「
私
」
と
の
間
の
相
互
理
解
の
困
難
と
し
て
捉
え
る
と
し
て

も
、
そ
の
態
様
を
も
う
少
し
子
細
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
「
不
通
線
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
直
前
に
、
「
東

京
に
い
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
な
さ
い
」
と
妻
を
た
し
な
め
、
空
襲
の

夜
を
想
起
し
た
上
で
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。

「
と
に
か
く
、
自
分
の
家
が
焼
け
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何

よ
り
結
構
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
の
大
き
な
東
京
は
、
も
う
な
い
の
だ
か

ら
ね
。
お
前
は
見
て
い
な
い
か
ら
、
知
ら
な
い
の
だ
よ
。
」
と
私
は

云
っ
た
。

「
そ
う
ね
、
あ
た
し
、
知
ら
な
い
ん
だ
わ
。
そ
れ
だ
か
ら
ね
。
ぶ

つ
ぶ
つ
い
う
の
。」

妻
は
さ
し
う
つ
向
き
、
よ
く
考
え
こ
む
眼
つ
き
で
あ
る
。

疎
開
す
る
時
期
の
わ
ず
か
な
違
い
が
、
「
私
」
と
妻
と
の
間
に
「
不

通
線
」
を
出
現
さ
せ
て
い
る
。
「
あ
の
大
き
な
東
京
」
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
後
の
光
景
を
妻
は
知
ら
な
い
の
だ
。
「
あ
の
大
き
な
東
京
」

自
体
を
知
ら
な
い
「
こ
の
村
の
人
た
ち
」
と
の
間
の
「
不
通
線
」
と
は

異
な
る
位
相
で
、
「
私
」
は
妻
と
の
間
の
共
通
体
験
や
共
通
理
解
の
不

可
能
性
に
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
「
あ
の
大
き
な

東
京
」
の
惨
状
を
赤
裸
々
に
描
く
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
「
夜
の
靴
」

は
、
十
重
田
裕
一
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
７
）

よ
う
な
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ

る
検
閲
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
敗
戦
後
の
言
語
空
間
で
発
表
さ
れ
た
も

の
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
妻
の
「
よ
く
考
え
こ
む
眼
つ
き
」
に
誘
発
さ
れ
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る
形
で
、
敗
戦
後
の
東
京
の
読
者
の
脳
裡
に
は
、
焼
け
野
原
と
な
っ
た

首
都
の
光
景
が
浮
か
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
「
あ
の
大
き
な
東
京
」
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
の
光
景
は
、
「
こ
の
村
の
人
た
ち
」
や
妻
の

「
知
ら
な
い
」
こ
と
と
し
て
、
山
形
県
の
山
村
の
風
景
と
は
対
極
の
位

置
に
幻
視
さ
れ
る
と
い
う
迂
路
を
通
し
て
の
み
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

次
の
場
面
な
ど
も
、
「
夜
の
靴
」
に
お
け
る
東
京
の
描
き
方
を
考
え

る
上
で
見
落
と
せ
な
い
。

夜
、
家
人
が
み
な
寝
て
し
ま
っ
た
こ
ろ
、
長
男
が
ひ
ょ
っ
こ
り
東

京
か
ら
帰
っ
て
来
た
。
自
家
の
畑
で
採
れ
た
さ
つ
ま
芋
を
リ
ュ
ッ
ク

に
一
杯
つ
め
て
い
て
、
ひ
ど
く
疲
れ
て
い
る
様
子
だ
。
今
年
初
め
て

採
れ
た
畑
の
芋
な
の
で
私
は
袋
の
口
を
開
け
、
芋
の
頭
を
一
寸
撫
で

て
か
ら
寝
た
。

「
ど
う
だ
っ
た
東
京
。
」
妻
は
起
き
て
き
て
子
供
に
訊
ね
た
。

「
面
白
い
よ
、
ジ
ー
プ
が
ぶ
う
ぶ
う
通
っ
て
い
る
。
」

「
餓
え
死
に
し
て
る
人
、
沢
山
い
て
？
」

「
そ
う
だ
ね
。
僕
、
朝
か
ら
ピ
ア
ノ
ば
か
り
弾
い
て
い
て
外
へ
な

ん
か
出
な
か
っ
た
か
ら
、
分
ら
な
い
。
」

「
つ
ま
ら
な
い
こ
と
、
東
京
の
お
話
た
っ
た
そ
れ
だ
け
ね
。」

私
と
妻
は
、
東
京
か
ら
来
た
客
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
子
供
ま
で

