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は
じ
め
に

大
江
健
三
郎
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
個
人
的
な
体
験
』（
新
潮
社
、
一

九
六
四
・
八
）
は
、
前
年
の
著
者
の
長
男
誕
生
を
契
機
と
し
て
書
か
れ
た
最
初

の
小
説
『
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
』（『
新
潮
』　

一
九
六
四
・
一
）
の
後
に
書
き
下

ろ
さ
れ
た
長
篇
で
あ
り
、
従
来
私
小
説
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。

先
行
研
究
で
は
、
前
掲
書
の
箱
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
評
に
平
野
謙
が
「
最
近

の
現
代
文
学
全
体
の
輝
か
し
い
傑
作
」
と
「
確
信
」
し
た
と
あ
り
、
安
部
公
房

が
「
世
間
の
禁
止
に
大
胆
な
挑
戦
を
こ
こ
ろ
み
た
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、

発
表
直
後
か
ら
高
い
評
価
を
確
立
し
て
き
た
。
し
か
し
、「
第
一
一
回
新
潮
文

学
賞
受
賞
時　

選
評
」（『
新
潮
』　

一
九
六
五
・
一
）
に
お
い
て
は
七
人
の
選
考

委
員
の
大
半
が
結
末
に
対
す
る
批
判
を
表
明
し
た
。
河
盛
好
蔵
は
「
結
末
に
は

飛
躍
、
も
し
く
は
腰
く
だ
け
が
あ
っ
て
、
破
綻
を
示
し
て
い
る
」
原
因
が
、「
小

説
技
術
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
て
、
作
者
の
本
質
に
つ
な
が
る
問
題
」
だ

と
述
べ
た
。
亀
井
勝
一
郎
は
、「
大
江
氏
の
宗
教
的
あ
る
い
は
道
徳
的
怠
慢
ぶ

り
が
露
出
し
て
い
る
」
こ
と
を
「
ま
こ
と
に
遺
憾
」
で
あ
る
と
し
て
作
者
の
文

学
的
姿
勢
を
辛
辣
に
批
判
し
、
中
島
健
蔵
も
本
小
説
が
道
徳
小
説
で
あ
る
以
上
、

こ
の
結
末
に
「
文
学
的
に
は
意
味
が
な
い
」
と
切
り
捨
て
た
。
こ
の
よ
う
な
批

判
が
出
た
要
因
は
、
既
に
三
島
由
紀
夫
（『
週
刊
読
書
人
』　

一
九
六
四
・
九
・
一
四
）

が
、「
暗
い
シ
ナ
リ
オ
に
『
明
る
い
未
来
を
与
え
な
く
ち
ゃ
い
か
ん
よ
』
と
命

令
す
る
映
画
会
社
の
重
役
み
た
い
な
も
の
が
氏
の
心
に
住
ん
で
い
る
の
で
は
あ

る
ま
い
か
？　

こ
れ
は
も
っ
と
強
烈
な
自
由
を
求
め
な
が
ら
実
は
主
人
持
ち
の

文
学
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
と
述
べ
て
、『
個
人
的
な
体
験
』
を
芸
術
小
説

で
は
な
く
道
徳
小
説
と
捉
え
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
同
時
代
評
は

全
て
、
脳
障
害
が
あ
る
と
さ
れ
た
「
赤
ん
ぼ
う
」
が
、
手
術
後
に
誤
診
と
わ
か

り
恢
復
・
退
院
す
る
と
い
う
結
末
が
、
父
親
で
あ
る
作
者
自
身
の
願
い
を
描
い

た
も
の
で
あ
り
、
小
説
と
し
て
の
文
学
性
や
芸
術
性
が
足
り
な
い
と
い
う
こ
と

で
作
者
の
文
学
的
姿
勢
を
非
難
し
て
い
る
。

ま
た
江
藤
淳
・
大
岡
昇
平
・
河
盛
好
蔵
・
白
井
浩
司
・
中
村
光
夫
に
よ
る
座

談
会
「
外
国
文
学
の
毒
」（『
新
潮
』　

一
九
六
五
・
一
一
）
に
お
い
て
、
江
藤
は

「『
個
人
的
な
体
験
』
は
ア
メ
リ
カ
小
説
で
す
」
と
語
っ
て
主
題
の
独
自
性
を
否

定
し
、
さ
ら
に
大
江
と
の
対
談
「
現
代
の
文
学
者
と
社
会
」（『
群
像
』　

一
九
六

五
・
三
）
で
も
、『
個
人
的
な
体
験
』
で
は
著
者
が
「
文
学
者
の
社
会
的
責
任
」

を
逃
れ
て
い
る
と
批
判
し
た
。
同
対
談
で
の
大
江
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
自
由
」

に
つ
い
て
強
く
言
及
し
た
後
で
、「
本
質
的
に
、
あ
の
小
説
は
青
年
の
態
度
決

定
の
意
味
に
お
い
て
社
会
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
主
題
を
確
認
し
て

大
江
健
三
郎
『
個
人
的
な
体
験
』
論

―
「
赤
ん
ぼ
う
」
と
《
救
済
》

鈴
　
　
木
　
　
恵
　
　
美
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い
た
だ
け
れ
ば
、
い
ち
ば
ん
最
後
が
ど
う
な
ろ
う
と
、
あ
の
小
説
の
主
題
そ
の

も
の
は
決
し
て
社
会
に
対
し
て
ち
が
っ
た
存
在
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
反

論
し
、
主
題
が
、
サ
ル
ト
ル
の
「
自
由
」
の
捉
え
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
、
再
読
を
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
今
尚
、
作
品
評
価
は

非
常
に
高
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
末
部
分
に
批
判
が
集
中
し
た
こ
と
へ
の
著
者

の
意
向
に
即
し
た
形
で
の
再
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
を
視
野
に
入
れ
て
テ
ク
ス
ト
を
読
み

進
め
、
ま
ず
鳥バ
ー
ドの
人
物
像
、
か
れ
と
「
赤
ん
ぼ
う
」
及
び
妻
や
家
族
と
の
関
係

性
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
火
見
子
の
人
物
像
や
鳥バ
ー
ドと
火
見
子
と
の
関
係
性

に
つ
い
て
検
証
し
、「
赤
ん
ぼ
う
」
が
二
人
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
さ
ら
に
、
本
テ
ク
ス
ト
は
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
鳥バ
ー
ド
が
火
見
子
の

「
ア
フ
リ
カ
」
行
き
の
誘
惑
を
拒
絶
し
て
自
己
救
済
を
果
た
し
た
物
語
で
は
な

く
、「
赤
ん
ぼ
う
」
が
二
人
を
《
救
済
》
す
る
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
、
結
末
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
最
終
的
に
は
『
個
人
的
な
体
験
』

