
文
学
と
政
治
の
間
で

1
戦
時
中
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
ー

照
　
屋
　
佳
　
男

一
　
は
じ
め
に

　
一
九
八
四
年
が
過
ぎ
去
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
は
や
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
み
る
。
　
一
九
八
四
年

目
、
猫
も
杓
子
も
オ
ー
ウ
ェ
ル
、
ナ
ー
ウ
ェ
ル
と
叫
ん
で
み
た
一
年
だ
つ
た
が
、
年
が
明
け
た
と
た
ん
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
名
は
殆
ど
口

に
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
勿
論
、
作
家
と
し
て
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
価
値
の
下
落
を
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
軽
薄
を
証
す
る
の
で
あ
る
。
軽
薄
を
売
り
物
に
し
て
み
る
現
今
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
個
の
す
ぐ
れ
た
作
家
を
も
、
言

っ
て
み
れ
ぽ
「
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
」
並
に
し
か
扱
は
な
い
、
と
い
ふ
事
に
な
る
。
騒
が
し
か
っ
た
一
九
八
四
年
が
過
ぎ
て
、
オ
ー
ウ
ェ

ル
研
究
家
は
や
れ
や
れ
と
い
っ
た
気
持
を
抱
い
て
み
る
の
だ
が
、
に
は
か
タ
イ
ガ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
が
乱
暴
狼
稽
を
働
い
て
、
昔
か
ら
の

タ
イ
ガ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
の
眉
を
ひ
そ
め
さ
せ
た
や
う
に
、
に
は
か
ナ
ー
ウ
ェ
ル
・
フ
ァ
ン
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
華
々
し
く
登
場
す
る

の
を
、
苦
々
し
い
気
持
で
眺
め
た
オ
ー
ウ
ェ
ル
研
究
家
も
多
い
の
で
あ
る
。
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・
繰
り
返
し
て
言
へ
ぱ
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
文
学
者
と
し
て
の
価
値
は
、
一
九
八
四
年
が
過
ぎ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
い
さ
さ
か
も
減
ら
な

い
。
海
の
彼
方
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
八
五
年
に
、
こ
れ
ま
で
未
発
表
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
原
稿
が
、
研
究
家
の
手
で
B
B
C
、
即
ち
英

国
放
送
協
会
の
膨
大
な
文
書
の
中
か
ら
発
掘
さ
れ
、
立
派
な
序
文
を
付
け
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
『
オ
ー
ウ
ェ
ル
ー
戦
時

放
送
　
W
・
J
・
ウ
ェ
ス
ト
編
（
O
ミ
ミ
”
↓
ミ
ミ
、
寧
。
鼠
ミ
防
餌
飼
噂
巴
’
ξ
≦
｝
・
零
Φ
2
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
一
九

四
一
年
八
月
か
ら
一
九
四
三
年
十
一
月
ま
で
の
二
年
三
箇
月
を
、
B
B
C
の
イ
ン
ド
課
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
、
出
演
依
頼
の
仕

事
、
番
組
の
計
画
編
成
の
仕
事
な
ど
、
幾
役
も
こ
な
し
つ
つ
多
忙
な
日
々
を
送
っ
た
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
バ
ー
ナ
ー
ド
．
ク
リ
ッ
ク

等
に
よ
っ
て
浪
費
さ
れ
た
貴
重
な
二
年
間
な
ど
と
決
め
つ
け
ら
れ
て
み
る
こ
の
期
間
が
、
実
は
『
動
物
農
場
』
や
『
一
九
八
四
年
』
を

生
み
出
す
上
で
、
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
期
間
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
で
、
そ
れ
は
ウ
ェ
ス
ト
編
の
本
の
立
証
す
る
と
こ
ろ
と

な
っ
て
み
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
研
究
の
空
白
部
分
を
埋
め
る
こ
の
書
の
出
版
は
、
先
ず
さ
う
い
ふ
意
味
で
特
筆
大
書
す
べ
き
事
件
で
あ

る
、
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
期
間
の
意
義
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
、
と
い
ふ
の
も
、
こ
れ
は
オ
ー
ウ
ェ

ル
が
国
策
に
積
極
的
に
協
力
し
た
期
間
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
策
と
は
こ
の
場
合
、
二
百
万
人
の
志
願
兵
を
イ
ギ
リ
ス
軍
に
送
り

込
ん
で
み
た
イ
ン
ド
の
忠
誠
を
イ
ギ
リ
ス
に
し
っ
か
り
繋
ぎ
と
め
て
お
く
た
め
に
イ
ン
ド
（
ビ
ル
マ
も
含
む
）
向
け
に
、
多
少
と
も
反

フ
ァ
シ
ズ
ム
の
ラ
ジ
オ
放
送
を
行
ふ
と
い
ふ
政
策
で
あ
る
。
当
時
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
強
力
か
つ
巧
妙
な
イ
ン
ド
向
け
の
ラ
ジ
オ
宣

伝
に
乗
り
出
し
て
み
た
の
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
・
ボ
ー
ス
の
如
き
人
物
は
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
反
英
放
送
を
行
っ
て
か
な
り
の
成
果
を

収
め
て
み
た
。
そ
こ
で
敵
国
ド
イ
ツ
の
宣
伝
の
効
果
を
弱
め
る
た
め
に
対
抗
措
置
を
取
る
と
い
ふ
事
が
、
焦
眉
の
急
と
な
っ
た
。
と
こ