別
人
に
な
っ
た
よ
う
に
見
て
い
る
人
間
に
、
い
つ
の
間
に
か
な
っ
て

い
る
。

妻
と
「
私
」
と
の
や
り
と
り
を
位
相
を
ず
ら
し
て
反
復
す
る
よ
う
に
、

夫
婦
と
長
男
と
の
間
に
「
不
通
線
」
が
出
現
し
て
い
る
。
「
ひ
ど
く
疲

れ
て
い
る
様
子
」
の
息
子
が
い
た
東
京
は
明
示
的
に
は
描
か
れ
て
い
な

い
が
、
「
ジ
ー
プ
」
や
「
飢
え
死
」
と
い
う
語
が
現
実
と
切
り
結
ぶ
場

所
に
、
読
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
敗
戦
後
を
見
出
し
う
る
余
地
が
与
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
う
え
、
「
朝
か
ら
ピ
ア
ノ
ば
か
り
弾
い
て
い
て
外
へ
な

ん
か
出
な
か
っ
た
」
と
い
う
長
男
と
東
京
と
の
間
に
も
、
「
不
通
線
」

が
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

じ
つ
は
長
男
は
、
「
私
」
よ
り
も
早
く
、
妻
と
一
緒
に
疎
開
し
て
い

た
わ
け
だ
か
ら
、
敗
戦
時
に
は
「
あ
の
大
き
な
東
京
」
が
な
く
な
っ
た

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
山
形
で
代
用
教
員
を
し
て
得
た
お

金
で
一
時
的
に
東
京
に
帰
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
「
不
通
線
」
を

抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
引
用
の
場
面
よ
り
も
六
つ
前
の
節
に
、

初
め
て
手
に
し
た
給
料
袋
を
見
せ
る
長
男
に
「
お
前
そ
の
月
給
何
に
使

う
ん
だ
い
。」
と
「
私
」
が
訊
ね
る
場
面
が
あ
る
。
長
男
は
、
「
僕
こ
れ

で
東
京
へ
帰
る
ん
だ
よ
。
早
く
帰
っ
て
、
ピ
ア
ノ
弾
き
た
い
な
ア
。
い

い
で
し
ょ
う
、
さ
き
に
帰
っ
た
っ
て
。
」
と
い
う
脳
天
気
な
答
え
を
返

す
。
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「
あ
あ
早
く
、
ピ
ア
ノ
弾
き
た
い
な
ア
。
」

と
子
供
は
そ
ん
な
こ
と
を
仰
向
き
に
倒
れ
て
ま
だ
云
っ
て
い
る
。

「
明
日
東
京
へ
行
っ
た
ら
い
い
。」

「
ほ
ん
と
。
嬉
し
い
な
ア
。
あ
あ
嬉
し
。
」
子
供
は
蒲
団
を
頭
か

ら
ひ
っ
冠
り
、
す
ぐ
ま
た
ぬ
ッ
と
頭
を
出
す
と
、

「
お
母
ア
さ
ん
、
パ
パ
東
京
へ
明
日
行
け
っ
て
、
い
い
、
行
っ
て

も
？
」
ま
る
で
ま
だ
子
供
だ
。

こ
の
と
き
の
長
男
と
、
先
ほ
ど
の
引
用
部
に
描
か
れ
て
い
る
「
ひ
ど

く
疲
れ
て
い
る
」
長
男
の
様
子
と
の
落
差
の
中
に
は
や
は
り
、
東
京
に

行
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
引
か
れ
た
「
不
通
線
」
が
見
出
せ