の
文
学
的
価
値
を
定
め
て
大
江
文
学
全
体
に
位
置
付
け
た
い
。

一　

鳥
バ
ー
ド
の
自
己
崩
壊

小
説
は
、
主
人
公
の
鳥バ
ー
ドが
、
大
学
院
時
代
に
学
生
結
婚
し
た
妻
が
難
産
で
苦

し
ん
で
い
る
の
を
、
書
店
か
ら
「
一
時
間
ご
と
に
電
話
を
か
け
て
」
安
否
を
気

遣
い
な
が
ら
、「
ア
フ
リ
カ
」
の
地
図
を
眺
め
る
こ
と
に
熱
中
し
て
い
る
場
面

か
ら
始
ま
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
鳥バ
ー
ドの
「
ア
フ
リ
カ
」
願
望
に
つ

い
て
考
え
た
い
。
結
婚
直
後
か
ら
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
に
逃
げ
込
ん
で
廃
人
寸
前

に
陥
っ
た
鳥バ
ー
ドは
、
常
々
「
ア
フ
リ
カ
」
冒
険
旅
行
の
夢
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

に
鳥バ
ー
ドは
「
赤
ん
ぼ
う
」
に
つ
い
て
、「
い
っ
た
ん
妻
が
出
産
し
、
お
れ
が
家
族

の
檻
に
と
じ
こ
め
ら
れ
た
な
ら
、（
略
）
生
ま
れ
て
く
る
子
供
が
そ
の
蓋
を
ガ

チ
リ
と
お
ろ
し
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
お
れ
は
も
う
ア
フ
リ
カ
へ
ひ
と
り
で
旅
に

出
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な
る
」
と
思
い
、
自
身
の
夢
の
実
現
を
妨

げ
る
邪
魔
者
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
鳥バ
ー
ドは
、「
ア
フ
リ
カ
」
旅
行
に
必
要

な
「
重
要
な
実
用
地
図
」
を
購
入
す
る
が
、
会
計
の
時
に
は
も
う
「
つ
ま
ら
な

い
買
物
を
し
て
い
る
」
と
感
じ
る
。
そ
し
て
全
く
別
の
「
陳
列
棚
の
な
か
の
贅

沢
な
地
図
」
と
い
う
「
給
料
の
五
箇
月
分
に
あ
た
る
」、
過
去
の
冒
険
家
が
使

用
し
た
観
賞
用
地
図
に
描
か
れ
た
「
ア
フ
リ
カ
」
に
執
着
す
る
。
こ
の
よ
う
な

「
ア
フ
リ
カ
」
へ
の
憧
憬
が
不
安
定
に
立
ち
現
れ
る
鳥バ
ー
ド
の
葛
藤
は
、
か
れ
が
、

愛
す
る
妻
と
「
赤
ん
ぼ
う
」
と
の
日
常
生
活
を
望
み
な
が
ら
も
そ
こ
か
ら
逃
避

し
た
い
と
願
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
夜
、

「
竜
の
刺
繍
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
こ
ん
だ
若
者
た
ち
」
に
襲
撃
さ
れ
た
時
に
、

「
鳥バ
ー
ドは
決
意
し
た
」。

　

鳥バ
ー
ドは
自
分
の
体
と
土
手
の
斜
面
の
あ
い
だ
で
、
ア
フ
リ
カ
の
地
図
が
皺

だ
ら
け
に
な
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
い
ま
自
分
の

子
供
が
生
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
考
え
も
ま
た
、
か
つ
て
な
い
切
実
さ
で

鳥バ
ー
ドの
意
識
の
最
前
線
に
お
ど
り
で
た
。
不
意
の
怒
り
と
荒
あ
ら
し
い
絶
望

感
が
鳥バ
ー
ドを
お
そ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
か
れ
は
驚
愕
し
、
困
惑
し
た
あ
げ
く
、

ひ
た
す
ら
逃
げ
だ
す
工
夫
を
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
い
ま
、
鳥バ
ー
ドは
逃
げ

よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
も
し
、
い
ま
闘
わ
な
け
れ
ば
、
お
れ
の
ア
フ

リ
カ
旅
行
の
チ
ャ
ン
ス
は
永
遠
に
う
し
な
わ
れ
る
ば
か
り
か
、
お
れ
の
子

供
は
最
悪
の
生
涯
を
す
ご
す
た
め
に
の
み
生
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
鳥バ
ー
ド
は
霊
感
の
ご
と
き
も
の
に
う
た
れ
て
そ
の
よ
う
に
信
じ
た
。　
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や
っ
と
父
親
に
な
る
決
心
を
し
た
鳥バ
ー
ドは
、「
妻
の
陣
痛
が
は
じ
ま
っ
て
以
来

は
じ
め
て
上
機
嫌
だ
っ
た
」
ほ
ど
の
喜
び
を
感
じ
る
。

帰
宅
後
す
ぐ
に
、
購
入
し
た
「
ア
フ
リ
カ
」
の
実
用
地
図
を
、
夫
婦
の
寝
室

の
壁
の
下
に
画
鋲
で
と
め
て
、
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
に
入
っ
た
鳥バ
ー
ドは
、
夢
の
中
で
、

猛
獣
で
あ
る
「
フ
ァ
コ
ヘ
ー
ル
の
凶
ま
が
し
い
歯
が
鳥バ
ー
ドの
踝
を
鋭
く
確
実
に
と

ら
え
」
て
殺
さ
れ
る
と
い
う
「
辛
い
夢
」
を
見
る
。
夢
の
中
で
鳥バ
ー
ドは
、
ど
う
し

て
も
「
フ
ァ
コ
ヘ
ー
ル
」
の
日
本
語
名
を
思
い
だ
せ
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
し

か
し
目
覚
め
た
瞬
間
に
は
、「
イ
ボ
猪
だ
」
と
思
い
出
す
。「
イ
ボ
猪
」
は
、「
ア

フ
リ
カ
」
の
草
原
に
生
息
す
る
草
食
動
物
で
、
大
き
く
伸
び
て
い
る
牙
は
攻
撃

に
は
全
く
使
用
さ
れ
な
い⑴
。
現
実
の
鳥バ
ー
ドに
致
命
傷
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
「
イ