ろ
へ
、
ド
イ
ツ
の
ソ
連
侵
攻
（
一
九
四
一
年
六
月
）
と
い
ふ
事
態
が
発
生
し
、
　
「
独
ソ
が
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
間
は
戦
争
に
反
対
し
て

み
た
左
翼
の
諸
新
聞
は
、
突
然
く
る
り
と
方
向
を
転
換
し
、
あ
ら
ゆ
る
戦
線
で
新
た
な
作
戦
を
開
始
せ
よ
、
宣
伝
戦
を
強
化
せ
よ
な
ど
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文学と政治の間で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
声
高
に
要
求
す
る
や
う
に
な
っ
た
。
し
や
が
て
新
た
な
情
勢
に
合
は
せ
て
情
報
省
内
で
大
臣
の
更
迭
が
行
は
れ
、
新
大
臣
と
し
て
ブ

レ
ソ
ダ
ソ
・
ブ
ラ
ッ
ケ
ソ
（
一
W
困
Φ
昌
α
P
昌
　
b
d
H
帥
O
屏
①
昌
）
が
就
任
し
、
情
報
省
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
B
B
C
内
で
も
大
幅
に
人
事
の
移
動

が
行
は
れ
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
B
B
C
に
登
場
す
る
余
地
も
生
じ
る
事
と
な
る
。
な
に
し
ろ
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
イ
ン
ド
生
れ
で
、
イ
ン
ド
帝

国
の
一
部
だ
つ
た
ビ
ル
マ
で
五
年
間
も
警
官
を
勤
め
、
そ
の
折
の
経
験
を
夙
に
『
ビ
ル
マ
の
日
々
』
と
題
す
る
長
編
小
説
に
結
晶
さ

せ
、
イ
ン
ド
へ
の
深
い
理
解
を
示
し
て
名
の
売
れ
た
作
家
と
な
っ
て
み
た
。
そ
の
上
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
イ
ギ
リ
ス
在
住
の
イ
ン
ド
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

識
人
を
幾
人
も
友
人
と
し
て
持
っ
て
る
た
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
へ
の
協
力
と
解
ら
れ
か
ね
な
い
B
B
C
へ
の
出
演
を
、
他
の
人

か
ら
の
誘
ひ
掛
け
だ
っ
た
ら
、
断
つ
た
で
あ
ら
う
イ
ン
ド
知
識
人
達
も
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
か
ら
の
誘
ひ
な
ら
応
じ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
一
九
四
一
年
八
月
十
八
日
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
年
俸
六
八
○
ポ
ン
ド
で
B
B
C
と
契
約
を
結
び
、
B
B

C
イ
ン
ド
課
の
放
送
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
B
B
C
で
活
躍
す
る
に
際
し
て
は
、
上
述
の
や
う
な
外
面
的
条
件
の
他
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
自
身
の
内
面
に
発
す
る
動
機
も

与
っ
て
力
が
あ
っ
た
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
お
け
る
文
学
と
政
治
の
関
係
を
考
へ
る
場
合
に
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
一
層
重
要
性
を
帯
び
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
内
面
の
深
い
動
機
か
ら
す
れ
ば
、
国
策
へ
の
協
力
に
一
定
の
限
界
が
伴
ふ
と
い
ふ
の
は
必
然
だ
つ
た
。
事
実
、
オ
ー

ウ
ェ
ル
の
B
B
C
勤
務
は
既
記
の
通
り
、
二
年
と
三
箇
月
し
か
続
か
な
か
っ
た
。
が
、
勿
論
こ
れ
は
、
政
治
と
文
学
の
実
り
あ
る
緊
張

関
係
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
耐
へ
ら
れ
な
く
な
っ
た
事
を
意
味
し
な
い
。
卜
「
政
治
的
戦
線
で
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
味
は
つ
た
敗
北
感
は
、
彼
〔
オ

↓
・
ル
〕
の
文
学
的
営
為
を
妨
げ
な
か
つ
臣
と
ウ
・
ス
ト
は
書
い
て
み
る
が
・
す
ウ
・
ル
の
文
学
的
営
為
は
、
文
学
と
政
治
の

関
係
を
必
要
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
に
書
か
れ
た
「
な
ぜ
書
く
か
」
（
、
．
棄
ξ
一
を
葺
。
、
．
）
と
題
す
る

エ
ッ
セ
イ
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
お
け
る
文
学
と
政
治
の
関
係
を
表
は
し
て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
引
用
し
て
み
よ
う
。
　
「
私
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が
作
品
を
書
く
の
は
、
暴
き
た
い
な
ん
ら
か
の
嘘
、
世
人
の
注
意
を
向
け
た
い
な
ん
ら
か
の
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の

最
初
の
関
心
は
聴
い
て
も
ら
ふ
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
物
を
書
く
と
い
ふ
行
為
が
同
時
に
美
的
経
験
で
な
い
と
し
た
ら
、
私
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

本
を
書
く
と
い
ふ
事
を
な
し
得
な
い
、
雑
誌
の
た
め
の
長
編
論
説
を
書
く
事
さ
へ
為
し
得
な
い
。
L
「
果
す
べ
き
務
め
は
、
身
に
沁
み
込

ん
だ
好
悪
の
感
情
を
、
我
々
の
時
代
が
我
々
す
べ
て
に
押
し
つ
け
て
く
る
本
質
的
に
公
的
な
、
非
個
人
的
な
営
み
と
折
り
合
は
せ
る
事

　
　
（
4
）

で
あ
る
。
」
「
本
質
的
に
公
的
な
、
非
個
人
的
な
営
み
」
と
は
、
政
治
の
世
界
の
事
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
政