る
。
長
男
の
口
数
が
少
な
い
の
は
、
肉
体
的
な
疲
労
に
よ
る
も
の
と
い

う
よ
り
は
、
東
京
で
の
自
ら
の
体
験
が
共
約
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
感

受
し
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
読
み
直
す
と
、
東
京
の
自
宅
の
一
室
に
寝
込

ん
だ
ま
ま
子
ど
も
た
ち
を
防
空
壕
に
避
難
さ
せ
た
夜
の
様
子
を
ユ
ー
モ

ラ
ス
に
描
い
た
場
面
に
も
、
物
理
的
な
空
間
の
隔
た
り
が
共
約
不
可
能

な
体
験
の
偏
差
を
生
み
出
す
契
機
と
な
る
こ
と
の
暗
示
が
あ
る
と
思
え

て
く
る
。

私
は
四
十
度
も
熱
の
あ
る
妻
の
傍
へ
、
私
の
部
屋
か
ら
見
舞
い
に

出
て
傍
に
つ
い
て
い
た
が
、
照
明
弾
の
落
ち
て
来
る
耀
き
で
、
ぱ
ッ

と
部
屋
の
明
る
く
な
る
た
び
に
、
私
は
座
蒲
団
を
頭
か
ら
ひ
っ
冠
り
、

寝
て
い
る
妻
の
裾
へ
ひ
れ
伏
し
た
。
す
る
と
、
家
の
中
の
私
た
ち
の

こ
と
が
心
配
に
な
っ
た
と
見
え
、
次
男
の
方
が
の
こ
の
こ
壕
か
ら
出

て
来
て
、
雨
戸
の
外
か
ら
恐
わ
そ
う
な
声
で
、「
お
母
ア
さ
ん
。」
と

ひ
と
声
呼
ん
だ
。

あ
ま
り
真
近
い
声
だ
っ
た
の
で
、「
こ
ら
ッ
。
危
い
ッ
。
」
と
座
蒲

団
の
下
か
ら
私
が
叱
り
つ
け
た
。
子
供
は
壕
の
中
へ
ま
た
這
入
っ
た

ら
し
か
っ
た
が
、
続
い
て
落
ち
て
来
る
照
明
弾
の
音
響
で
、
ま
た
の

こ
の
こ
出
て
来
る
と
、

「
お
母
ア
さ
ん
。
」

「
こ
ら
ッ
。
来
る
な
ッ
。」

呶
鳴
る
た
び
に
雨
戸
の
外
か
ら
足
音
は
遠
の
い
た
が
、
い
よ
い
よ

今
夜
は
無
事
で
は
す
む
ま
い
と
私
は
思
っ
た
。

こ
の
夜
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
「
あ
の
と
き
は
、
お
か
し
か
っ
た
ね
。

お
前
の
病
気
の
夜
さ
。
」
と
「
私
」
が
言
い
、
「
そ
う
そ
う
。
あ
の
と
き

は
、
お
か
し
か
っ
た
わ
。」
と
妻
も
思
わ
ず
顔
を
上
げ
て
笑
う
の
だ
が
、

結
果
的
に
生
き
残
っ
た
か
ら
こ
そ
「
お
か
し
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
で

振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
一
歩
間
違
え
ば
家
族
の
誰
か
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が
命
を
落
と
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
が
生
の
側
に
な

る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
壕
に
入
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
生
死

が
分
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
、
「
今
夜
は
無
事
で
は
す
む
ま
い
」
と
い
う
言
葉
の
先
に
こ
の
家

族
は
含
ま
れ
ず
、
別
の
場
所
で
別
の
家
族
が
犠
牲
に
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
「
あ
の
壕
の

中
の
二
人
さ
え
助
か
れ
ば
」
と
考
え
て
引
か
れ
た
生
死
の
境
は
存
在
せ

ず
、
家
族
四
人
は
そ
ろ
っ
て
生
の
側
に
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
一
方

で
間
違
い
な
く
こ
の
夜
、
同
じ
東
京
の
住
民
が
「
焼
け
た
も
の
」
と

「
焼
け
残
り
」
に
分
か
た
れ
、
両
者
の
間
に
「
不
通
線
」
が
引
か
れ
た

は
ず
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
と
き
、
改
め
て
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
「
不
通
線
」
は
「
私
」
と
「
こ
の
村
の
人
た
ち
」
の

