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大

原

祐

治

は
じ
め
に
―
―

大
岡
昇
平
は
、
自
ら
の
戦
場
経
験
お
よ
び
俘
虜
と
し
て
の
経
験
を
綴
っ
た
連
作
『
俘
虜
記
』（
一
九
四
八
〜
一
九
五
一
年
に
各
誌

で
断
続
的
に
発
表
さ
れ
た
後
、
一
九
五
二
年
に
現
行
の
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
）
を
完
結
さ
せ
る
直
前
の
一
九
五
〇
年
、
そ
れ
と
は
大

き
く
異
な
る
内
容
を
持
っ
た
物
語
―
―
す
な
わ
ち
、
戦
後
を
生
き
る
二
組
の
夫
婦
と
一
人
の
若
い
復
員
兵
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る

〈
姦
通
〉
を
描
く
『
武
蔵
野
夫
人
』（
初
出
「
群
像
」
一
九
五
〇
・
一
〜
七
、
九
）
を
執
筆
す
る
。
初
版
単
行
本
（
一
九
五
〇
・
一

一
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）
の
帯
に
あ
る
「
武
蔵
野
夫
人

文
学
座
公
演
・
映
画
化
決
定
作
品

読
売
新
聞
社
１
９
５
０
年
度
の

文
学
ベ
ス
ト
・
ス
リ
ー
に
第
一
位
獲
得
の
問
題
作
」
と
い
う
文
言
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
発
表
当
時
、
大
き
な
話
題

を
呼
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
大
岡
は
『
俘
虜
記
』
完
結
の
直
前
に
、
こ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い
た
の
か
。
連
載
開
始
に
先
立
っ
て

大
岡
自
身
が
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
狙
い
は
「
人
間
の
性
格
を
分
解
し
て
心
裡
を
社
会
的
条
件
の
結
果
と
し
て
捉
え
る
」
こ

と
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
大
岡
が
後
年
自
ら
開
示
し
た
こ
の
小
説
に
関
す
る「
構
想
ノ
ー（

１
）ト」の
中
に
、

（１４３）



「『
武
蔵
野
』
は
姦
通
の
社
会
的
条
件
を
も
と
に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
文
言
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
確
か
に

対
応
し
て
い
る
。

こ
こ
で
想
起
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
、
大
岡
が
そ
れ
ま
で
書
き
綴
っ
て
き
た
連
作
『
俘
虜
記
』
も
ま
た
、
戦
場
に
お
け
る
兵
士
お

よ
び
収
容
所
に
お
け
る
俘
虜
の
行
動
を
様
々
な「
外
的
条
件
」の
帰
結
と
し
て
捉
え
る
、
と
い
う
基
本
的
認
識
に
貫
か
れ
た
小
説
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
ろ（
２
）う。

こ
う
し
た
認
識
に
お
い
て
、
確
か
に
『
俘
虜
記
』
と
『
武
蔵
野
夫
人
』
と
は
、
大
き
く
異
な
る
物
語
内
容

と
は
裏
腹
に
、
む
し
ろ
明
確
な
連
続
性
の
も
と
に
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、『
俘
虜
記
』
が
戦
争
／
戦
場
と
い
う
極
限
的
な
「
外
的
条
件
」
に
よ
っ
て
兵
士
の
行
動
が
規
定
さ
れ
る
さ
ま
を
何
重
に

も
屈
折
し
た
文
体
で
描
く
の
に
比
べ
れ
ば
、『
武
蔵
野
夫
人
』
で
描
か
れ
る
戦
後
社
会
に
お
け
る
姦
通
の
「
社
会
的
条
件
」
は
、
一

見
い
か
に
も
単
純
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
一
九
四
七
年
一
〇
月
の
刑
法
改
正
に
よ
っ
て
姦
通
罪
が
廃
止
さ
れ
た
と

い
う
一
事
に
尽
き
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
大
岡
の
狙
い
が
、
倫
理
観
の
大
き
く
変
容
す
る
戦
後
社
会
に
お
い
て
、
姦
通
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
内
容
を
提

示
し
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
な
ぜ
大
岡
が
物
語
の
舞
台
と
し
て「
武
蔵
野
」

と
い
う
空
間
を
選
択
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
深
く
関
わ
る
。
大
岡
自
身
が
後
年
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
小
説
は
本
来

『
武
蔵
野
』
と
い
う
題
で
書
か
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ（
３
）り、
そ
の
意
味
で
物
語
を
支
え
る
「
条
件
」
と
は
、「
武
蔵
野
」
と
い
う

空
間
そ
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
、『
武
蔵
野
夫
人
』
の
冒
頭
部
分
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
武
蔵
野
の
「
は
け
」
と

呼
ば
れ
る
空
間
そ
の
も
の
に
関
す
る
細
か
な
描
写
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
住
ま
う
主
要
登
場
人
物
た
ち
の
来
歴
に
関
す
る
詳
細
な
説

明
で
あ
る
（
先
に
言
及
し
た
「
構
想
ノ
ー
ト
」
に
は
、
こ
う
し
た
設
定
に
関
す
る
詳
細
な
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い
る
）。
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こ
の
小
説
に
お
け
る
物
語
空
間
お
よ
び
登
場
人
物
に
関
す
る
詳
細
な
設
定
と
そ
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
評
の
中
で
も
言
及

が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
否
定
的
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
小
説
に
対
し
て
い
ち
早
く
反
応

し
、
自
ら
戯
曲（
４
）版を

書
い
た
福
田
恆
存
は
こ
の
小
説
に
つ
い
て
、「
第
二
回（

５
）目で

す
で
に
終
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
」
て
、「
す
べ
て
の
人

物
や
状
況
が
出
そ
ろ
つ
た
と
た
ん
に
」
物
語
が
終
わ
っ
て
い
る
、
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る（
６
）し、

中
村
光
夫
も
ま
た
、「
第
三
回
か
四

回
以
後
に
な
る
と
、
作
中
人
物
の
お
互
の
心
理
的
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
き
ま
つ
ち
や
つ
て
、
そ
の
間
に
誤
解
が
起
る
余
地
が
な

い
」
と
同
様
の
批
判
を
行
っ
て
い（
７
）る。

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
論
者
が
一
様
に
同
じ
批
判
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
三
島
由
紀
夫
な
ど
は
む
し
ろ
、

「
三
回
目
ま
で
が
非
常
に
苦
し
く
」「
未
熟
」
さ
を
感
じ
さ
せ
る
が
、「
お
し
ま
い
の
二
回
」
な
ど
は
「
息
も
つ
か
せ
ず
に
読
ん
だ
」

と
述
べ
て
い（
８
）る。

実
際
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
る
か
ら
に
は
、
多
く
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
後
半
の
物
語
展
開
は
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
と

し
て
の
高
い
訴
求
力
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
評
価
を
下
す
三
島
に
し
て
も
、
一
方
で
こ
の
小
説
に
満
ち
て
い
る
「
自
然
描
写
」
に
つ
い
て
は
「
夾
雑
物
」

で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。「
詳
細
に
究
め
ら
れ
た
武
蔵
野
の
地
形
を
バ
ッ
ク
に
し
て
、
大
き
な
構
想
の
ロ
マ
ン
が
展
開
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
」
と
期
待
し
た
の
に
、
そ
の
後
の
物
語
に
は
そ
れ
に
見
合
っ
た
「
起
伏
」
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
山
本
健
吉
の
批（
９
）判

も
ま
た
、
概
ね
同
様
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小
林
秀
雄
に
言
わ
せ
れ
ば
、
作
者
は
「
何
故
俺
は
こ
ん
な
に
自
然
の
美

し
さ
を
執
拗
に
語
つ
て
了
つ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
「
自
問
」
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ（

１０
）が、

し
か
し
『
武

蔵
野
夫
人
』
と
は
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
小
説
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
岡
が
物
語
の
「
条
件
」
と
し
て
の
「
武
蔵
野
」
に
つ
い
て
筆
を

尽
く
し
て
書
き
込
ん
だ
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に「
自
然
の
美
し
さ
」を
強
調
す
る
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
。

（１４５）
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従
来
、
こ
の
小
説
を
論
ず
る
者
は
し
ば
し
ば
、
こ

の
小
説
に
充
溢
し
て
い
る
「
武
蔵
野
」
の
「
地
形
学
」

に
関
す
る
詳
細
な
叙
述
に
注
目
し
て
き（

１１
）た。

そ
し

て
、
こ
う
し
た
読
者
の
あ
り
方
を
象
徴
し
、
そ
の
よ

う
な
読
解
を
支
え
て
き
た
の
が
、
創
元
文
庫
版
（
一

九
五
二
・
二
、
創
元
社
）
よ
り
巻
頭
に
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
「
武
蔵
野
夫
人

小
説
地
図
」
と
題

さ
れ
た
地
図
で
あ
ろ
う
（
図
１
お
よ
び
２
参
照
）。

し
か
し
、
小
説
『
武
蔵
野
夫
人
』
に
記
さ
れ
て
い
た

の
は
、
果
た
し
て
本
当
に
美
し
い「
武
蔵
野
」の「
自

然
」
だ
け
だ
っ
た
の
か
。

本
論
文
の
狙
い
は
、
こ
の
小
説
の
と
り
わ
け
空
間

描
写
に
注
目
す
る
議
論
の
中
で
取
り
こ
ぼ
さ
れ
て
き

た
問
題
を
浮
上
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
端
的
に
換
言

す
れ
ば
、
出
発
点
の
問
い
は
次
の
よ
う
な
も
の
に
な

る
だ
ろ
う
。「
武
蔵
野
夫
人

小
説
地
図
」
に
導
か

れ
る
読
者
は
、
こ
の
小
説
の
何
を
読
み
取
り
損
な
う

図１
創元文庫版『武蔵野夫人』（一九五二・二）巻頭
に置かれた「『武蔵野夫人』小説地図」

図２
現在の流布本文である新潮文庫版
『武蔵野夫人』（初版一九五三・六、
改版一九九九・六、新潮社）巻頭に
置かれている 「 武蔵野夫人 小説」
地図
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の
か
？