治
に
嫌
悪
な
ど
示
し
て
は
み
な
い
と
い
ふ
事
、
寧
ろ
政
治
を
「
身
に
沁
み
込
ん
だ
好
悪
の
感
情
」
と
折
り
合
せ
る
べ
き
も
の
、
と
看
倣

し
て
み
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
場
合
、
虚
偽
を
暴
き
事
実
を
直
視
す
る
と
い
ふ
形
で
の
政
治
へ
の
係
は
り
は
、
　
「
身
に

沁
み
込
ん
だ
好
悪
の
感
情
」
を
本
質
と
す
る
文
学
へ
の
濃
墨
と
し
た
関
心
と
一
体
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
さ
う
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

彼
は
「
政
治
的
な
目
的
を
欠
い
た
時
に
は
、
き
ま
っ
て
生
気
の
無
い
本
を
書
き
、
美
辞
麗
句
や
無
意
味
な
文
や
単
に
装
飾
的
な
形
容
詞

　
　
　
　
た
は
ご
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

や
一
般
に
戯
言
を
う
っ
か
り
書
ぎ
連
ね
る
羽
目
に
な
っ
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
発
言
し
た
の
で
あ
る
。
国
策
へ
の
協
力
は
、
こ
の
や
う
な
政

治
と
文
学
の
関
係
の
一
表
出
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
ふ
べ
ぎ
で
、
表
出
の
仕
方
が
不
適
切
だ
と
分
れ
ば
、
こ
れ
を
断
念
す
れ
ば
よ
か
っ

た
わ
け
で
あ
る
。
国
策
へ
の
協
力
と
い
ふ
表
出
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
お
け
る
文
学
と
政
治
の
関
係
の
本
質
を
捉
へ
た
と
信
じ
込
ん
で
オ
ー

ウ
ェ
ル
を
非
難
す
る
の
は
た
や
す
い
事
で
あ
っ
た
ら
う
、
事
実
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ッ
ド
カ
ッ
タ
は
次
の
や
う
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
批
判
を
ぶ
ち

あ
げ
た
。
　
「
同
志
オ
ー
ウ
ェ
ル
、
以
前
は
極
左
で
、
独
立
労
働
党
に
属
し
、
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
人
。
そ
し
て
今
、
同

志
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
昔
奉
じ
て
み
た
帝
国
主
義
へ
の
忠
誠
を
誓
ひ
直
し
、
イ
ン
ド
の
民
衆
を
欺
す
の
を
事
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
宣
伝
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

動
を
B
B
C
で
担
っ
て
み
る
。
」
（
ウ
ッ
ド
カ
ッ
タ
は
自
ら
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
批
判
の
浅
薄
を
す
ぐ
に
悟
っ
た
の
で
あ
ら
う
、
こ
の
非
難
の

直
後
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
仲
直
り
し
、
終
生
変
ら
ぬ
友
人
と
な
っ
て
み
る
）
。
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ニ
　
ウ
ェ
ス
ト
の
ク
リ
ッ
ク
批
判

文学と政治の間で

　
既
記
の
通
り
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
国
策
へ
の
協
力
に
は
限
界
の
あ
る
事
を
悟
り
、
B
B
C
の
放
送
プ
戸
デ
ュ
ー
サ
ー
の
職
を
二
年
三
箇

月
で
辞
す
る
に
至
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
彼
の
関
心
を
文
学
と
政
治
の
関
係
か
ら
逸
ら
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
。
文
学
を
政
治
と
の
抜
き

差
し
な
ら
ぬ
関
係
に
お
い
て
捉
へ
る
姿
勢
が
そ
の
後
も
持
続
し
て
み
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
み
出
し
得
た
の
で
あ
っ

て
、
さ
う
い
ふ
次
第
が
、
ウ
ェ
ス
ト
の
序
文
か
ら
自
ら
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
戦
争
が
終
っ
た
時
、
同
時
代
の
作
家
達
の
中
で
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

は
ず
れ
た
業
績
を
ひ
っ
さ
げ
て
現
れ
た
の
は
殆
ど
オ
ー
ウ
ェ
ル
唯
一
人
で
あ
っ
た
」
と
ウ
ェ
ス
ト
は
断
じ
、
更
に
言
ふ
、
　
「
B
B
C
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

働
く
事
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
原
則
を
犠
牲
に
す
る
や
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
。
ウ
ェ
ス
ト
に
言
は
せ
る

と
、
B
B
C
に
勤
め
て
み
た
二
年
間
は
、
　
『
動
物
農
場
』
と
『
一
九
八
四
年
』
を
、
文
体
上
、
テ
ー
マ
上
そ
れ
に
先
行
す
る
作
品
か
ら

区
別
す
る
大
き
な
裂
け
目
の
如
き
期
間
で
あ
り
、
こ
の
期
間
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
革
命
的
な
変
化
を
遂
げ
る
た
め
の
準
備
を
整
へ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
捉
へ
方
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ク
リ
ッ
ク
に
対
す
る
根
底
的
な
批
判
を
意
味
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
ク
リ
ッ
ク

は
、
そ
の
浩
潮
な
著
書
『
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
ー
あ
る
生
涯
一
（
O
§
、
恕
O
ミ
ミ
”
》
ト
さ
）
の
中
で
「
彼
〔
オ
ー
ウ
ェ
ル
〕