ボ
猪
」
が
、
夢
の
中
の
「
ア
フ
リ
カ
」
で
は
猛
獣
と
な
っ
て
か
れ
を
殺
す
の
は
、

鳥バ
ー
ドが
再
び
迷
い
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

夜
明
け
に
な
っ
て
、
妻
の
入
院
先
か
ら
緊
急
の
電
話
が
あ
り
、
鳥バ
ー
ドは
、「
赤

ち
ゃ
ん
に
異
常
」
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。「
至
急
」
来
て
欲
し
い
と
い

う
連
絡
を
受
け
て
病
院
に
駆
け
つ
け
た
鳥バ
ー
ドは
、
大
学
病
院
に
「
赤
ん
ぼ
う
」
を

搬
送
す
る
た
め
に
救
急
車
に
乗
る
。
脳
外
科
の
専
門
医
の
診
断
を
受
け
る
た
め

で
あ
る
。
か
れ
は
、
父
親
と
し
て
の
「
責
任
」
を
負
う
生
き
方
を
選
ぶ
か
ど
う

か
「
フ
ィ
フ
テ
ィ
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
」
の
葛
藤
を
抱
え
て
い
た
上
に
、
障
害
を
抱

え
る
「
赤
ん
ぼ
う
」
と
の
「
生
活
」
に
「
束
縛
」
さ
れ
る
恐
怖
を
味
わ
う
。

そ
し
て
「
赤
ん
ぼ
う
」
を
「
怪
物
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。

一
方
、
妻
は
「
赤
ん
ぼ
う
」
の
誕
生
に
、
破
綻
し
た
結
婚
生
活
の
再
生
を
期

待
し
て
い
た
。
彼
女
は
鳥バ
ー
ドに
、「
あ
な
た
は
自
分
を
犠
牲
に
し
て
も
赤
ん
ぼ
う

の
た
め
に
責
任
を
と
っ
て
く
れ
る
タ
イ
プ
？
」
と
問
う
。
か
つ
て
鳥バ
ー
ドを
慕
う
菊

比
古
と
い
う
「
年
少
の
友
人
」
が
、「
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
る
若
者
」
は
「
強
制

的
に
」
ア
メ
リ
カ
兵
に
よ
っ
て
朝
鮮
戦
争
に
連
れ
て
行
か
れ
る
と
い
う
噂
を
聞

き
、
そ
の
よ
う
な
目
に
遭
い
た
く
な
い
と
考
え
て
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
筆
者
注

―
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
置
か
れ
て
、
教
育
・
宗
教
・
マ
ス
コ
ミ
な
ど
の
改
革
を
担
当
し
た
民
間

情
報
教
育
局
）
の
同
性
愛
者
の
ア
メ
リ
カ
人
の
情
人
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を

鳥バ
ー
ドが
暴
露
し
、「
鳥バ
ー
ド、
お
れ
は
恐
か
っ
た
ん
だ
よ
！
」
と
釈
明
す
る
菊
比
古
を

か
れ
は
見
捨
て
た
。
そ
の
よ
う
な
鳥バ
ー
ドの
過
去
を
知
っ
て
い
る
妻
は
、
出
産
し
た

病
室
に
駆
け
つ
け
た
鳥バ
ー
ドに
、「
誰
か
弱
い
者
を
、
そ
の
人
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん

大
切
な
時
に
見
棄
て
て
し
ま
う
タ
イ
プ
」
か
と
問
う
。
そ
し
て
「
男
の
子
な
ら

菊
比
古
と
い
う
名
前
」
に
し
た
い
と
告
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
沈
黙
」
し
た

鳥バ
ー
ドは
、
内
心
で
妻
の
こ
と
を
「
熱
い
敵
意
に
み
ち
」
て
い
る
と
考
え
る
。
さ
ら

に
妻
は
、「
あ
な
た
が
、
赤
ん
ぼ
う
を
見
殺
し
に
し
た
ら
、
わ
た
し
は
、
あ
な

た
と
離
婚
す
る
だ
ろ
う
と
思
う
わ
、
鳥バ
ー
ド」
と
い
っ
て
、
か
れ
に
父
親
と
し
て
の

「
責
任
」
を
果
た
す
よ
う
に
要
求
し
た
。
鳥バ
ー
ドは
、「
離
婚
」
の
選
択
肢
を
突
き
つ

け
る
妻
に
、「
赤
ん
ぼ
う
は
死
に
は
し
な
い
よ
」
と
「
幾
重
に
も
口
惜
し
い
思

い
」
で
い
う
。
妻
が
自
分
を
「
信
頼
」
し
て
い
な
い
こ
と
を
感
じ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
同
時
に
妻
の
言
葉
を
理
不
尽
な
暴
力
だ
と
も
感
じ
て
い
る
。

し
か
し
妻
が
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
誕
生
を
契
機
と
し
て
、
鳥バ
ー
ドを
追
い
つ
め
る

の
は
鳥バ
ー
ドに
父
親
と
し
て
の
「
責
任
」
を
果
た
し
て
ほ
し
い
か
ら
だ
。
し
か
し
か

れ
は
「
赤
ん
ぼ
う
」
が
家
族
を
危
機
に
陥
れ
る
「
怪
物
」
だ
と
思
い
込
ん
で
お

り
、
か
れ
の
自
己
執
着
・
現
実
逃
避
・「
責
任
」
回
避
と
い
う
行
為
が
、
実
は

家
族
を
苦
悩
さ
せ
て
い
る
問
題
で
あ
る
と
は
気
づ
か
な
い
。

二　

鳥
バ
ー
ド
と
火
見
子
の
自
己
救
済

妻
の
異
常
出
産
の
後
、
鳥バ
ー
ドは
大
学
時
代
か
ら
の
女
友
達
・
火
見
子
の
元
に
逃

げ
込
む
。
彼
女
は
、
大
学
卒
業
ま
ぎ
わ
に
大
学
院
の
学
生
と
結
婚
し
、
そ
の
一

年
後
に
夫
に
自
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
過
去
が
あ
り
、
そ
の
原
因
は
、
彼
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女
が
「
常
軌
を
逸
脱
し
た
性
的
冒
険
家
」
ゆ
え
だ
と
噂
さ
れ
て
い
る
。
火
見
子

は
、「
妊
娠
と
い
う
言
葉
の
毒
に
当
っ
た
」
と
性
的
不
能
を
訴
え
る
鳥バ
ー
ドを
、
肛

門
性
交
に
誘
う
。
た
め
ら
う
鳥バ
ー
ド
に
彼
女
は
、「
わ
た
し
は
ど
ん
な
性
交
に
も
、

な
に
か
し
らgenuine

な
も
の
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
。
英

語
教
師
で
あ
る
鳥バ
ー
ド
は
、「genuine

」
が
「
純
種
の
、
本
物
の
、（
略
）」
と
い

う
意
味
だ
と
解
し
て
、
彼
女
の
誘
惑
を
受
け
入
れ
る
。
か
れ
は
、
性
行
為
を

持
っ
た
後
に
自
信
を
回
復
し
、
彼
女
を
「
性
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」
だ
と
賞
賛
し