間
だ
け
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
焼
け
残
っ
た
東

京
の
家
と
塀
の
外
の
世
界
と
の
間
の
不
通
線
。
先
に
疎
開
し
た
「
妻
」

と
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
東
京
に
残
っ
て
い
た
「
私
」
と
の
間
の
不
通
線
。
東

京
に
一
時
的
に
戻
っ
た
長
男
と
山
形
に
残
っ
た
夫
妻
と
の
間
の
不
通
線
。

酒
一
升
が
三
十
円
の
農
村
と
三
百
円
の
東
京
と
の
間
の
不
通
線
。
樺
太

に
出
征
し
て
い
る
長
男
と
参
右
衛
門
夫
妻
と
の
間
の
不
通
線
。
「
夜
の

靴
」
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
不
通
線
が
明
示
的
、
暗
示
的
に
描
き
込
ま

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
被
災
地
と
被
災
地
外
、
福
島
県
内
と
県

外
、
帰
還
困
難
区
域
・
居
住
制
限
区
域
・
避
難
指
示
解
除
準
備
区
域
と

い
っ
た
形
で
引
か
れ
た
東
日
本
大
震
災
後
の
「
不
通
線
」
を
想
起
さ
せ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
福
島
第
一
原
発
か
ら
の
距
離
や
放
射
性

物
質
の
影
響
の
大
小
、
原
発
村
と
の
関
係
の
濃
淡
、
津
波
に
よ
る
被
災

の
有
無
、
被
災
地
に
留
ま
り
続
け
た
否
か
、
十
分
な
補
償
を
受
け
ら
れ

た
か
ど
う
か
な
ど
、
き
わ
め
て
多
様
な
「
不
通
線
」
に
よ
っ
て
ば
ら
ば

ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
震
災
後
の
現
在
と
近
似
し
て
い
る
。
「
焼
け
た

も
の
、
焼
け
残
り
、
出
征
者
や
、
居
残
り
組
、
疎
開
者
や
受
入
れ
家
族
、

な
ど
幾
多
の
間
に
生
じ
て
い
る
無
感
動
さ
の
錯
綜
、
重
複
、
混
乱
が
、

ひ
ん
曲
り
、
捻
じ
あ
い
、
噛
み
つ
き
あ
っ
て
、
喚
わ
め
き
ち
ら
し
て
い

る
」
と
い
う
様
相
を
見
つ
め
る
「
夜
の
靴
」
の
眼
差
し
の
中
に
は
、

「
震
災
で
ぼ
く
た
ち
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」（
８
）

と
書

い
た
東
浩
紀
が
見
た
二
〇
一
一
年
の
日
本
に
も
通
ず
る
、
共
同
体
験
や

共
通
理
解
の
不
可
能
性
を
感
受
す
る
心
性
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
食
料
の
入
手
が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
強
盗
が
さ
か
ん
に
出

る
こ
と
を
手
紙
で
知
り
、「
い
や
ね
。
東
京
強
盗
ば
か
り
で
す
っ
て
。」

と
妻
が
嘆
じ
る
場
面
な
ど
、
断
片
的
に
東
京
の
様
子
が
記
さ
れ
る
こ
と

は
あ
る
が
、
疎
開
日
記
と
い
う
体
裁
を
と
る
「
夜
の
靴
」
の
叙
述
が
東

京
の
現
実
に
深
く
踏
み
込
む
こ
と
は
な
い
。
疎
開
先
の
農
村
の
風
景
を

描
い
た
「
夜
の
靴
」
の
世
界
に
と
っ
て
、
焼
け
野
原
の
東
京
は
言
わ
ば
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〈
空
所
〉
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
敗
戦
後
に
書
か
れ
た
「
夜
の
靴
」

は
、
語
り
得
ぬ
も
の
を
語
ら
な
い
ま
ま
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を