の
同
僚
達
が
後
に
口
を
そ
ろ
へ
て
言
っ
た
事
だ
が
、
そ
れ
か
ら
〔
一
九
四
一
年
八
月
十
八
日
か
ら
〕
貴
重
な
二
年
間
、
彼
の
才
能
は
イ

ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の
知
識
人
向
け
の
教
養
番
組
の
製
作
に
浪
費
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
番
組
の
聴
き
手
は
殆
ど
み
ず
、
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

組
自
体
は
そ
の
導
く
少
数
の
聴
ぎ
手
に
さ
へ
影
響
を
与
へ
な
か
っ
た
ら
し
い
」
と
言
っ
て
み
る
が
、
B
B
C
時
代
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
を
語

る
時
、
ク
リ
ッ
ク
は
浪
費
さ
れ
た
貴
重
な
二
年
間
と
い
ふ
見
方
か
ら
遂
に
離
れ
る
事
が
出
来
な
い
。
ク
リ
ッ
ク
は
、
世
人
が
最
悪
の
状
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態
と
し
た
と
こ
ろ
を
僥
倖
と
呼
び
得
た
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
資
質
に
思
ひ
及
ぶ
事
な
ど
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
お

け
る
文
学
と
政
治
の
関
係
の
根
抵
の
部
分
に
眼
を
据
ゑ
る
事
も
出
来
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
ク
リ
ッ
ク
は
な
ぜ
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
B
B
C
を

辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
、
と
い
ふ
点
で
も
ウ
ェ
ス
ト
と
は
大
分
違
ふ
、
い
や
殆
ど
正
反
対
の
見
方
を
採
る
始
末
と
な
る
の

だ
が
、
こ
の
場
合
も
ウ
ェ
ス
ト
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
「
真
理
省
〔
『
一
九
八
四
年
』
で
描
か
れ
る
〕
の
全
体
主
義
的
仕
組
み
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

B
B
C
や
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
最
初
の
妻
が
よ
く
知
っ
て
み
た
戦
時
中
の
若
干
の
省
に
対
す
る
ス
ウ
ィ
フ
ト
流
の
颯
刺
な
の
で
あ
り
」
と
ク

リ
ッ
ク
は
書
い
て
、
B
B
C
の
全
体
主
義
的
雰
囲
気
に
う
ち
ひ
し
が
れ
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
辞
め
た
の
だ
と
と
示
唆
し
て
み
る
、
B
B
C

辞
職
直
後
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
発
し
た
言
葉
、
即
ち
「
非
常
に
汚
れ
た
ブ
ー
ツ
で
踏
み
潰
さ
れ
た
オ
レ
ン
ジ
の
や
う
な
感
じ
」
は
主
と
し

て
B
B
C
に
向
け
ら
れ
た
も
の
、
と
ク
リ
ッ
ク
は
解
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
し
方
は
浅
薄
で
あ
る
、
と
評
す
べ
き
で
あ
る
、
と

い
ふ
の
も
オ
ー
ウ
ェ
ル
自
身
一
九
四
三
年
九
月
二
十
四
日
、
辞
意
を
表
明
し
た
手
紙
の
中
で
次
の
や
う
に
述
べ
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
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B
B
C
の
方
針
に
賛
成
出
来
な
い
と
い
ふ
理
由
で
辞
め
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
何
か
不
平
の
種
が
あ
っ
て
辞
め
る
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
B
B
C
で
は
最
も
寛
大
に
遇
さ
れ
ま
し
た
し
、
す
こ
ぶ
る
大
幅
な
思
想
・
行
動
の
自
由
も
与
へ
ら
れ
て
る
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

た
。
個
人
の
立
場
に
立
つ
た
ら
言
へ
な
い
や
う
な
事
を
放
送
せ
よ
と
強
制
さ
れ
た
事
も
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ウ
ェ
ス
ト
は
、
調
刺
は
B
B
C
に
向
け
ら
れ
て
み
る
の
で
は
な
い
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
B
B
C
を
擁
護
し
て
み
た
の
で
あ
る
、
B
B
C

に
で
は
な
く
て
、
検
閲
局
を
通
じ
て
B
B
C
を
統
制
し
て
み
た
情
報
省
に
向
け
ら
れ
て
み
る
、
と
資
料
に
基
づ
い
て
述
べ
て
み
る
が
、

こ
れ
は
確
か
に
説
得
力
の
あ
る
発
言
で
あ
る
。
　
「
B
B
C
は
他
の
ど
の
や
う
な
言
論
機
関
も
受
け
な
か
っ
た
や
う
な
徹
底
し
た
検
閲
に



文学と政治の間で

　
　
　
　
　
（
2
ユ
）

曝
さ
れ
て
み
た
し
の
だ
が
、
そ
の
検
閲
は
情
報
省
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
る
た
の
で
あ
り
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
も
手
紙
の
中
で
再
三
再
四
、
検
閲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
言
及
し
て
み
る
。
ウ
ェ
ス
ト
が
言
ふ
や
う
に
、
情
報
省
内
に
陣
取
る
「
見
え
ざ
る
勢
力
」
を
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
漠
と
な
が
ら
常
に
〈
敵
〉

と
し
て
意
識
し
て
み
た
と
い
ふ
の
は
、
否
定
し
得
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
と
は
言
へ
、
情
報
省
に
よ
る
検
閲
は
、
B
B
C
で
過
し
た
日

々
の
意
義
深
さ
を
帳
消
し
に
す
る
て
い
の
も
の
で
は
は
な
か
っ
た
と
言
ふ
べ
き
で
、
情
報
省
の
検
閲
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
辞
任
の
理
由