て
、
二
人
が
救
済
さ
れ
た
と
思
う
。
し
か
し
異
常
な
性
行
為
の
後
、
鳥バ
ー
ドは
火
見

子
の
自
殺
し
た
夫
と
自
分
を
同
一
視
し
て
、「
お
れ
は
死
ん
だ
青
年
だ
」
と
思

う
。「
死
ん
だ
青
年
」
と
は
自
殺
し
た
火
見
子
の
夫
で
あ
る
。
火
見
子
は
、「
わ

た
し
の
夫
は
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
は
じ
め
て
す
ぐ
自
殺
し
た
の
よ
」、「
も
し
あ

な
た
ま
で
も
こ
の
寝
室
で
首
を
く
く
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
わ
た
し
は
自
分
を
魔

女
み
た
い
に
感
じ
る
と
思
う
わ
、
鳥バ
ー
ド」
と
い
う
。
彼
女
は
夫
を
自
殺
さ
せ
た
と

い
う
罪
悪
感
か
ら
、「
性
交
」
に
よ
っ
て
、
死
ん
だ
夫
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
男

性
を
救
う
こ
と
で
自
己
満
足
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
女
自
身
は
聖
女
だ
と

思
い
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
鳥
バ
ー
ド

夫
妻
が
「
性
交
の
た
び
に
憂
鬱
な
心
理
的
い
ざ

こ
ざ
を
く
り
か
え
し
た
」
原
因
は
、
か
れ
の
「
妊
娠
後
の
責
任
を
登
録
し
な
が

ら
性
交
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
父
親
に
な
る
「
責
任
」
を
回
避
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
鳥バ
ー
ドが
火
見
子
の
と
こ
ろ
に
逃
げ
込
ん
で
も
一
時
的
な
逃
避
に
は
な

る
が
、
本
質
的
な
解
決
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

鳥バ
ー
ドは
、
学
生
時
代
に
酔
っ
た
勢
い
を
借
り
て
彼
女
を
強
姦
し
処
女
を
奪
っ
た

「
暴
行
事
件
」
を
起
こ
し
て
い
た
が
、
か
れ
は
火
見
子
へ
の
暴
行
を
「
正
確
に

記
憶
」
し
て
い
な
い
と
い
う
。
し
か
し
酒
の
勢
い
を
「
悪
用
」
し
た
と
語
っ
て

い
る
こ
と
で
、
罪
悪
感
は
抱
い
て
い
る
。
鳥バ
ー
ドは
、「
風
土
記
逸
文
の
肥
後
国
か

ら
採
っ
た
」
神
話
的
な
名
前
を
持
つ
火
見
子
に
つ
い
て
、
性
に
奔
放
す
ぎ
る
し
、

モ
ラ
ル
に
頓
着
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
怪
物
」・「
日
常
生
活
に
つ
い
て
致

命
的
に
不
適
格
」
だ
と
酷
評
す
る
。
鳥バ
ー
ドは
「
モ
ラ
ル
」
が
何
か
を
わ
か
っ
て
い

る
人
間
な
の
だ
。
し
か
し
実
際
の
鳥バ
ー
ドは
、
今
ま
た
彼
女
と
不
倫
の
「
性
交
」
を

し
て
お
り
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
元
へ
も
出
向
か
な
い
。
鳥バ
ー
ドが
こ
と
さ
ら
に
火
見

子
を
非
難
す
る
の
は
、
自
己
批
判
の
す
り
替
え
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
自
己
欺
瞞

の
行
為
だ
。

そ
し
て
二
人
は
さ
ら
に
妄
想
を
深
め
て
い
く
。
自
殺
し
た
夫
へ
の
罪
悪
感
か

ら
狂
気
に
陥
っ
た
彼
女
は
鳥バ
ー
ドに
、「
わ
た
し
た
ち
の
手

0

0

0

0

0

0

0

」
で
、
か
つ
て
自
身
の

胎
児
の
「
中
絶
の
た
め
に
知
り
合
っ
た
」「
友
達
の
医
者
」
に
渡
し
て
、「
赤
ん

ぼ
う
」
を
「
神
の
〈
犠
牲
の
小
羊
〉」
と
し
て
殺
害
し
、
二
人
で
「
ア
フ
リ
カ
」

へ
逃
げ
る
と
い
う
計
画
を
語
る
。
嬉
々
と
し
て
い
る
火
見
子
と
は
対
照
的
に
鳥
バ
ー
ド

は
、「
現
実
に
眼
の
前
に
あ
る
ア
フ
リ
カ
！
」
に
は
「
熱
情
を
そ
そ
ら
な
い
」
し
、

そ
の
よ
う
な
「
自
由
」
は
「
と
く
に
嬉
し
く
な
い
よ
」
と
嘆
く
。
か
れ
は
「
赤

ん
ぼ
う
」
へ
の
罪
悪
感
を
感
じ
て
い
る
。
二
人
は
、
死
を
招
く
危
険
の
あ
る
組

み
合
せ
の
「
麦
酒
と
睡
眠
薬
」
を
過
剰
に
「
必
要
」
と
す
る
「
欲
求
」
を
持
つ
。

異
常
な
「
性
交
」・「
麦
酒
と
睡
眠
薬
」
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
先
に
は
、
二
人

の
「
ア
フ
リ
カ
」
行
き
が
、「
暴
力
的
な
変
死
の
印
象
」
し
か
な
い
こ
と
を
予

感
さ
せ
る
。三　

「
赤
ん
ぼ
う
」
に
よ
る
救
済

元
々
は
父
親
の
鳥バ
ー
ドが
、
救
急
搬
送
さ
れ
た
「
赤
ん
ぼ
う
」
に
付
き
添
っ
て
、

入
院
手
続
き
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
専
門
医
に
「
赤
ん
ぼ
う
」
が
手
術
で
回
復
す

る
可
能
性
を
告
げ
ら
れ
た
鳥バ
ー
ドは
、
手
術
を
断
っ
て
し
ま
う
。「
怪
物
」
の
妄
想

か
ら
逃
亡
し
た
い
鳥バ
ー
ドは
、
現
実
の
思
わ
ぬ
展
開
に
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
な
り
、「
赤

ん
ぼ
う
」
を
物
の
よ
う
に
「
持
っ
て
帰
る
」
と
火
見
子
に
告
げ
る
。「
赤
ん
ぼ
う
」
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を
連
れ
出
す
時
に
、
入
院
手
続
き
で
収
め
た
「
保
証
金
」
が
「
ほ
ぼ
手
つ
か
ず