こ
の
「
地
図
」
に
は
武
蔵
野
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
〈
現
実
〉
が
書�

か�

れ�

て�

い�

な�

い�

の
か
？

本
論
文
で
試
み
た
い
の
は
、
い
わ
ば
地
図
を
持
た
ず
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
渉
猟
し
、
占
領
下
の
「
武
蔵
野
」
に
関
す
る
〈
現
実
〉

の
位
相
を
読
み
と
る
こ
と
で
あ
る
。

Ⅰ
「
は
け
」
の
歴
史
性
あ
る
い
は
非
歴
史
性

ま
ず
は
、『
武
蔵
野
夫
人
』
に
つ
い
て
論
ず
る
者
が
ほ
と
ん
ど
必
ず
言
及
す
る
「
武
蔵
野
」、
と
り
わ
け
作
中
で
「
は
け
」
と
い
う

名
の
下
に
語
ら
れ
る
空
間
が
、
実
際
に
は
本
文
中
で
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
テ
ク
ス
ト
冒

頭
部
分
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

主
要
な
人
物
た
ち
が
登
場
す
る
前
に
、
語
り
手
は
ま
ず
、「
中
央
線
国
分
寺
駅
と
小
金
井
駅
の
中
間
」
に
位
置
す
る
、「
野
川
」
と

呼
ば
れ
る
水
量
豊
か
な
小
川
の
流
域
の
地
理
に
つ
い
て
詳
細
な
描
写
を
行
う
。
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
長
大
な
時
間
の
中

で
、
水
の
流
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
ど
の
よ
う
な
地
形
が
形
成
さ
れ
て
今
日
に
至
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

語
る
語
り
手
の
言
葉
は
饒
舌
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
地
形
学
的
知
見
に
関
す
る
饒
舌
な
言
葉
に
先
立
っ
て
冒
頭
第
一
段
落
で
語
ら
れ
て
い

た
の
が
、「
は
け
」
と
は
具
体
的
に
ど
こ
を
指
す
の
か
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
の
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
「
土
地
の

人
」
た
ち
の
認
識
に
関
す
る
叙
述
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
古
代
か
ら
現
代
へ
、
と
い
う
大
き
な
時
間
の
流
れ
に
比
す
と
き
、
こ
う
し

た
「
土
地
の
人
」
の
認
識
の
中
で
の
歴
史
は
、
ご
く
小
さ
な
時
間
の
幅
し
か
も
た
な
い
。
端
的
な
言
い
方
で
示
し
て
お
く
な
ら
、
冒

頭
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
悠
大
な
自
然
の
時
間
と
卑
小
な
人
間
生
活
の
時
間
と
の
対
比
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（１４７）
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し
か
も
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
冒
頭
部
分
に
ま
ず
記
さ
れ
た
の
が
、
道
子
や
勉
、
そ
し
て
大
野
と
い
っ
た
主
要
登
場
人

物
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
宮
地
家
の
系
譜
に
関
す
る
話
で
は
な
く
、「
は
け

の
荻
野
長
作
」
な
る
人
物
に

関
す
る
説
明
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

荻
野
家
は
野
川
の
流
域
に
広
が
る
傾
斜
地
に
お
い
て
、
古
く
か
ら
農
家
を
営
む
家
柄
で
あ
っ
た
が
、「
三
十
年
前
」
に
そ
の
地
所

の
う
ち
の
相
当
の
部
分
が
、「
ほ
と
ん
ど
た
ゞ
の
や
う
な
値
段
」で
、
宮
地
信
三
郎
―
―
静
岡
出
身
で
、
東
京
の
鉄
道
省
事
務
官
だ
っ

た
人
物
―
―
の
手
に
渡
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
冒
頭
部
分
に
記
さ
れ
て
い
た
の
は
、
一
連
の
物
語
の
舞
台
と
な
る「
武
蔵
野
」の「
は

け
」
に
お
い
て
、
物
語
を
構
成
す
る
主
要
人
物
た
ち
の
生
活
の
歴
史
は
た
か
だ
か
「
三
十
年
」
程
度
し
か
堆
積
し
て
お
ら
ず
、
し
か

も
、
現
在
の
所
有
者
は
こ
の
土
地
に
根
生
い
の
者
で
さ
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
宣
言
さ
れ
て
い
た
の

は
、
こ
れ
か
ら
展
開
さ
れ
る
物
語
が
、
太
古
か
ら
現
在
に
至
る
長
い
時
間
の
中
で
形
成
さ
れ
た
武
蔵
野
の
地
層
で
言
え
ば
、
ご
く
表

層
の
部
分
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

さ
ら
に
、
以
上
の
こ
と
を
確
認
す
る
上
で
興
味
深
い
の
は
、「
は
け
」の
地
理
に
関
す
る
詳
細
な
説
明
に
先
立
っ
て
、「
土
地
の
人
」

た
ち
は
「
は
け
」
と
い
う
呼
称
の
由
来
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
本
来
ど
こ
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
正
確
に
は
共
有
し
て

い
な
い
、
と
い
う
叙
述
が
冒
頭
第
一
段
落
に
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
語
り
手
曰
く
、「
は
け
」
と
は
本
来
荻
野
家
の
地
所

一
帯
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
所
を
流
れ
る
小
川
の
水
源
で
あ
る
湧
水
が
あ
る
窪
地
を
指
す
は
ず
で
あ
る
の
に
、「
人
々
は
単

に
長
作
の
家
の
あ
る
高
み
が
「
は
け
」
だ
と
思
っ
て
い
る
」。
あ
た
か
も
こ
こ
で
語
り
手
は
、「
は
け
」
に
堆
積
す
る
時
間
の
厚
み
に

比
べ
、
人
々
の
生
活
と
認
識
は
何
と
も
浅
薄
で
あ
る
こ
と
か
、
と
語
っ
て
い
る
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

そ
の
上
、
目
を
引
く
の
は
現
在
に
お
け
る
「
は
け
」
の
所
有
者
で
あ
る
宮
地
家
の
系
譜
に
関
す
る
語
り
手
の
説
明
で
あ
る
。
荻
野
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家
か
ら
「
は
け
」
の
地
所
を
購
入
し
た
宮
地
信
三
郎
は
、
そ
の
名
が
体
現
す
る
よ
う
に
「
三
男
」
で
あ
っ
た
が
、
静
岡
の
旗
本
だ
っ

た
と
い
う
宮
地
家
が「
明
治
初
期
の
混
乱
」で
四
散
す
る
中
で
辛
く
も
明
治
政
府
の
内
に
職
を
得
た
と
い
う
人
物
だ
っ
た
。
し
か
し
、

戦
争
に
よ
っ
て
息
子
た
ち
や
弟
を
亡
く
し
た
彼
は
、
自
ら
の
地
所
を
そ
の
ま
ま
の
規
模
で
資
産
と
し
て
残
し
、
引
き
継
ぐ
こ
と
が
出

来
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
は
資
産
の
一
部
を
「
甥
の
大
野
英
治
」（
亡
き
妻
の
妹
の
息
子
）
に
譲
渡
し
つ
つ
、
縮
小
し
た
資
産
を
か
ろ

う
じ
て
娘
の
道
子
に
引
き
継
ご
う
と
す
る
。
道
子
は
、
大
学
教
員
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
翻
訳
を
手
が
け
る
秋
山
と
結
婚
し
て
地
所
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
が
、
戦
後
俄
に
訪
れ
た
「
出
版
景
気
と
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
流
行
」
に
よ
っ
て
泡
銭
を
手
に
入
れ
た
秋
山
は
多
額

の
相
続
税
を
負
担
す
る
代
わ
り
に
譲
渡
委
任
状
を
取
り
付
け
、
こ
れ
を
わ
が
も
の
と
す
る
べ
く
、
自
分
好
み
に
屋
敷
を
改
造
し
た
り

し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
冒
頭
部
分
に
書
き
込
ま
れ
た
「
は
け
」
の
歴
史
と
は
、
い
わ
ば
「
は
け
」
と
い
う
名
前＝

記
号
に
対
応
す
る
意
味
内
容

が
、
短
い
時
間
の
な
か
で
、
荻
野
長
作
か
ら
宮
地
老
人
へ
、
そ
し
て
秋
山
や
大
野
へ
と
慌
た
だ
し
く
変
化
し
て
い
く
過
程
に
他
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
宮
地
信
三
郎
の
弟
の
息
子
で
あ
り
、
宮
地
の
姓
を
嗣
ぐ
勉
が
復
員
し
て
く
る
…
…
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
は
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
道
子
と
勉
が
道
な
ら
ぬ
恋
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
こ
と
で
、「
は
け
」
の
宮
地
家

と
そ
の
地
所
が
引
き
継
が
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
は
け
」
の
宮
地
家
は
わ
ず
か
二
代
で
そ
の
系
譜
を
途
絶
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

の
か
、
物
語
の
主
軸
は
後
半
に
進
む
に
つ
れ
、
次
第
に
こ
う
し
た
財
産
問
題
へ
と
収
斂
し
て
い
く
。

こ
の
小
説
を
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
物
語
展
開
の
鍵
を
握
る
人
物
は
復
員
者
・
勉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
大

岡
昇
平
自
身
も
「
構
想
ノ
ー
ト
」
に
お
い
て
、「
主
人
公
」
は
元
「
学
徒
兵
」
で
あ
る
「
馬
鹿
の
色
男
」
だ
と
端
的
に
記
し
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
勉
が
、
同
じ
く
「
構
想
ノ
ー
ト
」
で
「
女
主
人
公
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
道
子
の
前
へ
姿
を
現
し
た
瞬
間
、
道
子
は
彼
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を
、
嫌
悪
の
対
象
だ
っ
た
「
は
け
の
荻
野
長
作
」
の
次
男
・
健
二
に
重
ね
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
道
子
に
と
っ
て
勉
は
�
健
二
に
似