に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
（
そ
も
そ
も
B
B
C
に
勤
め
よ
う
と
決
意
し
た
時
、
検
閲
の
行
は
れ
て
る
る
事
ぐ
ら
ゐ
は
十
分
承
知
し
て
み

た
筈
だ
）
、
検
閲
に
加
へ
て
、
客
観
状
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
情
報
省
の
対
イ
ン
ド
政
策
が
変
っ
た
事
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
辞
職
の
一
因
と

な
っ
た
事
は
疑
ひ
得
な
い
だ
ら
う
。
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
る
と
、
情
報
省
は
、
日
本
の
イ
ン
ド
侵
略
に
備
へ
て
イ
ン
ド
人
の
士
気
を
高
め
る

と
い
ふ
B
B
C
イ
ン
ド
課
の
当
初
の
目
的
が
、
日
本
軍
の
勢
ひ
の
衰
へ
に
よ
っ
て
、
意
味
を
失
っ
て
く
る
と
、
今
度
は
イ
ン
ド
独
立
運

動
に
弾
み
が
っ
く
の
を
恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
情
報
省
は
、
イ
ン
ド
課
は
イ
ン
ド
独
立
運
動
を
抑
へ
る
と
い
ふ

よ
り
は
寧
ろ
煽
る
機
能
を
果
し
て
み
る
と
見
る
や
う
に
な
っ
た
。
さ
う
だ
と
し
た
ら
、
敏
感
な
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
さ
う
い
ふ
風
向
き
の
変

化
を
察
知
し
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
情
報
省
の
政
策
の
変
化
と
並
ん
で
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
教
育
に
関
し
て
過
激
な
意
見
を
持
つ
キ
ン
グ

ズ
リ
ー
・
マ
ー
チ
ィ
ソ
の
如
き
左
翼
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
起
用
し
続
け
て
、
遂
に
「
情
報
省
内
の
見
え
ざ
る
勢
力
」
の
怒
り
を
買
ふ
に

至
っ
た
事
も
辞
職
の
い
ま
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
国
策
へ
の
協
力
に
限
界
の
あ
る
事
を
、
い
や
と
い

ふ
ほ
ど
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
辞
職
に
際
し
て
は
、
B
B
C
で
の
自
分
の
仕
事
の
効
果
を
疑
ふ
と
い
ふ
気
持
も
働
い
て
み
た
1
先
に
取
り
上
げ
た
上
司
宛
の
〈
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

表
〉
の
中
で
「
イ
ン
ド
向
け
の
イ
ギ
リ
ス
の
宣
伝
放
送
は
殆
ど
絶
望
的
な
仕
事
」
と
言
っ
て
み
る
と
こ
ろ
が
ら
も
そ
れ
は
推
知
出
来

る
。
け
れ
ど
も
こ
の
〈
辞
表
〉
の
中
で
同
時
に
「
文
学
作
品
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ク
な
文
章
を
書
く
と
い
ふ
通
常
の
仕
事
に
戻
る
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（
1
5
）

事
し
の
意
義
に
触
れ
る
の
を
忘
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
内
発
的
な
動
機
こ
そ
が
最
も
注
目
に
値
す
る
や
う
に
私
に
は
思
は
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
こ
の
動
機
は
、
文
学
と
政
治
の
関
係
へ
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
関
心
が
衰
へ
る
事
を
知
ら
ず
に
持
続
し
て
み
た
事
、
い
や
寧
ろ
B

B
C
時
代
に
新
た
な
素
材
、
新
た
な
技
法
、
新
た
な
刺
戟
を
得
て
こ
の
関
心
は
一
層
濃
刺
と
し
た
も
の
に
な
っ
た
事
を
物
語
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
や
う
な
濃
刺
と
し
た
関
心
の
中
で
は
、
情
報
省
の
検
閲
に
し
て
も
恰
好
な
素
材
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
へ
言
へ
さ

う
で
、
情
報
省
そ
の
も
の
が
『
一
九
八
四
年
』
の
「
真
理
省
」
と
化
し
て
み
る
と
す
る
見
方
は
余
り
に
も
粗
雑
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
B
B
C
に
勤
務
し
て
み
た
二
年
間
に
『
動
物
農
場
』
と
『
一
九
八
四
年
』
を
書
き
上
げ
る

の
に
必
要
な
素
材
と
技
法
と
刺
戟
を
た
つ
ぶ
り
得
た
と
理
解
す
れ
ぽ
、
事
は
足
り
る
の
で
あ
り
、
政
治
と
文
学
の
関
係
に
対
す
る
オ
ー

ウ
ェ
ル
の
根
抵
的
な
姿
勢
を
捉
へ
る
上
で
も
、
こ
の
や
う
な
理
解
の
仕
方
は
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
だ
ら
う
。

　
第
一
、
情
報
省
の
置
か
れ
て
み
た
白
亜
の
建
物
は
、
ロ
ソ
ド
ソ
の
他
の
建
物
を
圧
し
て
高
く
甘
え
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
興
味
を
引
か
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
小
説
の
素
材
と
し
て
用
み
た
い
と
い
ふ
強
い
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
た
筈
で
、
事
実
ウ
ェ
ス
ト
は
情
報
省
の

建
物
は
『
一
九
八
四
年
』
の
「
真
理
省
」
の
建
物
の
モ
デ
ル
だ
と
言
っ
て
み
る
。
　
（
し
か
し
そ
こ
か
ら
、
そ
の
点
だ
け
を
捉
へ
て
、
情