企
図
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
描
写
に
は
、
敗
戦
後
と
い
う
時
空
を
生

き
る
読
者
の
想
像
を
か
き
立
て
る
〈
空
所
〉
が
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
。

外
国
か
ら
帰
っ
て
来
た
と
き
、
下
関
か
ら
上
陸
し
て
、
ず
っ
と
本

州
を
汽
車
で
縦
断
し
、
東
京
か
ら
上
越
線
で
新
潟
県
を
通
過
し
て
、

山
形
県
の
庄
内
平
野
へ
這
入
っ
て
来
た
が
、
初
め
て
私
は
、
あ
あ
こ

こ
が
一
番
日
本
ら
し
い
風
景
だ
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
見
渡
し
て

一
望
、
稲
ば
か
り
植
っ
た
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
以
外
に
ど
こ
に
も
な
か

っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
の
他
の
土
地
の
田
畑
に
は
、
稲
田
は
広
く
つ

づ
い
て
も
中
に
種
種
雑
多
な
も
の
が
眼
に
つ
い
た
が
、
穂
波
を
揃
え

た
稲
ば
か
り
と
い
う
と
こ
ろ
は
こ
こ
だ
け
だ
っ
た
。
こ
の
平
野
の
、

羽
前
水
沢
駅
と
い
う
札
の
立
っ
た
最
初
の
寒
駅
に
汽
車
が
停
車
し
た

と
き
、
私
は
涙
が
流
れ
ん
ば
か
り
に
稲
の
穂
波
の
美
し
さ
に
感
激
し

て
深
呼
吸
を
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

十
年
前
に
外
国
か
ら
帰
っ
た
と
き
の
車
窓
か
ら
の
風
景
を
想
起
す
る

場
面
で
あ
る
。
引
用
の
直
後
に
は
、
「
私
は
今
そ
こ
に
い
る
の
だ
。
（
中

略
）
ま
っ
た
く
十
年
の
後
に
行
く
と
こ
ろ
の
な
く
な
っ
た
私
は
、
偶
然

こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
吹
き
よ
せ
ら
れ
よ
う
と
は
、
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
の

戦
争
の
結
果
だ
っ
た
。
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
「
種
々
雑
多
な
も
の
」
を

ま
じ
え
な
が
ら
稲
田
が
広
く
続
い
て
い
る
十
年
前
の
車
窓
か
ら
の
光
景

は
、
敗
戦
の
年
に
再
び
庄
内
平
野
に
や
っ
て
来
た
と
き
に
「
私
」
が
見

た
で
あ
ろ
う
車
窓
か
ら
の
光
景
と
、
言
わ
ば
範
列
関
係
に
置
か
れ
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
敗
戦
の
年
の
車
窓
の
光
景
は
、
「
あ
の
大
き
な

東
京
」
と
同
じ
よ
う
に
〈
空
所
〉
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
車
窓
か
ら

の
光
景
と
し
て
敗
戦
後
の
読
者
が
思
い
描
き
う
る
の
は
お
そ
ら
く
、
国

家
総
動
員
体
制
の
中
で
軍
事
色
に
染
ま
っ
た
沿
線
と
緑
豊
か
な
山
野
、

あ
る
い
は
空
襲
で
荒
廃
し
た
市
街
地
と
国
破
れ
て
な
お
粛
々
と
耕
作
が

続
け
ら
れ
て
い
る
農
地
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
ち
ろ
ん
現
実
的
に
は
、
上
越
線
か
ら
羽
越
本
線
へ
と
至
る
沿
線
地
域

で
空
襲
の
被
害
を
受
け
た
都
市
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、

十
年
前
に
見
た
「
稲
の
穂
波
の
美
し
さ
」
と
い
う
表
現
の
〈
空
所
〉
と

し
て
読
者
の
脳
裏
に
生
成
さ
れ
る
の
は
、
間
違
い
な
く
焦
土
と
化
し
た

東
京
や
荒
廃
し
た
国
土
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
敗
戦
後
の
車
窓
か
ら
見
え
た
で
あ
ろ
う
想
像
上
の