た
者
�
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
に
関
す
る
道
子
の
記
憶
は
い
さ
さ
か
混
線
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
少
な

く
と
も
勉
は
、
唯
一
無
二
の
「
主
人
公
」
と
し
て
の
存
在
感
を
帯
び
る
こ
と
な
く
、
物
語
の
な
か
に
ふ
ら
り
と
姿
を
現
す
。

勉
と
健
二
の
復
員
に
関
わ
る
一
連
の
出
来
事
を
時
系
列
に
沿
っ
て
整
理
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
健
二
が
「
終
戦
の
翌

年
（
引
用
者
注
、
一
九
四
六
年
）
復
員
」
し
、
道
子
の
前
に
姿
を
現
す
よ
う
に
な
り
、
次
い
で
翌
年
（
引
用
者
注
、
一
九
四
七
年
）

の
「
暖
か
い
二
月
の
朝
」
に
、
復
員
し
て
き
た
勉
が
姿
を
見
せ
る
が
、
そ
の
後
、
勉
は
「
は
け
」
を
離
れ
、
都
内
に
あ
る
「
以
前
の

学
校
の
友
達
の
家
へ
寄
寓
し
て
学
生
生
活
を
送
り
出
」
す
。
そ
し
て
、
あ
る
日
の
こ
と
、
健
二
が
宮
地
家
の
敷
地
に
入
り
込
ん
で
き

て
「
馬
鈴
薯
は
い
ら
な
い
か
ね
」
な
ど
と
話
し
か
け
て
道
子
は
そ
の
不
気
味
さ
に
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
る
。

問
題
は
、
こ
の
時
の
道
子
が
、
敷
地
内
に
入
り
込
ん
で
き
た
健
二
の
姿
が
復
員
し
て
き
た
日
の
勉
に
似
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
先
に
復
員
し
て
き
た
の
は
健
二
の
方
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
道
子
の
中
で
は
�
健
二
が
勉
に
似
て

い
る
�
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
に
健
二
が
起
こ
す
事
件
に
対
す
る
道
子
の
感
慨
と
も
連
動
し
て
い
る
。
一
九
四
七
年
の
「
五
月
の
夜
の
十

時
」
の
こ
と
、
健
二
は
「
元
陸
軍
将
校
」
の
家
に
刺
身
包
丁
を
持
っ
て
押
し
入
り
、
元
将
校
の
妻
に
言
い
寄
ろ
う
と
し
て
い
る
と
、

帰
宅
し
て
き
た
元
将
校
に
よ
っ
て
銃
で
撃
た
れ
そ
う
に
な
っ
て
逃
走
す
る
が
、
結
局
、
自
分
が
持
っ
て
き
た
包
丁
に
よ
っ
て
元
将
校

に
刺
さ
れ
て
死
亡
す
る
。
こ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
を
、
道
子
は
大
野
の
妻
・
富
子
か
ら
聞
か
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
と
き

道
子
は
、
か
つ
て
庭
で
健
二
の
姿
を
見
た
と
き
に
、
そ
れ
が
勉
と
似
て
い
る
と
感
じ
た
と
い
う
記
憶
を
思
い
出
す
こ
と
に
な
る
。
つ

ま
り
、
道
子
の
中
で
は
親
愛
の
感
情
を
覚
え
る
対
象
で
あ
る
勉
と
、
不
気
味
さ
を
感
じ
る
対
象
で
あ
る
健
二
と
は
、「
復
員
者
」
と
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い
う
記
号
に
お
い
て
重
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
に
似
て
い
る
の
か
と
い
う
起
源
が
不
鮮
明
な
状
態
で
、
二
人
の
イ
メ
ー

ジ
は
奇
妙
に
乱
反
射
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
さ
ら
に
正
確
に
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
時
「
勉
も
ま
た
そ
う
い
う
こ
と
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
危
惧
す
る
道
子
が
、「
そ
う
い
う
こ
と
」
と
し
て
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
は
、
直
接
的
に
は
「
特
攻
隊
崩
れ
の
行
状
に
関
す
る
新

聞
の
記
事
」
を
指
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
健
二
も
勉
も
共
に
、「
復
員
者
」
一
般
の
類
型
の
中
に
回
収
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
加
え
て
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、「
覆
面
」
を
か
ぶ
っ
て
事
件
を
起
こ
し
た
健
二
に
つ
い
て
は
、
と

あ
る
「
文
学
青
年
」
に
よ
っ
て
、「
マ
ス
ク
を
か
け
て
親
類
の
淫
売
婦
を
買
ひ
に
行
く
小
説
」
の
模
倣
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う

「
う
が
っ
た
」
観
察
さ
え
提
示
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
誰
が
起
源
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
不
明
瞭
な
ま
ま
、
た
だ
「
復
員
者
」
と
い
う
記
号
だ
け

が
�
似
て
い
る
�
と
い
う
言
葉
の
下
に
乱
反
射
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
勉
は
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
記
号
を
代
表
す
る
者
と
し
て
「
は

け
」
に
姿
を
現
す
。
し
か
も
、
既
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
当
の
「
は
け
」
と
い
う
空
間
自
体
も
ま
た
、
ど
こ
が
「
は
け
」
で
、

そ
れ
は
だ
れ
の
所
有
に
か
か
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
人
々
に
よ
っ
て
正
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
所
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
た
。

語
り
手
に
よ
る
「
は
け
」
の
地
形
学
に
関
す
る
細
密
な
描
写
と
は
裏
腹
に
、
物
語
は
そ
の
「
は
け
」
の
ご
く
表
層
に
お
い
て
、
か

な
り
不
安
定
な
形
で
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
敗
戦
直
後
の
時
代
状
況
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
不
安
定
な
雰
囲
気
に
満
ち
た
「
は
け
」
の
中
へ
、
復
員
後
も
「
は
け
」
に
留
ま
る
こ
と
な
く
「
学
校
の
友

達
の
家
へ
寄
寓
し
て
気
儘
な
学
校
生
活
を
送
」
っ
て
い
た
勉
が
、
再
び
姿
を
現
す
。「
復
員
者
」
と
し
て
の
彼
は
、
あ
た
か
も
ビ
ル
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マ
の
戦
場
を
兵
士
と
し
て
行
軍
す
る
か
の
よ
う
な
観
察
眼
を
働
か
せ
な
が
ら
駅
か
ら
の
道
を
歩
み
、
今
ま
さ
に
、
健
二
と
勉
と
の
類

似
性
に
つ
い
て
語
り
あ
っ
て
い
た
道
子
と
富
子
の
目
の
前
に
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
出
来
過
ぎ
の
感
も
あ
る
展
開
だ
が
、

先
に
見
た
同
時
代
評
の
書
き
手
た
ち
が
一
様
に
言
及
し
た
第
二
章
ま
で
の
緊
張
感
と
は
、
概
ね
こ
の
よ
う
な
構
造
を
指
す
の
だ
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

Ⅱ

記
号
と
表
層

こ
う
し
て
「
は
け
」
に
戻
っ
て
き
た
勉
は
、「「
は
け
」
の
自
然
に
対
す
る
愛
」
を
媒
介
と
し
て
、
従
姉
で
あ
る
道
子
に
寄
せ
る
思

慕
を
確
認
し
て
い
く
。
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
石
原
千
秋
も
指
摘
す
る
よ
う（

１２
）に、
勉
が
予
め
亡
き
宮
地
信
三
郎
（
道
子
の
父
）
の

旧
蔵
書
を
読
み
込
ん
で
武
蔵
野
の
地
理
に
つ
い
て
の
知
見
を
深
め
た
上
で
、
そ
れ
を
実
地
検
分
し
た
い
と
い
う
形
で
道
子
を
散
歩
に

誘
い
出
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
（
石
原
は
そ
れ
を
「
宮
地
老
人
の
蔵
書
が
何
か
を
動
か
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
宮
地
老
人
の
蔵
書

が
勉
と
道
子
を

古
代
武
蔵
野

の

恋
ヶ
窪

に
導
い
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
そ
こ
に
「
宮
地
老
人

の
見
え
な
い
意
志
」
を

見
る
と
い
う
示
唆
的
な
読
解
を
提
示
し
て
い
る
）。
つ
ま
り
勉
は
、
宮
地
家
の
正
当
な
後
継
者
と
し
て
「
は
け
」
を
い
わ
ば
領
有
し
、

そ
こ
に
自
ら
と
道
子
、
す
な
わ
ち
宮
地
家
の
系
譜
を
嗣
ぐ
者
た
ち
の
居
場
所
を
設
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

応
じ
る
道
子
も
ま
た
、
自
ら
の
感
情
に
「
恋
」
と
い
う
言
葉
を
与
え
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
し
な
が
ら
「
勉
を
抱
い
て
や
り
た

い
」
と
い
う
直
接
的
な
衝
動
を
覚
え
る
と
い
う
葛
藤
の
中
で
、
野
川
の
水
源
を
探
索
す
る
勉
と
の
散
策
の
際
に
耳
に
し
た
、「
一
人

の
中
年
の
百
姓
」
が
告
げ
る
「
恋
が
窪
」
と
い
う
武
蔵
野
の
地
名
を
引
き
金
に
、
結
局
は
自
ら
の
う
ち
に
あ
っ
た
「
恋
」
を
認
め
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
。
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
武
蔵
野
の
地
理
の
中
で
、
そ
の
地
理
を
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ロ
マ
ネ
ス
ク

担
保
と
し
て
（
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
地
理
を
語
る
言
葉
を
担
保
と
し
て
）
恋
に
落
ち
て
い
く
男
女
二
人
の
物
語
な
の
で
あ
り
、

い
さ
さ
か
通
俗
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
緻
密
な
設
定
が
施
さ
れ
て
い（

１３
）る。

し
か
し
、
よ
り
注
意
深
く
読
み
返
す
な
ら
ば
、
実
は
大
岡
の
記
し
た
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
も
う
少
し
や
や
こ
し
い