報
省
は
「
真
理
省
」
と
同
様
の
全
体
主
義
的
雰
囲
気
に
領
さ
れ
て
み
た
と
言
ふ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し
も
さ
う
だ
っ
た
と
し
た
ら

オ
ー
ウ
ェ
ル
の
当
時
の
文
筆
活
動
は
不
可
能
に
な
っ
て
み
た
筈
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
B
B
C
時
代
に
多
量
の
す
ぐ
れ

た
散
文
を
残
し
て
み
る
。
）
情
報
大
臣
ブ
レ
ソ
ダ
ソ
・
ブ
ラ
ッ
ケ
ソ
は
、
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
る
と
、
そ
の
頭
文
字
を
取
っ
て
B
・
B
と
愛
称

さ
れ
て
み
た
人
物
だ
が
、
『
一
九
八
四
年
』
の
ビ
ッ
グ
・
ブ
ラ
ザ
ー
も
B
・
B
と
呼
ば
れ
て
み
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
ブ
レ
ソ
ダ
ソ
・
ブ

ラ
ッ
ヶ
ソ
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
か
な
り
強
い
印
象
を
与
へ
た
人
物
に
相
違
な
い
。
情
報
省
は
な
る
ほ
ど
B
B
C
を
統
制
し
、
検
閲
を
行
っ

て
は
み
た
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
勝
手
に
嘘
の
宣
伝
を
行
ふ
の
を
許
容
し
て
み
た
し
（
彼
は
、
日
本
が
ソ
連
に
侵
攻
す
る
と
信
じ
て
み
な

90



文学と政治の間で

か
っ
た
の
に
、
日
本
は
ソ
連
侵
攻
を
計
画
し
て
み
る
と
、
イ
ン
ド
向
け
の
放
送
で
主
張
し
続
け
た
、
と
は
つ
ぎ
り
記
し
て
み
る
）
、
彼
が

尊
敬
す
る
作
家
達
、
情
報
省
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
好
ま
し
く
な
い
作
家
達
－
例
へ
ば
、
T
・
S
エ
リ
オ
ッ
ト
、
E
・
M
フ
ォ
ー
ス

タ
ー
、
デ
ィ
ラ
ソ
・
ト
マ
ス
、
ス
テ
ィ
ヴ
ソ
・
ス
ペ
ソ
ダ
ー
、
　
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
、
シ
リ
ル
・
カ
ナ
リ
i
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
ブ
ラ

ン
デ
ソ
ー
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
出
演
さ
せ
る
の
を
妨
げ
は
し
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ソ
プ
ス
ソ
は
B
B
C
で
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
同
僚

だ
つ
た
の
だ
が
、
ウ
ェ
ス
ト
は
、
資
料
に
基
づ
い
て
、
　
『
一
九
八
四
年
』
に
登
場
す
る
詩
人
ア
ン
プ
ル
フ
ァ
ス
ト
の
モ
デ
ル
は
エ
ソ
プ

ス
ソ
と
受
け
取
ら
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
示
唆
し
て
み
る
。
こ
れ
ら
文
学
者
と
の
交
友
関
係
は
意
義
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
と
り
わ
け
E
・
M
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
宛
の
書
簡
（
ウ
ェ
ス
ト
は
そ
の
全
部
を
収
録
し
て
み
る
）
は
、
二
人
の
親
密

な
関
係
の
み
な
ら
ず
、
二
人
の
間
で
ど
う
い
ふ
作
品
が
話
題
に
な
り
、
ど
う
い
ふ
作
品
が
読
ま
れ
て
み
た
か
を
教
へ
て
る
る
点
で
興
味

深
い
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
か
ら
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
宛
て
た
一
九
四
二
年
十
月
の
手
紙
を
見
る
と
、
二
人
の
間
で
出
版
さ
れ
て
間
も
な
い
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
バ
ー
ナ
ム
の
『
管
理
主
義
革
命
』
（
↓
ミ
ミ
§
亀
鷺
、
ミ
物
ミ
ミ
ミ
馬
。
§
）
が
話
題
に
な
っ
て
み
た
事
が
分
る
し
、
現
に
フ
ォ
ー

ス
タ
ー
は
、
放
送
で
『
管
理
主
義
革
命
』
を
取
り
上
げ
る
つ
も
り
だ
と
述
べ
て
み
る
。

　
一
方
、
こ
の
二
年
間
に
不
快
な
人
物
と
係
は
り
を
持
つ
羽
目
に
な
っ
た
事
も
事
実
で
、
ソ
連
共
産
党
の
熱
狂
的
な
支
持
者
で
あ
っ
た

J
・
D
・
バ
ー
ナ
ル
教
授
が
さ
う
い
ふ
不
快
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
方
は
ソ
連
共
産
主
義
を
腹
の
底
か
ら
嫌
っ
て

み
た
の
だ
が
、
中
世
以
後
の
近
代
科
学
史
と
い
っ
た
テ
ー
マ
で
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
番
組
を
計
画
し
た
時
、
公
正
で
あ
ら
う
と
努
め
て
み

た
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
パ
ー
ナ
ル
教
授
に
放
送
を
依
頼
し
、
バ
ー
ナ
ル
教
授
は
二
つ
返
事
で
二
回
分
の
放
送
を
引
ぎ
受
け
、
残
り
の
分
は
バ

ー
ナ
ル
教
授
が
同
僚
の
中
か
ら
指
名
し
た
人
達
に
放
送
し
て
も
ら
ふ
と
い
ふ
事
で
話
は
纏
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ち
や
う
ど
同
じ
頃
、
B