の
ま
ま
」
戻
っ
て
来
た
理
由
も
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
と
き
の
鳥バ
ー
ドは
自
ら
を
「
錯

綜
し
て
未
分
化
な
気
分
の
ま
ま
自
分
が
な
に
を
い
い
た
が
っ
て
い
る
の
か
は
っ

き
り
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
身
の
行

動
に
つ
い
て
も
、「
嬰
児
殺
し
容
疑
」
で
「
逮
捕
さ
れ
る
」
し
、
そ
れ
を
報
道

す
る
「
お
ぞ
ま
し
い
新
聞
記
事
を
思
い
え
が
い
た
」。
こ
れ
ら
は
鳥バ
ー
ドの
良
心
の

呵
責
が
生
ん
だ
罪
悪
感
や
脅
迫
観
念
に
よ
る
妄
想
に
過
ぎ
な
い
。

鳥バ
ー
ドと
火
見
子
は
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
誕
生
直
後
に
「
赤
ん
ぼ
う
が
生
ま
れ
た

ん
だ
け
ど
、
す
ぐ
死
ん
だ
の
さ
」、「
鳥バ
ー
ドの
と
こ
ろ
で
も
そ
う
な
の
？
（
略
）
放

射
能
の
灰
で
汚
れ
た
雨
の
影
響
じ
ゃ
な
い
？
」
と
い
う
会
話
を
し
て
、
核
戦
争

の
恐
怖
を
語
り
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
赤
ん
ぼ
う
」
の
畸
形
が
放
射
能
の
影

響
だ
と
決
め
つ
け
て
、
手
術
の
決
断
を
し
な
い
ま
ま
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
衰
弱

死
の
連
絡
を
待
ち
続
け
て
い
た
。
そ
れ
は
父
親
と
し
て
の
「
責
任
」
に
直
面
し

た
く
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

妄
想
に
生
き
て
い
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
鳥バ
ー
ドは
、「
赤
ん
ぼ
う
」
を
退
院
さ

せ
る
時
に
よ
う
や
く
ふ
と
「
妻
の
言
葉
を
思
い
だ
し
て
」、「
菊
比
古
」
と
い
う

名
前
を
「
赤
ん
ぼ
う
」
に
名
付
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
名
前
を
つ
け
な
い
ま

ま
の
死
と
、
つ
け
た
あ
と
の
死
と
で
は
、
お
れ
に
と
っ
て
あ
い
つ
の
存
在
自
体

が
ち
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
た
か
ら
だ
っ
た
。
そ
し
て
「
赤
ん
ぼ
う
」

を
闇
医
者
の
手
に
預
け
た
後
に
、
自
分
が
見
捨
て
た
「
赤
ん
ぼ
う
」
の
姿
を
か

つ
て
の
菊
比
古
と
だ
ぶ
ら
せ
た
鳥バ
ー
ドは
、「
今
夜
は
ゲ
イ
・
バ
ー
《
菊
比
古
》
で

ず
っ
と
飲
ん
で
い
よ
う
、
お
通
夜
だ
」
と
感
傷
的
に
い
う
。
生
き
て
い
る
「
赤

ん
ぼ
う
」
を
死
者
に
し
て
弔
う
の
だ
。
鳥バ
ー
ドは
「
死
に
も
の
狂
い
」
で
「
怪
物
」

か
ら
逃
げ
る
こ
と
を
「
お
れ
の
生
涯
で
最
大
の
欺
瞞
」
と
自
覚
し
て
い
る
た
め

に
、「
記
憶
」
の
「
修
正
」
が
上
手
く
い
か
な
い
。
鳥バ
ー
ドの
混
乱
は
も
は
や
極
限

に
達
し
て
い
る
。「
現
在
も
な
お
、
鳥バ
ー
ドは
他
人
ど
も
の
時
間
圏
に
復
帰
し
て
い

な
い
」、「
鳥バ
ー
ドた
ち
は
時
間
に
め
ぐ
り
あ
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
は
、
二
人
が

完
全
に
「《
菊
比
古
》」
と
い
う
妄
想
世
界
・
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
か
ね
て
か
ら
核
の
恐
怖
に
脅
え
て
い
た
鳥バ
ー
ドだ
が
、「
赤
ん
ぼ
う
」

を
見
殺
し
に
し
た
後
に
、
火
見
子
が
「
鳥バ
ー
ド、
原
水
協
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
核
実
験

に
屈
服
し
た
の
ね
」
と
言
っ
た
時
に
は
な
ぜ
か
無
関
心
と
な
る
。
か
れ
が
現
実

の
核
反
対
運
動
に
急
速
に
「
熱
意
」
を
失
っ
た
の
は
、
人
道
的
活
動
を
し
て
い

る
は
ず
の
自
分
の
な
か
に
、「
赤
ん
ぼ
う
」
殺
し
を
自
覚
し
た
か
ら
で
あ
る
。

目
の
前
の
現
実
の
困
難
に
対
応
す
る
た
め
に
は
、
妻
や
「
赤
ん
ぼ
う
」
の
た
め

に
「
責
任
」
あ
る
行
動
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
火
見
子
の
と
こ
ろ
に
逃
げ
込

ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、「
性
交
」
し
「
ア
フ
リ
カ
」
に
行
く
こ
と
を
夢
見
る
。

鳥バ
ー
ドは
自
分
の
な
か
に
、
現
実
逃
避
の
数
々
を
自
覚
す
る
。
か
れ
が
自
覚
し
た

「
黒
い
心
」
と
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
た
め
に
「
赤
ん
ぼ
う
」
を
見
殺
し
に
す
る

心
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
鳥バ
ー
ドが
気
づ
い
た
瞬
間
、
突
然
「
赤
ん
ぼ
う
」
は
、「
信
じ
が
た

い
ほ
ど
の
大
声
」
で
「
泣
き
喚
き
は
じ
め
た
」。

　

赤
ん
ぼ
う
は
、
頭
の
瘤
に
か
ぶ
せ
ら
れ
た
仔
山
羊
の
模
様
の
帽
子
を
び

く
び
く
震
わ
せ
て
、
ア
イ
、
ア
イ
、
ア
イ
、
イ
ヤ
ー
、
イ
ヤ
ー
、
イ
ヤ
ー
、

イ
エ
ー
、
イ
エ
、
イ
エ
、
イ
エ
ー
と
泣
き
喚
き
つ
づ
け
た
。�

［
12
］

二
人
は
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
生
存
へ
の
希
求
の
強
さ
に
内
心
で
は
脅
か
さ
れ