事
態
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
野
の
自
然
に
包
ま
れ
て
成
立
す
る
二
人
の
恋
の
物
語
に
は
、
実
は
い
さ
さ
か
不
自
然
な

部
分
が
目
に
付
く
の
だ
。

ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、「
そ
の
名
（
引
用
者
注
、
恋
が
窪
）
は
前�

に�

勉�

か�

ら�

聞�

い�

た�

こ�

と�

が�

あ�

る�

」
と

記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
道
子
が
実
は
こ
の
場
所
に
や
っ
て
く
る
前
に
、
予
め
勉
か
ら
「
恋
が
窪
」
に
関
す
る
情
報
を
得
て
い
た
は

ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
子
は
こ
の
日
、「
恋
が
窪
」
で
予
期
し
な
か
っ
た
「
恋
」
と
い
う
言
葉
に
不
意
打
ち
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
地
名
も
、
さ
ら
に
は
こ
の
地
名
に
ま
つ
わ
る「
伝
説
」に
つ
い
て
も
、
道
子
は
相
応
の
知
識
を
持
っ

て
こ
の
日
の
散
策
に
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
二
人
は
共
犯
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。

し
か
し
、
二
人
が
事
前
に
共
有
し
て
い
た
「
恋
が
窪
」
に
ま
つ
わ
る
「
有
名
な
鎌
倉
武
士
と
傾
城
の
伝
説
」
の
物
語
内
容
は
、
実

は
勉
と
道
子
の
二
人
が
織
り
な
す
物
語
と
そ
れ
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
西
国
に
出
陣
し
た
武
士
（
畠
山

重
忠
）
を
待
ち
わ
び
る
遊
女
（
夙
妻
大
夫
）
が
、
武
士
の
訃
報
（
実
は
誤
報
）
を
聞
い
て
池
に
身
を
投
げ
る
と
い
う
物（

１４
）語は
、
二
人

の
境
遇
と
さ
ほ
ど
似
て
は
い
な
い
し
（
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
西
国
へ
出
陣
す
る
武
士
の
境
遇
と
、
兵
士
と
し
て
戦
場
に
赴
い
て
い
た

勉
の
境
遇
が
重
な
る
程
度
の
こ
と
で
し
か
な
い
）、
こ
の
伝
説
の
舞
台
と
な
っ
た
の
が
勉
と
道
子
が
散
策
の
際
に
た
ど
り
着
い
た「
大

き
な
池
」（
姿
見
の
池
）
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
二
人
が
こ
こ
で
、
特
に
自
分
た
ち
を
「
伝
説
」
の
中
の
男
女
に
準
え
た

り
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
勉
と
道
子
の
物
語
は
、
特
に
「
恋
が
窪
」
を
め
ぐ
る
過
去
の
物
語＝

言
葉
に
支
え
ら
れ
て
い
る

（１５３）
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わ
け
で
も
な
い
の
だ
。
二
人
に
「
恋
」
を
意
識
さ
せ
る
の
は
あ
く
ま
で
、
地
名
を
勉
に
尋
ね
ら
れ
た
「
一
人
の
中
年
の
百
姓
」
が
「
水

田
で
稲
の
苗
床
を
い
じ
」
り
な
が
ら
答
え
る
、「
恋
が
窪
さ
」
と
い
う
「
ぶ
つ
き
ら
棒
」
な
言
葉
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
二

人
の
物
語
の
位
相
は
「
は
け
」
の
歴
史
の
古
層
に
届
く
こ
と
が
な
く
、
専
ら
表
層
に
（
地
名
に
含
ま
れ
る
「
恋
」
の
一
字
の
み
に
）

留
ま
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
こ
の
後
の
物
語
展
開
に
お
い
て
、
二
人
の
感
情
を
確
か
な
「
恋
」
と
し
て
作
動
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
皮
肉
に
も
道

子
の
夫
・
秋
山
か
ら
向
け
ら
れ
た
嫉
妬
の
眼
差
し
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
嫉
妬
と
は
、
仏
文
学
者
で
あ
り
、
自
ら
翻
訳
す
る
ス

タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
を
模
倣
す
る
よ
う
に
し
て
「
姦
通
」
に
憧
れ
て
い
る
彼
が
、
そ
の
「
姦
通
」
相
手
と
し
て
意
識
し
て
い
る
富
子

に
か
ら
か
わ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
中
で
内
発
的
に
作
動
し
て
い
た
も
の
と
は
言
い
難
い
も
の
で

も
あ
る
。
そ
し
て
、
秋
山
の
こ
う
し
た
内
面
は
、
お
よ
そ
武
蔵
野
の
地
理
と
は
関
係
が
な
い
。

そ
の
秋
山
の
内
面
は
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
重
大
な
の
は
、
二
人
の
間
に
あ
る
も
の
が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
他
人
の
注
意
を
惹
い
た
と
い

ふ
こ
と
だ
、
と
彼
の
中
の
「
夫
」
は
思
ふ
。
し
か
も
そ
れ
を
他
人
に
い
は
れ
る
ま
で
、
自
分
が
気
が
つ
か
な
か
つ
た
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、「
夫
」
と
し
て
の
秋
山
は
、
富
子
に
言
わ
れ
る
ま
で
道
子
と
勉
に
対
す
る
自
身
の
嫉
妬
に
気
付
く
こ
と
が
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、
自
ら
に
「
夫
」
と
い
う
記
号
性
を
こ
と
さ
ら
に
付
与
す
る
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
嫉
妬
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。
道
子

や
勉
も
ま
た
、
秋
山
か
ら
嫉
妬
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
で
初
め
て
、
自
分
た
ち
の「
恋
」を
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
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二
人
の
「
恋
」
に
は
ど
こ
か
、
内
発
的
な
要
素
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

重
ね
て
、
以
上
の
こ
と
を
語
り
手
は
、
野
川
の
方
か
ら
飛
ん
で
き
た
「
雄
雌
の
双
い
」
の
蝶
を
め
ぐ
る
挿
話
と
し
て
提
示
す
る
。

秋
山
は
こ
の
蝶
た
ち
の
姿
に
道
子
と
勉
を
重
ね
見
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
嫉
妬
を
自
覚
し
、
勉
と
道
子
は
そ
の
よ
う
な
秋

山
の
視
線
を
感
じ
取
り
な
が
ら
自
分
た
ち
の
「
恋
」
を
実
感
し
て
い（

１５
）く。

し
か
も
、
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
道
子
と
勉
の
間
で

双
い
の
蝶
の
ど
ち
ら
が
自
分
で
ど
ち
ら
が
相
手
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
認
識
が
逆
転
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
、

勉
と
道
子
は
、
ど
ち
ら
が
〈
追
う
者
〉
で
、
ど
ち
ら
が
〈
追
わ
れ
る
者
〉
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
曖
昧
に
し
た
ま
ま
、
た
だ
「
恋
」

と
い
う
記
号
が
「
は
け
」
の
表
層
で
乱
反
射
す
る
さ
ま
に
身
を
任
せ
る
だ
け
な
の
だ
。
つ
ま
り
、「
は
け
」
の
住
人
た
ち
は
い
ず
れ

も
表
層
的
な
記
号
の
乱
反
射
の
中
に
あ
り
、
彼
ら
は
誰
ひ
と
り
当
事
者
個
人
の
内
面
か
ら
湧
き
出
て
く
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
の

「
恋
」
の
物
語
を
生
き
て
は
い
な
い
。
彼
ら
の
生
き
方
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
深
い
地
層
か
ら
滾
々
と
水
が
湧
き
出

る
「
は
け
」
と
い
う
空
間
と
は
似
て
い
な
い
の（

１６
）だ。

結
局
の
と
こ
ろ
、
勉
と
道
子
、
秋
山
と
富
子
と
い
う
二
組
の
男
女
は
い
ず
れ
も
、
本
質
的
に
は
「
は
け
」
の
美
し
い
地
理
と
は
関

わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
進
展
さ
せ
、
隘
路
に
入
り
込
ん
で
い
く
。

Ⅲ
「
空
都
」
と
し
て
の
武
蔵
野

そ
し
て
二
組
の
男
女
は
「
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
颱
風
」
が
到
来
す
る
一
九
四
七
年
九
月
の
夜
、
一
方
は
「
姦
通
」
を
敢
行
し
、
一
方
は

未
遂
に
終
わ
る
、
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
二
人
き
り
の
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

秋
山
が
富
子
と
の
「
姦
通
」
を
敢
行
し
た
富
士
山
麓
・
河
口
湖
畔
と
い
う
場
所
に
付
与
さ
れ
た
意
味
は
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
ろ（

１７
）う。
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富
士
山
と
は
も
と
も
と
静
岡
の
旗
本
の
家
柄
で
あ
っ
た
道
子
の
父
・
信
三
郎
が
愛
し
て
や
ま
な
か
っ
た
場
所
で
あ
り
、
彼
は
富
士
山

を
見
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
理
由
で
東
京
西
部
の
「
は
け
」
に
家
を
構
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
静
岡
と
は
富
士
山

を
挟
ん
で
反
対
側
に
位
置
す
る
河
口
湖
畔
で
、
信
三
郎
の
娘
で
あ
る
自
ら
の
妻
を
裏
切
っ
て
み
せ
る
と
い
う
の
は
、
非
常
に
わ
か
り

や
す
い
叛
逆
の
ポ
ー
ズ
と
な
る
。

も
っ
と
も
語
り
手
は
、
秋
山
に
よ
る
「
姦
通
」
と
は
彼
の
読
む
「
外
国
の
小
説
の
恋
人
た
ち
」
が
「
湖
の
ほ
と
り
を
逍
遥
」
し
た

り
す
る
こ
と
の
「
真
似
」
で
し
か
な
い
、
と
に
べ
も
な
く
切
り
捨
て
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
姦
通
」
を
果
た
し
た
翌
日
、
二
人