B
C
の
国
内
向
け
放
送
を
担
当
し
て
み
た
ガ
イ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
（
戦
後
ソ
連
の
ス
パ
イ
で
あ
る
事
が
発
覚
し
、
ソ
連
へ
逃
れ
、
そ
こ
で
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残
し
た
男
）
か
ら
同
様
の
依
頼
を
受
け
る
と
、
教
授
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
の
約
束
を
反
故
に
し
、
ガ
イ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
課
で
放
送
を

行
ひ
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
一
片
の
謝
罪
も
行
は
な
い
、
と
い
ふ
事
実
が
あ
っ
た
。
戦
後
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
『
モ
ダ
ン
・
ク
ォ
タ
リ
i
』
誌
に
載
っ
た
バ
ー
ナ
ル
教
授
の
論
説
を
取
り
上
げ
て
言
っ
た
、
バ
ー
ナ
ル
教
授
は
事
実
上
「
政
治

的
便
宜
主
義
が
要
求
す
る
場
合
に
は
、
い
か
な
る
道
徳
的
規
準
も
廃
棄
す
る
事
が
出
来
る
し
、
ま
た
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

主
張
し
て
み
る
、
　
「
バ
ー
ナ
ル
教
授
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
時
ど
き
の
政
治
的
必
要
に
応
じ
て
美
徳
は
悪
徳
と
な
り
、
悪
徳
は
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

徳
と
な
り
得
る
と
い
ふ
の
は
明
白
で
あ
る
」
と
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
か
く
も
痛
烈
に
バ
ー
ナ
ル
教
授
を
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

そ
の
背
景
の
一
端
が
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
既
に
長
編
小
説
『
空
気
を
求
め
て
』
の
中
で
、
全
体
主
義
に
傾
斜
し
た
、
権
力
欲
の
塊
の
や
う
な
知
識
人
を
見
事
に
描
写
し
得
て
み

た
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
、
パ
ー
ナ
ル
教
授
を
知
的
誠
実
の
敵
と
見
抜
く
の
に
、
大
し
て
洞
察
を
要
し
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
ウ
ェ
ス
ト

は
、
ガ
イ
バ
ー
ジ
ェ
ス
と
バ
！
ナ
ル
教
授
が
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
事
を
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
知
っ
て
み
た
か
ど
う
か
、
ま
た
ガ
イ
．
バ
ー

エ
ス
ジ
が
バ
ー
ナ
ル
教
授
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
徹
底
し
た
ソ
連
共
産
主
義
批
判
を
知
ら
せ
た
の
か
ど
う
か
、
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
み
る

が
、
ガ
イ
・
パ
ー
ジ
ェ
ス
、
即
ち
B
B
C
で
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
同
僚
、
友
人
、
そ
し
て
イ
ー
ト
ン
校
の
同
窓
で
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ソ
グ

リ
シ
ュ
（
『
一
九
八
四
年
』
の
ニ
ュ
ー
ス
ピ
ー
ク
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
英
語
）
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
同
様
に
興
味
を
示
し
て
み
た
こ
の
男

は
、
　
『
一
九
八
四
年
』
に
登
場
す
る
知
識
人
、
即
ち
全
体
主
義
を
知
的
・
根
抵
的
な
面
で
支
へ
る
役
を
担
っ
て
み
る
知
識
人
オ
ブ
ラ
イ

エ
ソ
の
モ
デ
ル
と
し
て
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
ら
う
、
と
ウ
ェ
ス
ト
は
言
っ
て
み
る
。
た
し
か
に
ウ
ェ
ス
ト
の
言
ふ
通
り
、
　
『
一
九
八
四

年
』
で
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
ス
ウ
ィ
フ
ト
流
の
風
刺
の
対
象
に
し
た
の
は
、
B
B
C
で
は
な
く
て
、
検
閲
に
躍
起
に
な
っ
て
み
た
情
報
省
官

僚
だ
つ
た
の
だ
ら
う
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
と
っ
て
も
っ
と
切
迫
し
た
調
刺
の
対
象
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
周
囲
に
轟
い
て
み
た
バ
ー
ナ
ル
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や
ガ
イ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
の
や
う
な
知
識
人
達
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
権
威
あ
る
オ
ー
ウ
ェ
ル
伝
と
喧
伝
さ
れ
て
る
る
ク
リ
ッ
ク
の
本
の
間
違
ひ
箇
所
が
、
ウ
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
指

摘
さ
れ
た
の
だ
が
、
B
B
C
内
に
巣
く
つ
て
る
た
全
体
主
義
志
向
の
知
識
人
の
存
在
に
ま
る
で
思
ひ
及
ぶ
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
ク
リ
ッ

ク
は
、
か
へ
っ
て
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
を
嘘
つ
き
と
非
難
す
る
ス
テ
ィ
ヴ
ィ
・
ス
ミ
ス
な
る
三
流
の
女
流
作
家
の
手
紙
の
一
節
を
、
文
脈
か

ら
切
り
離
し
て
引
用
し
て
、
戦
時
中
の
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
関
し
て
歪
ん
だ
像
を
国
老
に
提
供
し
、
そ
の
不
当
を
ウ
ェ
ス
ト
に
批
判
さ
れ
て

も
み
る
。

三
　
人
間
行
為
の
限
界

文学と政治の間で

　
「
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
B
B
C
で
働
く
事
は
、
原
則
を
犠
牲
に
す
る
や
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
ふ
事
は
、