光
景
は
、
福
島
第
一
原
発
事
故
に
よ
る
通
行
止
め
が
三
年
半
ぶ
り
に
解

除
さ
れ
た
国
道
六
号
線
を
車
で
走
っ
た
と
き
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
光
景

と
も
似
て
い
る
。
国
破
れ
て
な
お
美
し
い
山
野
の
至
る
と
こ
ろ
に
戦
争
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の
傷
跡
が
残
る
国
土
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
宮
城
県
仙
台
市
か
ら
福
島
県
い

わ
き
市
を
経
て
東
京
都
中
央
区
へ
と
至
る
数
多
の
「
不
通
線
」
に
よ
っ

て
寸
断
さ
れ
た
太
平
洋
沿
岸
地
域
を
縦
断
し
た
時
に
見
え
る
光
景
と
も

似
て
い
る
。
か
く
し
て
「
夜
の
靴
」
の
〈
空
所
〉
に
は
、
人
々
の
心
を

ば
ら
ば
ら
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
敗
戦
の
荒
廃
や
混
乱
だ
け
で
は
な
く
、

お
よ
そ
七
十
年
の
時
を
隔
て
た
読
者
を
囲
繞
す
る
震
災
後
の
現
実
も
浮

か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

※
「
夜
の
靴
」
の
引
用
は
、
『
定
本
横
光
利
一
全
集

第
十
一
巻
』

（
一
九
八
二
年
五
月
・
河
出
書
房
新
社
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
漢

字
は
現
行
の
字
体
を
用
い
、
仮
名
遣
い
も
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

注（
１
）
敗
戦
後
文
学
と
し
て
の
「
夜
の
靴
」
に
つ
い
て
は
、
「
横
光

利
一
と
敗
戦
後
文
学
」
（
『
現
代
文
学
史
研
究
』
第
三
集
、
二
〇
〇

四
年
十
二
月
）
で
も
論
じ
た
。
本
稿
は
そ
の
補
論
に
あ
た
る
。

（
２
）
茂
木
雅
夫
「
横
光
利
一
―
『
夜
の
靴
』
―
」
。
神
谷
忠
孝
編

『
日
本
文
学
研
究
大
成

横
光
利
一
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
一

年
八
月
）。
初
出
は
、
森
山
重
雄
編
『
日
本
文
学

始
原
か
ら
現
代

へ
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
九
月
）
。

（
３
）
黒
田
大
河
「
『
夜
の
靴
』
―
〈
敗
戦
〉
と
い
う
『
不
通
線
』」

（
至
文
堂
、
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
六
年
六
月
）
。

（
４
）
西
尾
宣
明
「
〈
敗
戦
〉
と
知
識
人
―
『
夜
の
靴
』
を
め
ぐ
る

覚
書
」（
横
光
利
一
文
学
会
、
『
横
光
利
一
研
究
』
第
五
号
、
二
〇

〇
七
年
三
月
）。

（
５
）
玉
村
周
「
夜
の
靴
」
（
至
文
堂
、
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』

一
九
八
三
年
十
月
）。

（
６
）
日
置
俊
次
「
『
夜
の
靴
』
―
芭
蕉
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
そ
し
て

『
不
通
線
』
」
（
翰
林
書
房
、
石
田
仁
志
・
渋
谷
香
織
・
中
村
三
春

編
『
横
光
利
一
の
文
学
世
界
』
、
二
〇
〇
六
年
四
月
）。

（
７
）
十
重
田
裕
一
「
横
光
利
一
の
著
作
に
見
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ

Ｐ
の
検
閲
―
『
旅
愁
』
『
夜
の
靴
』
『
微
笑
』
を
め
ぐ
っ
て
」

（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

、
二
〇
一
二
年

57

二
月
）。

（
８
）
東
浩
紀
「
巻
頭
言
」（
合
同
会
社
コ
ン
テ
ク
チ
ュ
ア
ズ
、『
思

想
地
図
β

v
o
l
.
2

震
災
以
後
』
、
二
〇
一
一
年
九
月
）
。
た
だ
し
、

「
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

「
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
。
」
と
言
う
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）