は
河
口
湖
で
乗
っ
た
遊
覧
ボ
ー
ト
の
船
頭
か
ら
、
湖
の
中
の
「
岩
と
島
の
間
を
泳
い
で
恋
人
の
と
こ
ろ
へ
通
つ
た
娘
の
伝
説
」
を
語

り
聞
か
さ
れ
、
お
よ
そ
自
分
た
ち
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
、
こ
の
初
々
し
い
恋
の
物
語
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
が
「
嘲
ら
れ
た
や
う
に

思
」
わ
さ
れ
る
と
い
う
展
開
に
見
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
要
す
る
に
秋
山
は
「
姦
通
」
物
語
に
憧
れ
、
そ
の
物
語
を
素
朴
に
模
倣

し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
伝
説
の
中
の
「
恋
」
の
物
語
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
不
純
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
現
実
だ
け
を
手

ひ
ど
く
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
の
勉
と
道
子
の
居
場
所
も
ま
た
、
わ
か
り
や
す
い
象
徴
性
を
帯
び
て
い
る
。
彼
ら
が
出
か
け
、
台
風
の
た
め
に
一
晩
閉
じ
込

め
ら
れ
た
村
山
貯
水
池
は
、
二
人
が
か
つ
て
水
源
探
し
の
散
策
を
し
た
野
川
の
水
源
に
あ
た
る
玉
川
上
水
の
、
さ
ら
に
水
源
に
当
た

る
多
摩
川
水
系
の
人
造
湖
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
地
の
「
地
形
学
」
に
つ
い
て
、
勉
は
例
に
よ
っ
て
宮
地
信
三
郎
が
残
し
た
蔵
書

か
ら
知
識
を
得
て
い
た
。
つ
ま
り
、
二
人
は
宮
地
家
の
／
「
は
け
」
の
ル
ー
ツ
を
確
認
し
、
そ
れ
を
二
人
で
嗣
い
で
い
く
か
の
よ
う

な
態
度
を
示
す
。

と
は
い
え
、
実
は
勉
は
村
山
貯
水
池
に
関
す
る
知
識
を
富
子
に
対
し
て
も
語
っ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
場
所
へ
の
関
心
は
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必
ず
し
も
勉
と
道
子
の
二
人
だ
け
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
富
子
の
関
心
は
、
こ
の
付
近
が
「
所
謂
ア

ベ
ッ
ク
休
憩
の
ホ
テ
ル
が
あ
る
」
よ
う
な
「
東
京
市
民
こ
と
に
男
女
学
生
の
興
趣
を
引
」
く
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、

勉
を
そ
こ
へ
と
誘
い
出
そ
う
と
し
た
の
だ
が
、
勉
に
は「
に
べ
も
な
く
断
ら
れ
」て
し
ま
う
。
彼
女
が
秋
山
の
誘
い
に
応
じ
た
の
は
、

勉
の
拒
絶
に
遭
っ
て
「
自
棄
」
を
起
こ
し
た
結
果
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
勉
と
道
子
が
村
山
貯
水
池
で
一
夜
を
共
に
す
る
き
っ
か
け
を

与
え
た
張
本
人
は
、「
は
け
」
に
と
っ
て
の
〈
よ
そ
者
〉
で
あ
る
富
子
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
、
太
古
か
ら
の
地
形
学
的
な
歴
史
に
つ
い
て
の
知
見
を
書
物
か
ら
学
ぶ
勉
が
、
富
子
の
意
識

し
た
「
ア
ベ
ッ
ク
休
憩
の
ホ
テ
ル
」
の
よ
う
な
、
こ
の
土
地
に
刻
ま
れ
て
い
る
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
記
憶＝

歴
史
の
表
層
に

は
関
心
を
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
多
分
に
気
持
ち
を
荒
ま
せ
な
が
ら
も
戦
後
と
い
う
現
在
を
た
く
ま
し
く
生
き
る
富

子
と
対
照
す
る
な
ら
ば
、
主
人
公
た
る
勉
に
は
、
ま
る
で
戦
後
の
現
在＝

現
実
と
い
う
も
の
が
見
え
て
い
な
い
か
の
よ
う
だ
。

こ
の
よ
う
な
勉
の
あ
り
方
を
象
徴
的
に
物
語
る
の
は
、
次
の
く
だ
り
で
あ
ろ
う
。

「
嵐
来
る
か
し
ら
」

と
い
つ
て
道
子
は
空
を
仰
い
だ
。
低
い
雲
の
下
を
さ
ら
に
低
く
、
双�

発�

機�

が
一
つ
、
銀
色
の
翼
を
鈍
く
光
ら
せ
て
、
附
近
の

飛�

行�

場�

を
目
指
し
て
ゆ
る
や
か
に
下
降
し
つ
ゝ
あ
つ
た
。

「
大
丈
夫
さ
。
雨
が
降
つ
て
来
た
ら
、
引
き
返
せ
ば
い
ゝ
」
と
勉
は
笑
つ
た
。﹇
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
様
﹈

到
来
し
つ
つ
あ
る
台
風
に
対
す
る
見
通
し
の
甘
さ
は
、
あ
る
い
は
帰
宅
で
き
な
く
な
る
可
能
性
を
予
め
見
越
し
た
振
る
舞
い
だ
っ

（１５７）
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た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
二
人
の
振
る
舞
い
が
上
空
の
飛
行
機
に
よ
っ
て
見
下
ろ
さ

れ
て
い
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
二
人
を
見
下
ろ
す
飛
行
機
と
は
日
本
を
占
領
・
統
治
し
て
い
る
米
軍
の
も
の
で
あ
り
、「
附
近
の
飛
行
場
」

と
は
お
そ
ら
く
、
米
軍
に
接
収
さ
れ
た
調
布
や
立
川
な
ど
の
飛
行
場
を
指
す
。
つ
ま
り
、
勉
と
道
子
が
地
形
学
的
な
関
心
に
重
ね
合

わ
せ
な
が
ら
愛
を
育
む
武
蔵
野
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
戦
前
・
戦
中
に
お
い
て「
空
都
」と
も
称
さ
れ
た
軍
事
エ
リ
ア
に
他
な
ら
な
い
。

鈴
木
芳
行
『
首
都
防
空
網
と
〈
空
都
〉
多（

１８
）摩』

が
い
う
よ
う
に
、「
三
宅
坂
の
航
空
本
部
」
と
「
中
央
線
で
立
川
に
直
接
連
絡
で
き

る
利
便
性
」
を
有
し
、「
広
大
で
安
価
な
隣
接
地
」
と
「
水
利
・
水
質
の
良
好
性
」
に
恵
ま
れ
た
武
蔵
野
に
は
か
つ
て
、「
空
都
」
と

呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
飛
行
場
や
関
連
施
設
（
飛
行
機
工
場
な
ど
）
が
集
中
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
３
参
照
）。

戦
後
、
こ
の「
空
都
」の
施
設
は
米
軍
に
接
収
さ
れ
、
そ
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
勉
と
道
子
の
散
策
は
い
わ
ば
、

こ
う
し
た
戦
後
の
現
実＝

「
社
会
的
条
件
」の
な
か
に
あ（

１９
）る。

そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
貯
水
池
の
畔
で
監
視
人
の
目
を
盗
ん
で「
兵

隊
ら
し
い
狡
知
を
見
せ
び
ら
か
」
す
よ
う
に
振
る
舞
う
勉
は
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
自
分
こ
そ
が
見
下
ろ
さ
れ
監
視
さ
れ
る
側
の
人
間

で
あ
る
こ
と
―
―
占
領
下
に
あ
る
敗
戦
国
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
対
し
て
無
自
覚
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
文
を
丁
寧
に
確
認
す
る
な
ら
、
武
蔵
野
に
お
け
る
戦
後
の
現
実
／
歴
史
の
表
層
と
い
う
も
の
が
勉
の
目
に
全
く
映
っ

て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
例
え
ば
、
道
子
と
の
関
係
を
深
め
る
以
前
、「
は
け
」
の
自
然
を
自

分
が
経
験
し
て
き
た
戦
地
の
ビ
ル
マ
に
重
ね
併
せ
な
が
ら
散
策
を
繰
り
返
す
勉
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

野
に
出
た
。﹇
…
﹈
小
屋
が
一
つ
荒
廃
し
て
、
硝
子
や
漆
喰
が
散
乱
し
て
ゐ
た
。
戦
争
末
期
に
着
工
さ
れ
た
飛�

行�

場�

の�

残�

骸�
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で
あ
つ
た
。﹇
…
﹈

青
白
い
硬
い
石
の
破
片
で
舗
装
さ
れ
た
道
が
下
の
木
戸
の
連
続
で
あ
る
鉄
線
の
垣
に
沿
つ
て
つ
い
て
ゐ
た
。
辿
つ
て
行
く

と
、
道
は
藁
葺
の
屋
根
を
持
つ
た
大
き
な
門
に
入
り
、
一
台
の
木
炭
自
動
車
が
止
つ
て
、
運
転
手
が
新
聞
を
読
ん
で
ゐ
た
。

こ
ゝ
に
も
門
標
は
な
か
つ
た
。
運
転
手
に
訊
く
と
、「
知
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
侮
蔑
の
表
情
を
し
て
、
戦
争
中
有

名
だ
つ
た
あ
る
航�

空�

会�

社�

の�

社�

長�

の�

名�

前�

を
告
げ
た
。

﹇
…
﹈

図３
洋泉社編集部編『知られざる軍都多摩・武蔵野を歩く』
二〇一〇・八、洋泉社）より引用。地図中の数字は以下
の軍事施設・軍需工場の位置を示す。
①中島航空金属 ②大日本時計田無工場 ③朝比奈鉄鋼