る
。
二
人
は
、
闇
医
者
に
辿
り
着
く
前
に
、「
睡
眠
薬
」
の
効
果
で
眠
気
が
激

し
く
、
事
故
を
起
こ
し
て
死
ぬ
予
感
に
恐
怖
す
る
。
さ
ら
に
鳥バ
ー
ドた
ち
の
不
審
な
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外
観
の
車
は
警
官
に
制
止
さ
れ
た
。
二
人
は
嬰
児
誘
拐
の
罪
で
逮
捕
さ
れ
る
恐

怖
も
味
わ
う
。
だ
が
一
方
で
雨
が
降
っ
た
時
に
、
鳥バ
ー
ドは
「
こ
の
車
に
屋
根
は
つ

け
ら
れ
る
の
か
い
？　

そ
う
し
な
い
と
赤
ん
ぼ
う
が
濡
れ
て
し
ま
う
」
と
気
遣

い
を
見
せ
、「
怪
物
」
が
弱
い
「
赤
ん
ぼ
う
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。

「
肺
炎
を
お
こ
し
か
け
て
い
る
」「
赤
ん
ぼ
う
」
を
闇
医
者
に
託
し
た
後
、
二

人
は
、「《
菊
比
古
》
と
い
う
酒
場
」
に
向
か
う
。
そ
こ
で
再
会
し
た
「
年
少
の

友
人
」
で
あ
っ
た
菊
比
古
は
、「
狂
人
の
救
助
は
無
意
味
だ
っ
た
」
と
い
う
鳥
バ
ー
ド

に
対
し
て
、「
無
意
味
な
噂
」
に
「
か
り
た
て
ら
れ
て
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
て

し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
！
」
と
釈
明
す
る
。
ま
た
、
勇
敢
な
生
き
方
を
す
る
か
ど

う
か
で
そ
の
後
の
人
生
が
全
く
異
な
っ
た
と
も
語
る
。
そ
し
て
自
身
の
転
落
の

原
因
と
な
っ
た
「
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ャ
ル
」
に
つ
い
て
は
、「
わ
た
し
自
身
が
そ

れ
を
選
ん
だ
の
だ
か
ら
、
責
任
は
他
の
誰
に
も
な
い
よ
」
と
い
う
。
そ
の
言
葉

を
聞
い
た
火
見
子
は
、「
菊
古
比
は
フ
ラ
ン
ス
の
実
存
主
義
者
の
言
葉⑵
も
知
っ

て
い
る
の
ね
」
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
実
存
主
義
者
と
は
サ
ル
ト
ル
の
こ
と
で

あ
る
が
、
鳥バ
ー
ドの
前
に
立
っ
た
菊
比
古
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
自
由
」
と
「
責
任
」

の
思
想
に
つ
い
て
正
確
に
語
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
直
後
に
鳥バ
ー
ドに
拒
否
反
応
・

異
変
が
起
き
る
。

そ
こ
で
鳥バ
ー
ドは
、
そ
の
永
か
っ
た
一
日
の
、
最
初
の
ウ
イ
ス
キ
ー
を
ひ
と
息

に
飲
み
ほ
し
た
。
数
秒
後
、
突
然
に
、
か
れ
の
体
の
奥
底
で
、
な
に
か
じ

つ
に
堅
固
で
巨
大
な
も
の
が
む
っ
く
り
起
き
あ
が
っ
た
。
鳥バ
ー
ドは
い
ま
胃
に

流
し
こ
ん
だ
ば
か
り
の
ウ
イ
ス
キ
ー
を
い
さ
さ
か
の
抵
抗
も
な
し
に
吐
い

た
（
傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
じ
）。�

［
13
］

「
じ
つ
に
堅
固
で
巨
大
な
も
の
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
赤
ん
ぼ
う
」
の
存

在
で
あ
る
。
生
き
た
「
赤
ん
ぼ
う
」
だ
。「
赤
ん
ぼ
う
」
は
人
間
と
し
て
「
未

分
化
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
自
身
の
「
自
由
」・「
責
任
」・「
束
縛
」
な
ど
選
べ
な

い
。
自
身
で
は
何
も
選
択
出
来
な
い
例
外
的
存
在
だ
。「
赤
ん
ぼ
う
」
は
鳥バ
ー
ドの

新
し
い
一
部
で
あ
り
、「
赤
ん
ぼ
う
」
を
殺
す
こ
と
は
、
他
殺
で
は
な
い
、
自

殺
に
等
し
い
行
為
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
悟
っ
た
鳥バ
ー
ドは
、
火
見
子
が
逮
捕
さ
れ

る
だ
ろ
う
と
告
げ
て
も
、「
ぼ
く
は
逮
捕
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
。
ぼ
く
は
責

任
を
と
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
。
か
れ
は
、「
赤
ん
ぼ
う
」
に
対
し
て
の
「
責
任
」

と
一
体
化
し
た
自
身
の
「
責
任
」
を
よ
う
や
く
自
覚
し
た
。
だ
か
ら
「
赤
ん
ぼ

う
」
と
の
共
生
を
自
ら
の
新
し
い
生
き
方
と
し
た
の
で
あ
る
。

鳥バ
ー
ドが
「
正
統
的
」
に
生
き
方
を
改
め
た
こ
と
で
、「
ヒ
ス
テ
リ
ー
質
の
危
機
」

を
「
確
実
に
の
り
こ
え
」
た
火
見
子
も
、「
ア
フ
リ
カ
」
に
行
っ
て
再
生
す
る

と
い
う
、
新
し
い
生
き
方
を
選
ぶ
。「
あ
り
が
と
う
」
と
鳥バ
ー
ドが
「
火
見
子
に
も

菊
比
古
に
と
も
な
く
素
直
に
感
情
を
こ
め
て
い
っ
た
」
の
は
、
不
可
思
議
な
存

在
に
よ
っ
て
、
生
き
方
が
定
ま
っ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
表
現
で
あ
る
。

か
れ
が
ひ
ろ
っ
た
タ
ク
シ
ー
は
雨
に
濡
れ
た
舗
道
を
す
さ
ま
じ
い
速
度
で

疾
走
し
た
。
も
し
、
お
れ
が
い
ま
赤
ん
ぼ
う
を
救
い
だ
す
ま
え
に
事
故
死

す
れ
ば
、
お
れ
の
こ
れ
ま
で
の
二
十
七
年
の
生
活
は
す
べ
て
無
意
味
に

な
っ
て
し
ま
う
、
と
鳥バ
ー
ドは
考
え
た
。
か
つ
て
あ
じ
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
深