保谷製作所 ④中島飛行機武蔵製作所 ⑤豊和重工業東京
工場 ⑥横川電機製作所吉祥寺工場 ⑦日本無線 ⑧三鷹航
空工業 ⑨正田飛行機製作所 ⑩航空研究所 ⑪鉄道省運輸
研究所 ⑫中島飛行機三鷹研究所 ⑬調布飛行場 ⑭傷痍軍
人東京療養所 ⑮陸軍兵器補給廠小平分廠 ⑯陸軍経理学
校 ⑰帝国精機製造小金井工場 ⑱多摩陸軍技術研究所 ⑲
中央工業南部工場 ⑳日立中央研究所 ㉑陸軍燃料廠 ㉒東
京芝浦電機府中工場 ㉓日本製鋼所武蔵製作所

（１５９）
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別
の
日
、
彼
は
野
川
の
向
う
の
楯
状
の
台
地
を
越
え
て
、
府
中
の
方
ま
で
足
を
延
し
た
。
彼
の
選
ん
だ
古
い
街
道
は
新
し
い

自
動
車
道
路
と
ど
こ
ま
で
も
か
ら
み
あ
つ
て
続
い
た
。
か�

つ�

て�

の�

立�

川�

飛�

行�

場�

の�

附�

属�

施�

設�

に
は
、
今
は
白
い
チ
ャ
ペ
ル
が
十

字
架
を
輝
か
し
て
ゐ
た
。

勉
が
地
形
学
的
関
心
に
基
づ
い
て
散
策
を
繰
り
返
す
武
蔵
野
の
表
層
に
は
、
か
つ
て
こ
の
一
帯
が
「
空
都
」
で
あ
っ
た
こ
と
の
痕

跡
が
、
か
く
も
あ
か
ら
さ
ま
に
点
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
勉
は
、
こ
う
し
た
痕
跡
に
目
を
つ
ぶ
る
よ
う
に
し
て
、
武
蔵

野
の
美
し
い
自
然
だ
け
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

創
元
文
庫
版
（
一
九
五
二
・
二
）
以
来
、
今
日
の
流
布
本
文
で
あ
る
新
潮
文
庫
版
ま
で
、
こ
の
小
説
の
巻
頭
に
置
か
れ
続
け
て
い

る
「
武
蔵
野
夫
人

小
説
地
図
」
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
勉
の
認
識
す
る
武
蔵
野
そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
時
代
評
以
来
、
今
日
に

至
る
ま
で
の
こ
の
小
説
を
め
ぐ
る
評
価
・
研
究
史
は
、
概
ね
こ
の
枠
組
み
を
出
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
想
起
し
て
お
き

た
い
の
は
、
作
者
・
大
岡
昇
平
が
こ
の
作
品
に
先
行
し
て
書
か
れ
て
い
た
『
俘
虜
記
』
連
作
の
中
で
、
俘
虜
収
容
所
内
の
空
間
配
置

に
つ
い
て
説
明
す
る
た
め
に
図
版
を
挿
入
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
屈
折
し
た
文
言
を
綴
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

文
字
を
も
つ
て
対
象
を
書
き
尽
す
べ
き
文
学
者
と
し
て
、
図
形
の
助
け
を
藉
り
る
の
は
屈
辱
で
あ
る
が
、
小
学
校
の
進
歩
的

教
育
に
よ
つ
て
、
視
覚
的
に
甘
や
か
さ
れ
た
現
代
の
読
者
は
、
我
々
が
文
字
を
も
つ
て
記
述
す
る
と
こ
ろ
を
、
ま
づ
図
形
と
し

て
脳
裡
に
描
く
と
信
ず
べ
き
理
由
が
あ
る
か
ら
、
い
つ
そ
図
形
を
入
れ
て
し
ま
つ
た
方
が
お
互
ひ
に
手
間
が
省
け
る
。

千
葉
大
学

人
文
研
究

第
四
十
四
号

（１６０）



大
岡
昇
平
は
こ
の
よ
う
に
、
小
説
本
文
の
中
に
図
版
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
批
判
的
な
立
場
を
記
し
な
が
ら
、
そ
の
本
文
の
中

に
図
版
を
挿
入
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
屈
折
し
た
振
る
舞
い
を
す
る
小
説
家
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
読
者
と
し
て
の

我
々
は
、
そ
う
素
朴
に
巻
頭
に
置
か
れ
た
地
図
だ
け
を
前
提
に
し
て
、
小
説
本
文
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

地
図
は
つ
ま
り
、
勉
が
そ
の
よ
う
に
見
た
い
と
願
っ
た
（
い
わ
ば
、
幻
視
し
た
）〈
夢
〉
の
武
蔵
野
な
の
で
あ
り
、
こ
の
地
図
に
よ
っ

て
ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
た
読
者
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
〈
現
実
〉
の
武
蔵
野
の
位
相
―
―
勉
の
視
野
に
も
確

か
に
収
め
ら
れ
て
い
た
、
占
領
下
に
お
け
る
武
蔵
野
の
姿
を
捉
え
損
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
必
要
な
の
は
む
し
ろ
、
勉
の
願
望

に
即
し
た
よ
う
な
こ
の
地
図
に
お
い
て
何
が
書
き
落
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
小
説
本
文
と
付
き
合
わ
せ
な
が
ら
検
討
す
る

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。Ⅳ

「
水
道
管
」
と
東
京
の
現
実

道
子
と
の
姦
通
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
後
、「
は
け
」
を
追
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
去
り
、
再
び
大
学
生
活
に
戻
っ
た
勉
は
、
俄
に
戦

後
の
現
実
の
位
相
を
見
つ
め
始
め
る
。
そ
の
勉
が
一
人
暮
ら
し
を
始
め
、
後
に
は
富
子
の
方
と
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
ア
パ
ー
ト

が
目
黒
川
流
域
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
古
田
悦（

２０
）造が
指
摘
す
る
よ
う
に
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
目
黒
川

は
、「
は
け
」を
流
れ
る
野
川
の
よ
う
な
多
摩
川
水
系
と
は
全
く
関
係
な
く
東
京
湾
へ
と
注
ぎ
込
む
小
さ
な
河
川
で
あ
る
。
そ
し
て
、

敗
戦
直
後
に
は
「
一
面
の
焼
跡
」
と
な
り
「
太
古
の
地
形
」
が
露
出
し
て
い
た
周
囲
の
風
景
は
、
早
く
も
「
復
興
」
の
兆
し
に
よ
っ

て
覆
わ
れ
始
め
て
い
る
。
勉
は
こ
こ
で
、
武
蔵
野
で
過
ご
す
時
間
の
中
で
は
目
を
背
け
て
い
た
戦
後
の
現
実
を
否
応
な
く
見
せ
つ
け

ら
れ
る
格
好
と
な
る
。

（１６１）
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
都
内
の
地
理
風
景
と
連
動
す
る
よ
う
に
し
て
、
勉
の
内
面
も
ま
た
急
速
に
変
化
し
て
い
く
。

「
は
け
」
を
離
れ
た
勉
は
、
大
学
へ
積
極
的
に
顔
を
出
す
代
わ
り
に
、
ひ
と
り
「
本
を
読
み
」
な
が
ら
「
思
想
ら
し
い
も
の
」
を

身
に
つ
け
始
め
る
。「
実
存
主
義
」
や
「
記
録
文
学
」
と
い
っ
た
戦
後
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
の
〈
様
々
な
る
意
匠
〉
を
手
に
と
っ

て
は
手
厳
し
く
批
判
的
に
概
括
し
て
い
く
語
り
手
の
説
明
は
、「
馬
鹿
の
色
男
」（「
構
想
ノ
ー（

２１
）ト」）
と
し
て
造
形
さ
れ
た
は
ず
の
主

人
公
の
内
面
に
は
い
さ
さ
か
似
つ
か
わ
し
く
な
い
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
勉
の
造
形
は
、
戦
前
に
行
っ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
戦
後
俄
に
印
税
成
金
と
で
も
い
う
べ
き
境
遇
に
立
ち
至
っ
た
大
学
教
師
・
秋
山
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
「
姦
通
」
文
学
と
し
て
矮
小
化
し
、
姦
通
罪
廃
止
の
時
流
の
中
で
そ
れ
を
安
易
に
模
倣
し
よ

う
と
す
る
ば
か
り
の
秋
山
と
は
異
な
り
、
勉
の
方
は
読
書
を
通
し
て
出
会
っ
た
「
共
産
主
義
」
に
対
し
て
、
そ
れ
な
り
に
真
剣
な
関

心
を
抱
く
。

と
は
い
え
、
戦
場
を
経
験
し
て
き
た
青
年
世
代
と
し
て
の
勉
に
と
っ
て
、「
共
産
主
義
」
の
「
通
俗
解
説
書
」
の
中
に
記
さ
れ
た

「
社
会
運
動
史
」
は
「
戦
争
中
の
戦
記
に
負
け
ぬ
く
ら
い
嘘
と
便
宜
で
固
め
ら
れ
て
い
」
る
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
従
っ
て
彼
は
、

戦
前
の
マ
ル
ク
ス
主
義
青
年
た
ち
の
よ
う
に
、
社
会
の
発
展
／
進
化
の
歴
史
を
語
り
、
来
る
べ
き
革
命
へ
の
道
を
考
え
る
唯
物
史
観

の
見
取
り
図
の
中
で
「
共
産
主
義
」
に
関
心
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
勉
の
関
心
は
歴
史
で
は
な
く
現
実
の
「
社

会
」
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
諸
条
件
へ
と
向
か
い
始
め
て
い
る
の
で
あ
り
、「
共
産
主
義
」
の
思
想
と
は
、
そ
う
し
た
条
件
を
考
察

す
る
た
め
の
方
法
を
も
た
ら
す
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
俄
に
獲
得
し
た
こ
の
「
共
産
主
義
」
的
な
認
識
に
よ
っ
て
、
勉
は
「
道
子
の
拒
否
」
を
「
人
妻
と
い
ふ
社
会
的
条
件
の

結
果
」
と
み
な
し
、「
自
分
の
恋
を
社
会
化
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
は
け
」
の
自
然
に
耽
溺
し
な
が
ら
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
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道
子
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
定
程
度
、
客
観
的
な
把
握
を
試
み
よ
う
と
し
始
め
る
。
無
論
、
一
方
で
彼
は
ま
だ
「
古
本
屋
で
武
蔵
野

に
関
す
る
本
を
眼
に
つ
く
限
り
買
い
集
め
」
て
「
眺
め
入
」
る
程
度
に
は
武
蔵
野
の
自
然
に
惹
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

自
分
で
購
入
し
た
古
本
で
あ
り
、
か
つ
て
の
よ
う
に
宮
地
老
人
の
遺
し
た
蔵
書
を
読
み
耽
り
、
実
際
に
武
蔵
野
を
散
策
し
て
い
た
頃

と
同
じ
地
平
に
は
い
な
い
。

一
方
の
道
子
も
ま
た
、
勉
と
一
度
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
身
が
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
た
め
の
「
社
会
的
条
件
」
に
つ
い
て

考
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
こ
と
は
第
十
章
の
冒
頭
に
繰
り
返
し
記
さ
れ
る
「
役
割
」
と
い
う
言
葉
に
顕
著
で
あ

ろ
う
。
道
子
は
自
ら
を
規
定
す
る
「
役
割
」
―
―
宮
地
の
「
娘
」
と
い
う
「
役
割
」、
秋
山
の
「
妻
」
と
い
う
「
役
割
」、
そ
し
て
夭

逝
し
た
兄
た
ち
に
代
わ
っ
て
「
は
け
」
を
相
続
す
る
者
と
し
て
の
「
役
割
」
に
つ
い
て
、
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
く
な

る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、「
は
け
」
と
は
も
は
や
、
恋
を
育
む
美
し
い
自
然
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
端
的
に
「
財
産
」
と
し
て
定
義
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
第
一
章
の
冒
頭
部
分
が
「
は
け
」
の
所
有
権
に
関
す
る
変
遷
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
思

え
ば
、
こ
う
し
た
物
語
展
開
は
当
然
の
帰
結
だ
っ
た
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
勉
が
「
は
け
」
を
離
れ
て
い
る
間
に
、
道
子
と
秋

山
、
富
子
と
大
野
と
い
う
二
組
の
夫
婦
が
交
錯
し
、
結
果
と
し
て
道
子
は
「
は
け
」
の
相
続
者
の
位
置
か
ら
転
が
り
落
ち
る
よ
う
に

し
て
毒
を
仰
ぎ
、
自
ら
命
を
絶
つ
。

し
か
も
、
一
度
は
医
者
の
処
置
に
よ
っ
て
一
命
を
と
り
と
め
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
道
子
は
、
そ
の
後
に
容
態
が
急
変
し
、
混

濁
し
た
意
識
の
中
で
、
あ
ろ
う
こ
と
か
秋
山
を
勉
で
あ
る
と
勘
違
い
し
な
が
ら
死
ん
で
い（

２２
）く。
語
り
手
が
そ
れ
を「
事
故
」と
呼
び
、

「
事
故
に
よ
ら
な
け
れ
ば
悲
劇
が
起
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、「
は
け
」
と
い
う
空
間
に
は
物
語
（
ロ
マ
ネ
ス
ク
）
は
不
在
で
あ
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る
。
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
も
と
も
と
、
財
産
と
そ
の
相
続
を
め
ぐ
る
極
め
て
世
俗
的
な
物
語
だ
け
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
こ
こ
に
住

ま
う
二
組
の
夫
婦
は
、
そ
の
相
続
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
、
秋
山
の
印
税
成
金
ぶ
り
や
、
大
野
の
自
転
車
操
業
的
な
会
社
経
営
に

よ
っ
て
先
送
り
に
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
「
姦
通
」（
な
い
し
そ
の
未
遂
）
な
ど
は
、
不
安
定
な
「
社

会
的
条
件
」
の
下
で
の
一
過
性
の
遊
び
で
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
物
語
の
終
わ
り
に
お
い
て
「
は
け
」
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
勉
の
方
は
、
財
産
と
そ
の
相
続
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、

実
は
予
め
現
実
主
義
的
な
処
分
を
行
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
第
二
章
の
段
階
で
明
示
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
勉
は
復
員

し
た
ば
か
り
の
段
階
で
、
自
死
し
た
父
（
軍
人
）
の
遺
産
を
め
ぐ
っ
て
継
母
や
そ
の
子
ど
も
と
の
間
で
浮
上
し
た
相
続
問
題
に
つ
い

て
、
新
民
法
の
適
用
が
及
ば
な
い
う
ち
に
対
処
し
、
父
の
遺
産
の
半
分
を
獲
得
し
た
上
、
そ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
応
の

金
額
を
早
々
に
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勉
の
こ
う
し
た
速
や
か
な
対
処
は
、「
は
け
」
の
人
々
の
あ
り
よ
う
と
は
鋭
く
対
照
を

な
す
。

つ
ま
り
、「
は
け
」
の
自
然
に
耽
溺
し
な
が
ら
道
子
と
の
恋
の
物
語＝

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
勉
の
視
野
の
片

隅
に
は
、
最
初
か
ら
現
実
の
位
相
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
財
産
問
題
を
め
ぐ
っ
て
「
は
け
」
の
人
々
が
慌
た
だ
し
く
動
き

回
っ
て
い
た
頃
、
す
で
に
勉
は
ひ
と
り
で
武
蔵
野
を
散
策
し
な
が
ら
、
か
つ
て
一
時
的
に
耽
溺
し
て
い
た
「
地
形
学
的
幻
想
」
の
向

こ
う
側
へ
と
足
を
踏
み
出
し
て
い
る
。

こ
の
時
勉
が
歩
く
武
蔵
野
と
は
、「
飛
行
機
の
爆
音
に
充
ち
、
航
空
戦
の
演
習
の
飛
跡
を
残
し
て
、
高
く
飛
行
雲
が
白
い
巨
大
な

円
を
描
」
く
よ
う
な
空
の
下
に
あ
る
土
地
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
勉
は
既
に
こ
の
と
き
、「
道
子
の
こ
と
」
で
は
な
く
「
世
間

の
こ
と
を
考
え
て
い
た
」。
た
と
え
そ
れ
が
「
道
子
へ
の
恋
に
対
す
る
障
害
と
し
て
の
世
間
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
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彼
の
関
心
は
も
は
や
「
は
け
」
を
舞
台
に
し
た
ロ
マ
ネ
ス
ク
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
成
立
基
盤
と
し
て

の
「
社
会
的
条
件
」
の
方
を
向
い
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
変
化
の
兆
し
を
見
せ
始
め
た
勉
が
、
か
つ
て
道
子
と
散
策
し
愛
を
育
ん
だ
武
蔵
野
の
貯
水
池
を
散
策
し
な
が
ら
、

こ
の
場
所
の
自
然
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
か
ら
「
無
数
の
東
京
の
家
庭
」
へ
と
接
続
さ
れ
る
「
水
道
管
」
に

つ
い
て
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
、
勉
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
貯
水
池
は
東
京
都
民
の
水
甕
と
し
て
造
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
河
川
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
水
系
と
は
別
に
、
こ
こ
か
ら
延
び
る
「
水
道
管
」
は
武
蔵
野
と
東
京
の
都
市
部
と
を
フ
ラ
ッ
ト
に
接
続
す
る
。
勉
と
道
子
に

よ
る
野
川
の
水
源
探
索
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
物
語
の
中
で
し
ば
し
ば
象
徴
性
を
与
え
ら
れ
て
き
た
水
系
を
め
ぐ
る
記
述
は
こ
こ
で

俄
に
後
景
化
し
、
代
わ
っ
て
人
々
の
現
実
生
活
の
次
元
が
前
景
化
す
る
こ
と
に
な
る
。「
こ
の
取
水
塔
に
毒
を
投
げ
込
め
ば
、
東
京

都
民
を
一
挙
に
鏖
殺
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
勉
の
テ
ロ
め
い
た
空
想
は
荒
唐
無
稽
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
空
想
に
よ
っ

て
勉
が
認
識
す
る
の
は
、〈
占
領
下
日
本
〉
と
い
う
時
間
／
空
間
の
フ
ラ
ッ
ト
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
瞬
間
、
道
子
と
の
ロ
マ

ネ
ス
ク
を
育
む
土
壌
と
し
て
の
武
蔵
野
へ
の
「
地
理
的
興
味
」
は
「
一
種
の
感
情
的
錯
誤
」
に
よ
る
「
地
理
的
迷�

妄�

」
で
し
か
な
か
っ

た
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
工
場
と
学
校
と
飛
行
場
と
、
そ
れ
か
ら
広
い
東
京
都
民
の
住
宅
と
、
そ
れ
が
い
ま
の
武
蔵
野
だ
」
と
い
う
勉
の
認
識
は
、
戦
後

日
本
の
現
実
そ
の
も
の
を
見
つ
め
る
も
の
だ
ろ（

２３
）う。

戦
後
の
（
経
済
的
）
復
興
を
支
え
る
「
工
場
」、
新
し
い
教
育
が
行
わ
れ
る
場

と
し
て
の
「
学
校
」、
そ
し
て
、
人
々
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
被
占
領
と
い
う
現
実
を
突
き
つ
け
る
「
飛
行
場
」＝

米
軍
基
地
―
―
こ
う

し
た
事
物
が
布
置
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
人
々
（「
東
京
都
民
」）
は
「
住
宅
」
を
構
え
て
日
々
の
生
活
を
営
み
始
め
て
い
た
の
で
あ
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り
、「
武
蔵
野
」
と
い
う
空
間
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
日
本
の
そ
こ
か
し
こ
に
存
在
す
る
場
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

登
場
人
物
の
中
で
最
も
〈
大
人
〉
ら
し
さ
を
体
現
し
、〈
現
実
〉
を
生
き
て
い
る
と
目
さ
れ
る
大
野
が
、
物
語
の
末
尾
に
お
い
て