甚
な
恐
怖
感
が
鳥バ
ー
ドを
と
ら
え
た
。�

［
13
］

息
子
を
育
て
る
た
め
に
、
父
親
の
自
分
が
死
ぬ
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
現

実
を
初
め
て
実
感
し
た
鳥バ
ー
ドは
、
再
び
生
き
る
「
熱
情
」
に
満
ち
る
。

『
個
人
的
な
体
験
』
は
、
人
生
の
避
け
ら
れ
な
い
不
条
理
を
体
験
し
た
主
人

公
が
、
未
来
を
生
き
る
だ
ろ
う
存
在
で
あ
る
「
赤
ん
ぼ
う
」
と
の
人
生
を
選
び
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取
る
過
程
を
神
秘
的
に
描
い
て
い
る
が
、
現
実
的
な
物
語
で
あ
る
。
ま
た
『
個

人
的
な
体
験
』
と
い
う
表
題
は
、
主
人
公
の
鳥バ
ー
ドの
〈
新
生
〉
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
全
て
の
個
人
が
体
験
す
る
普
遍
的
な
主
題
だ
と
気
付
か
せ
る
意

図
が
あ
る
。

最
後
に
、
従
来
は
サ
ル
ト
ル
の
思
想
が
唐
突
に
入
る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
部

分
が
、
逆
に
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
い
や
、
ぼ
く
は
た
び
た
び
逃
げ
だ
そ
う
と
し
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
逃
げ

だ
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
」
と
鳥バ
ー
ドは
い
っ
た
、
そ
れ
か
ら
思
わ

ず
怨
め
し
さ
を
お
し
こ
ろ
し
た
よ
う
な
声
に
な
り
な
が
ら
、「
し
か
し
、

こ
の
現
実
生
活
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
正
統
的
に
生
き
る
べ

く
強
制
さ
れ
る
こ
と
の
よ
う
で
す
。
欺
瞞
の
罠
に
お
ち
こ
む
つ
も
り
で
い

て
も
、
い
つ
の
ま
に
か
、
そ
れ
を
拒
む
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
う

い
う
風
で
す
ね
」「
そ
の
よ
う
に
で
は
な
く
現
実
生
活
を
生
き
る
こ
と
も

で
き
る
よ
、
鳥バ
ー
ド。
欺
瞞
か
ら
、
欺
瞞
へ
と
カ
エ
ル
跳
び
し
て
死
ぬ
ま
で

や
っ
て
い
く
人
間
も
い
る
」
と
教
授
は
い
っ
た
。�
［
＊　

＊
］

従
来
、
冒
頭
で
鳥バ
ー
ドを
襲
っ
た
連
中
が
か
れ
に
気
づ
か
な
い
こ
と
を
含
め
て
、

［
＊　

＊
］
の
記
号
の
付
い
た
章
は
、「
唐
突
」
か
つ
宗
教
的
に
安
易
と
さ
れ
て

き
た
。
だ
が
こ
の
結
末
は
、
鳥バ
ー
ドが
「
赤
ん
ぼ
う
」
の
誕
生
直
後
に
直
観
的
に
決

め
て
い
た
こ
と
を
、
様
々
な
意
識
内
葛
藤
の
末
に
、
再
び
主
体
的
に
選
ぶ
こ
と

の
意
義
を
訴
え
て
い
る
。

サ
ル
ト
ル
は
自
己
欺
瞞
が
人
間
に
不
可
避
の
現
象
と
す
る
。
し
か
し
、
自
己

欺
瞞
か
ら
の
脱
出
の
可
能
性
に
つ
い
て
、「
本
来
性authenticite

の
回
復
」

と
い
う
言
葉
を
原
註
に
一
箇
所
だ
け
記
し
て
い
る⑶
。
サ
ル
ト
ル
は
、
意
識
の
構

造
を
探
求
し
た
結
果
、
自
己
欺
瞞
か
ら
の
超
越
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論

に
達
し
な
が
ら
、
他
方
、
本
来
性
の
回
復
の
〈
希
望
〉
は
書
き
残
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
結
末
の
鳥バ
ー
ドの
悟
り
は
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
で
は
な
い
。「
赤
ん
ぼ

う
」
に
よ
っ
て
鳥バ
ー
ドが
獲
得
し
た
新
し
い
生
き
方
で
あ
り
、
こ
の
鳥バ
ー
ドの
新
し
い
世

界
認
識
は
、
彼
の
本
質
が
変
容
し
た
〈
新
生
〉
後
の
世
界
認
識
を
表
現
し
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
述
べ
た
大
江
の
反
論
は
、
サ
ル
ト
ル
受
容
の

内
実
を
検
証
し
て
は
じ
め
て
、
真
に
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
救
済
者
で
あ
る
「
赤
ん
ぼ
う
」
が
、
知
的
で
は
な
い
可
能
性
を
秘

め
て
テ
ク
ス
ト
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
が
自

己
欺
瞞
を
起
こ
さ
な
い
人
間
は
知
的
で
は
な
い
と
定
義
す
る
か
ら
で
あ
る⑷
。

『
個
人
的
な
体
験
』
の
救
済
者
に
は
一
定
の
限
界
が
認
め
ら
れ
る
が
、
人
間
と

し
て
未
分
化
の
状
態
に
あ
る
「
赤
ん
ぼ
う
」
は
、
大
江
文
学
に
お
け
る
最
初
の

現
実
を
生
き
る
救
済
者
の
誕
生
を
意
味
し
て
い
る
。「
赤
ん
ぼ
う
」
は
、
人
間

に
本
来
存
在
す
る
良
心
に
作
用
し
て
本
質
を
変
容
さ
せ
る
、
隠
れ
た
主
人
公
と

も
い
う
べ
き
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
主
題
は
、「
赤
ん
ぼ
う
」
が
、
鳥バ
ー
ドと
火
見

子
の
二
人
を
《
救
済
》
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

『
個
人
的
な
体
験
』
は
、
主
人
公
の
鳥バ
ー
ドが
自
己
崩
壊
を
き
た
す
「
ア
フ
リ
カ
」

へ
の
現
実
逃
避
を
止
め
て
、
脳
ヘ
ル
ニ
ア
と
診
断
さ
れ
た
「
赤
ん
ぼ
う
」
に
象

徴
さ
れ
る
他
者
と
関
わ
る
こ
と
を
通
し
て
、
社
会
的
な
「
責
任
」
を
果
た
す
成

熟
し
た
人
間
に
変
容
す
る
軌
跡
を
描
い
て
い
る
。
火
見
子
は
、
自
殺
し
た
夫
に

対
す
る
罪
悪
感
の
た
め
に
、「
性
」
を
用
い
て
い
た
女
性
で
あ
っ
た
。
火
見
子

に
誘
惑
さ
れ
た
鳥バ
ー
ドは
、
彼
女
が
中
絶
し
た
胎
児
同
様
に
「
赤
ん
ぼ
う
」
を
殺
し

て
、「
ア
フ
リ
カ
」
へ
逃
亡
し
、
生
き
直
す
こ
と
を
企
て
る
。
し
か
し
自
身
の
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な
か
に
あ
る
「
黒
い
心
」
に
気
づ
い
て
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
存
在
が
自
分
の
一