そ
の
行
く
末
を
想
像
し
、「
一
種
の
怪
物
」
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
し
て
い
た
主
人
公
・
勉
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

武
蔵
野
を「
通
り
過
ぎ
て
い（

２４
）く」ば
か
り
で
あ
り
、
彼
が
こ
れ
か
ら
ど
こ
に
向
か
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
敗
戦
後
の
日
本
の
現
実
の
中
に
は
、
勉
や
道
子
が
幻
視
し
よ
う
と
し
た
意
味
で
の
〈
ふ
る

さ
と
〉と
し
て
の「
は
け
」は
、
は
じ
め
か
ら
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
冒
頭
に
置
か
れ
た
あ
の
地
図
は
、

幻
視
さ
れ
る
〈
ふ
る
さ
と
〉
の
影
に
他
な
ら
な
い
。

「
主
人
公
」
と
し
て
の
勉
が
、
自
ら
幻
視
し
よ
う
と
し
た
武
蔵
野
の
影
を
踏
み
破
り
、
戦
後
の
現
実
そ
の
も
の
へ
と
〈
復
員
〉
し

て
い
く
物
語
―
―
。
そ
の
意
味
で
、
小
説
『
武
蔵
野
夫
人
』
と
は
た
し
か
に
勉
を
主
人
公
と
し
た
〈
復
員
〉
小
説
で
あ
っ
た
。

「
記
録
文
学
流
行
の
折
柄
、
同
じ
形
で
（
引
用
者
注
、
長
ら
く
書
き
継
い
で
き
た
連
作
『
俘
虜
記
』
に
お
け
る
）
自
分
の
最
後
の

言
葉
を
吐
く
の
が
、
急
に
嫌
に
な
っ（

２５
）た」
と
い
う
作
家
・
大
岡
昇
平
は
、『
俘
虜
記
』
の
主
人
公
／
語
り
手
を
日
本
に
帰
還
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ
る
前
に
、
恋
愛
小
説
の
枠
組
み
を
借
り
な
が
ら
、
若
き
一
人
の
元
兵
士
の
〈
復
員
〉
の
形
―
―
戦
後
の
現
実
へ

の
〈
上
陸
〉
の
さ
せ
方
を
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
試
み
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

注（
１
）
大
岡
昇
平
『
作
家
の
日
記
』（
一
九
五
八
・
七
、
新
潮
社
）
所
収
。

（
２
）
拙
稿
「
書
く
こ
と
の
倫
理
―
大
岡
昇
平
『
俘
虜
記
』
論
序
説
―
」（「
語
文
論
叢
」
２８
、
二
〇
一
三
・
七
）
参
照
。
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（
３
）
大
岡
昇
平
「
わ
が
小
説
『
武
蔵
野
夫
人
』」（「
朝
日
新
聞
」
一
九
六
一
・
一
一
・
二
〇
朝
刊
）
お
よ
び
大
岡
昇
平
・
埴
谷
雄
高
﹇
対

談
﹈「
二
つ
の
同
時
代
史
（
第
一
五
回
）
―
「
武
蔵
野
夫
人
」
の
こ
ろ
―
」（「
世
界
」
一
九
八
三
・
三
）
を
参
照
。

（
４
）
福
田
恆
存
「
戯
曲
武
蔵
野
夫
人
」（「
演
劇
」
一
九
五
一
・
六
）。

（
５
）
単
行
本
版
に
お
け
る
「
第
二
章

復
員
者
」
に
あ
た
る
。

（
６
）
福
田
恆
存
「「
武
蔵
野
夫
人
」
論
」（「
群
像
」
一
九
五
〇
・
九
）。

（
７
）
中
村
光
夫
・
本
多
秋
五
・
三
島
由
紀
夫
「
創
作
合
評
」（「
群
像
」
一
九
五
〇
・
一
一
）
に
お
け
る
発
言
。

（
８
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
９
）
山
本
健
吉
「『
武
蔵
野
夫
人
』
の
問
題
―
文
芸
時
評
―
」（「
人
間
」
一
九
五
〇
・
一
一
）。

（
１０
）
小
林
秀
雄
「
武
蔵
野
夫
人
」（「
新
潮
」
一
九
五
一
・
一
）。

（
１１
）
例
え
ば
、
前
田
愛
『
幻
景
の
街
―
文
学
の
都
市
を
歩
く
』（
一
九
八
六
・
一
一
、
小
学
館
）
な
ど
。

（
１２
）
石
原
千
秋
『
教
養
と
し
て
読
む
現
代
文
学
』
二
〇
一
三
・
一
〇
、
朝
日
新
聞
出
版
）。

（
１３
）
大
井
田
義
彰
「
大
岡
昇
平
『
武
蔵
野
夫
人
』
考
―
「
一
種
の
怪
物
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
学
芸
国
語
国
文
学
」
３０
、
一
九
九
八
・
二
）

は
、
こ
の
事
態
を
「
ふ
た
り
の
恋
愛
そ
の
も
の
が
言
葉
で
、
モ
ノ
で
は
な
く
て
言
葉
を
媒
介
に
す
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
」
の
だ
と

的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
１４
）
『
国
分
寺
市
の
文
化
財
』（
二
〇
〇
二
・
三
、
国
分
寺
市
教
育
委
員
会
）
参
照
。

（
１５
）
岡
野
宏
文
・
豊
崎
由
美
『
百
年
の
誤
読
』（
二
〇
〇
四
・
一
一
、
ぴ
あ
）
は
、
こ
の
「
隠
喩
的
な
シ
ー
ン
」
の
あ
か
ら
さ
ま
な
〈
わ

か
り
や
す
さ
〉
を
捉
え
て
、「
下
手
」
で
あ
り
「
失
敗
」
で
あ
る
と
端
的
に
批
判
し
て
い
る
。

（
１６
）
立
尾
真
士
「「
悲
劇
」・「
誓
い
」・「
事
故
」
―
大
岡
昇
平
『
武
蔵
野
夫
人
」
論
―
」（「
文
藝
と
批
評
」
１０
―
７
、
二
〇
〇
八
・
五
）

は
、
こ
の
小
説
で
は
「
登
場
人
物
各
々
や
そ
の
心
情
、
或
い
は
周
囲
の
美
的
な
「
自
然
」
は
、
常
に
人
工
的
な
産
物
と
し
て
あ
る
」
と
的

確
に
指
摘
し
て
い
る
。

（
１７
）
古
田
悦
三
「『
武
蔵
野
夫
人
』
の
地
理
学
的
一
考
察
」（「
東
京
学
芸
大
学
紀
要

第
３
部
門

社
会
科
学
」
５６
、
二
〇
〇
五
・
一
）

（１６７）

地
図
と
痕
跡
―
―
―

大
岡
昇
平
『
武
蔵
野
夫
人
』
論



は
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
武
蔵
小
金
井
（
野
川
流
域
）、
村
山
貯
水
池
、
五
反
田
（
目
黒
川
流
域
）、
河
口
湖
と
い
う
四
つ
の
空
間
の
地

理
学
的
特
性
を
ま
と
め
た
上
で
、
そ
の
空
間
配
置
に
込
め
ら
れ
た
隠
喩
性
に
つ
い
て
、
明
晰
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

（
１８
）
鈴
木
芳
行
『
首
都
防
空
網
と
〈
空
都
〉
多
摩
』（
二
〇
一
二
・
一
二
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
１９
）
『
俘
虜
記
』
最
終
章
「
帰
還
」
の
末
尾
近
く
に
は
、「
私
」
が
帰
還
船
か
ら
見
た
光
景
と
し
て
、「
沖
縄
の
基
地
に
属
す
る
と
思
し
き
」

飛
行
機
が
、
自
分
た
ち
俘
虜
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
去
っ
て
行
く
と
い
う
象
徴
的
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
２０
）
古
田
「『
武
蔵
野
夫
人
』
の
地
理
学
的
一
考
察
」（
注
１７
参
照
）。

（
２１
）
注
１
参
照
。

（
２２
）
溝
口
健
二
に
よ
る
映
画
版
（
一
九
五
一
、
東
宝
）
で
は
、
こ
の
臨
終
の
場
に
勉
本
人
を
立
ち
会
わ
せ
て
い
る
が
、
大
岡
の
小
説
は
む

し
ろ
こ
う
し
た
悲
劇
的
な
ド
ラ
マ
の
不
成
立
を
こ
そ
描
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
２３
）
映
画
版
『
武
蔵
野
夫
人
』（
注
２２
）
に
お
い
て
、「
武
蔵
野
」
に
関
す
る
こ
う
し
た
認
識
は
、
勉
に
宛
て
た
道
子
の
遺
書
を
読
み
上
げ

る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
提
示
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
声
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
復
興
す
る
東
京
の
町
並
み＝

〈
現
実
〉
を
視

野
に
収
め
る
勉
を
描
く
と
こ
ろ
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
映
画
版
は
、
道
子
と
の
成
就
さ
れ
な
い
悲
恋
を
通
し
て
勉
の
成
長
を

描
く
と
い
う
枠
組
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
原
作
小
説
に
お
け
る
勉
は
あ
く
ま
で
「
は
け
」
を
（
そ
し
て
道
子
を
）「
通
過
」

す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
成
長
（
現
実
認
識
の
獲
得
）
は
道
子
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
２４
）
大
岡
・
埴
谷
﹇
対
談
﹈「
二
つ
の
同
時
代
史
」（
注
３
参
照
）。

（
２５
）
大
岡
昇
平
「『
武
蔵
野
夫
人
』
ノ
ー
ト
」（『
作
家
の
日
記
』
一
九
五
八
・
七
、
新
潮
社
）。

〔
付
記
〕『
武
蔵
野
夫
人
』
本
文
の
引
用
は
初
版
単
行
本
に
よ
り
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。

千
葉
大
学

人
文
研
究

第
四
十
四
号

（１６８）