部
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
鳥バ
ー
ド
は
、
彼
女
の
誘
い
を
拒
絶
し
て
、「
赤
ん
ぼ
う
」

と
の
共
生
を
決
意
す
る
。
火
見
子
は
、「
ア
フ
リ
カ
」
に
行
く
こ
と
で
人
生
を

や
り
直
す
可
能
性
を
得
た
。『
個
人
的
な
体
験
』
は
従
来
、
鳥バ
ー
ドが
火
見
子
の
誘

惑
を
拒
絶
し
、「
赤
ん
ぼ
う
」
を
救
済
し
た
物
語
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
検

証
の
結
果
、「
ア
フ
リ
カ
」
に
逃
亡
す
れ
ば
死
が
待
っ
て
い
た
二
人
の
生
命
が
、

「
赤
ん
ぼ
う
」
に
よ
っ
て
逆
に
《
救
済
》
さ
れ
、
新
し
い
価
値
を
付
与
さ
れ
る

物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
主
題
は
、
父
親
と
し
て
生
き
る
決
心
を
直
観

的
に
し
て
い
た
鳥バ
ー
ドが
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
介
在
に
よ
っ
て
、
現
実
を
「
正
統
的
」・

倫
理
的
に
生
き
る
こ
と
を
主
体
的
に
選
択
し
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
変

化
後
の
世
界
認
識
を
描
く
意
図
が
あ
っ
た
結
末
部
分
の
妥
当
性
も
見
出
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
本
テ
ク
ス
ト
は
、
私
小
説
で
は
な
く
、
社
会
性
・
普
遍
性
の
あ
る

独
立
し
た
小
説
で
あ
る
。

『
個
人
的
な
体
験
』
は
、
大
江
が
サ
ル
ト
ル
の
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
、
サ

ル
ト
ル
が
意
識
の
構
造
上
の
仕
組
み
か
ら
不
可
能
だ
と
し
た
、
自
己
欺
瞞
か
ら

の
覚
醒
を
導
く
「
赤
ん
ぼ
う
」
と
い
う
救
済
者
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
に
独
自

性
が
あ
る
。
従
来
は
初
期
に
支
配
的
な
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
て
独
自
性
が
明

確
で
は
な
か
っ
た
が
、
本
検
証
の
結
果
、
大
江
は
、
サ
ル
ト
ル
の
思
想
の
「
自

由
」
と
「
責
任
」
に
つ
い
て
の
捉
え
方
と
い
う
点
は
受
容
し
て
い
る
が
、
主
観

の
み
の
世
界
観
、
他
者
理
解
の
不
可
能
性
、
人
間
が
自
己
欺
瞞
か
ら
脱
け
出
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
悲
観
的
な
人
間
観
は
受
容
し
て
い
な
い
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
図
的
な
選
別
を
お
こ
な
っ
て
の
受
容
か
ら

は
、
大
江
文
学
全
体
の
主
題
が
、
従
来
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
年
代
ご
と
に

区
切
っ
て
論
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
出
発
期
か
ら
一
貫
し
て
い
る
可
能
性
を
見

い
出
せ
る
。

『
個
人
的
な
体
験
』
は
、《
救
済
》
の
文
学
と
い
わ
れ
る
大
江
文
学
の
実
質
的

な
出
発
を
示
す
小
説
で
あ
り
、
大
江
文
学
の
分
水
嶺
と
な
る
中
核
を
な
す
小
説

で
あ
る
。
ま
た
放
射
能
問
題
等
を
抱
え
る
現
代
と
重
な
る
よ
う
な
状
況
下
の

人
々
の
悲
観
的
思
考
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
社
会
の
在
り
様
を
改
善

す
る
た
め
の
〈
希
望
〉
を
提
示
し
た
寓
意
小
説
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
こ
に

本
小
説
の
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
。

注
⑴　

フ
ァ
コ
ヘ
ー
ル
の
生
態
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ッ
ク
他
編
『
地
球　

動
物

図
鑑
』（
新
樹
社
、
二
〇
〇
六
・
三
）
を
参
照
。

⑵　

サ
ル
ト
ル
著
／
松
浪
新
三
郎
訳
『
存
在
と
無
Ⅲ
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
・
一
）

に
拠
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
の
考
え
る
「
自
由
」
と
は
、
人
生
の
全
て
の
出
来
事
、
通
常

で
あ
れ
ば
自
身
が
主
体
的
に
選
択
出
来
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
不
条
理
で
す
ら
、
自

ら
の
「
自
由
」
意
志
に
よ
っ
て
選
択
し
た
の
だ
と
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
に
「
自
由
」

を
定
義
す
る
た
め
に
、「
責
任
」
に
つ
い
て
も
極
め
て
厳
格
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
不

条
理
を
自
ら
の
「
自
由
」
意
志
に
よ
っ
て
選
択
し
た
結
果
の
自
己
責
任
と
定
め
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
戦
争
犠
牲
者
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
死
の
全
責
任
は
彼
ら
に
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。

⑶　

⑵
に
あ
げ
た
『
存
在
と
無
Ⅲ
』
原
註
に
、「
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
存
在
回
復
を
本

来
性
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
早
す
ぎ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
方
法
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。

⑷　

サ
ル
ト
ル
著
／
松
浪
新
三
郎
訳
『
存
在
と
無
Ⅰ
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
七
・
一

一
）
を
参
照
。
尚
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
自
己
欺
瞞
と
知
性
と
の
関
係
性
や
、
初
期
の

主
題
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
江
健
三
郎
『
他
人
の
足
』
論

―
「
ぼ
く
」

の
〈
意
識
〉
を
め
ぐ
っ
て
」『
国
文
目
白
』
第
48
号
（
二
〇
〇
九
・
二
）
に
論
考
し

て
い
る
。

〈
附
記
〉
本
文
の
引
用
は
、『
個
人
的
な
体
験
』（
新
潮
社
、
一
九
六
四
・
八
）
に
拠
っ
た
。