文
学
的
に
も
、
こ
の
期
間
は
実
り
豊
か
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
で
、
ウ
ェ
ス
ト
の
指
摘
す
る
通
り
、
こ
の
期
間
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
技
法
上

の
革
新
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
一
九
四
二
年
三
月
十
日
に
行
っ
た
「
ヨ
ー
目
ッ
パ
の
再
発
見
」
（
、
、
↓
げ
O
男
①
島
ω
8
く
Φ
蔓

o
h
国
霞
8
¢
．
、
）
と
題
す
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
中
で
、
現
代
文
学
の
出
発
点
は
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
「
プ
ル
ー
フ
ロ
ッ
ク
」
（
一
、
、
勺
歪
h
，

8
0
閃
．
．
）
を
発
表
し
た
一
九
一
七
年
で
あ
る
と
し
て
み
る
が
、
こ
れ
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
技
法
に
対
す
る
強
い
関
心
が
下
さ
せ
た
断
定
に
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

な
ら
な
い
。
B
B
C
で
の
二
年
間
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
ウ
ェ
ス
ト
の
表
現
を
借
り
る
と
、
　
「
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
全
分
野
を
渉
猟
し
・
…
：

放
送
原
稿
の
大
部
分
を
自
ら
書
き
、
実
際
に
放
送
さ
れ
る
も
の
は
一
つ
残
ら
ず
彼
が
書
き
直
し
た
り
編
集
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
具
合

で
あ
っ
た
。
か
う
い
ふ
仕
事
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
感
情
的
、
知
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
適
切
な
時
間
と
刺
戟
が
与
へ
ら
れ
さ
へ
す
れ
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ば
、
『
動
物
農
場
』
の
や
う
葎
品
を
た
ξ
星
み
出
し
た
の
で
あ
鈴
・
ジ
オ
放
送
用
に
・
し
か
も
英
甑
㎎
を
必
ず
し
も
う
ま
く

解
し
な
い
イ
ン
ド
の
大
学
生
や
知
識
人
向
け
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
手
で
脚
色
さ
れ
た
作
言
、
即
ち
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
、
H
・

G
．
ウ
ェ
ル
ズ
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
、
イ
グ
ナ
チ
ォ
・
シ
ロ
ー
ネ
の
作
品
が
、
ウ
ェ
ス
ト
編
の
本
に
収
録
さ
れ
て
み
る
が
、
か
う
い
ふ
脚

色
の
仕
事
が
新
た
な
技
法
を
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
体
得
さ
せ
る
上
で
演
じ
た
役
割
は
大
き
い
、
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ス
ト
は
、

『
動
物
農
場
』
の
物
語
の
形
式
上
の
完
壁
は
、
脚
色
の
仕
事
で
身
に
つ
け
た
技
法
に
負
ふ
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
、
更
に
、
特

に
シ
ロ
ー
ネ
の
「
き
つ
ね
」
（
．
、
日
」
げ
①
　
閃
O
×
一
．
、
　
一
〇
ω
刈
）
を
脚
色
し
た
事
は
『
動
物
農
場
』
を
書
く
直
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
と

言
っ
て
み
る
。

　
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
と
っ
て
技
法
と
は
、
何
よ
り
も
先
つ
よ
い
散
文
を
書
く
事
を
意
味
し
て
み
た
。
人
は
、
個
性
と
い
ふ
デ
ー
モ
ン
に
駆

り
立
て
ら
れ
て
作
品
を
書
く
、
　
「
そ
れ
で
も
己
の
個
性
を
消
し
去
ら
う
と
絶
え
ず
苦
闘
し
な
け
れ
ば
、
読
む
に
耐
へ
る
も
の
は
何
一
つ

書
け
な
い
と
い
ふ
の
も
本
当
で
あ
る
。
よ
い
散
文
は
窓
ガ
ラ
ス
の
や
う
に
透
明
で
あ
陸
と
「
な
ぜ
書
く
か
」
で
オ
↓
エ
ル
は
語
っ

て
み
る
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
『
動
物
農
場
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
窓
ガ
ラ
ス
の
や
う
に
透
明
な
散
文
を
我
が
物
と
し
得
た
、
と
言
っ
て

よ
い
の
で
あ
る
。
シ
ロ
ー
ネ
の
「
き
つ
ね
」
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
脚
色
し
た
「
き
つ
ね
」
を
比
較
し
て
み
る
と
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
「
き
つ

ね
」
の
明
晰
で
、
簡
潔
で
、
平
易
で
、
凡
そ
無
駄
の
な
い
、
そ
れ
で
み
て
劇
的
効
果
十
分
な
一
と
い
ふ
事
は
視
覚
に
訴
へ
る
や
う
な

1
描
写
は
歴
然
と
し
て
く
る
。
ウ
ェ
ス
ト
の
言
ふ
や
う
に
、
絶
え
ず
時
間
に
追
ひ
ま
く
ら
れ
、
異
常
に
せ
き
た
て
ら
れ
て
仕
事
を
し

て
み
た
た
め
に
簡
潔
、
平
明
に
描
写
す
る
力
が
否
応
な
し
に
身
に
つ
い
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
シ
ロ
ー
ネ
の
散
文
（
但
し
こ
れ
は
イ
タ
リ

ア
語
か
ら
の
翻
訳
だ
が
）
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
散
文
の
違
ひ
を
知
る
に
は
、
次
の
【
例
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
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文学と政治の間で

け
れ
ど
も
こ
こ
で
注
意
奏
す
る
の
は
・
．
オ
↓
エ
ル
の
場
合
・
「
「
政
治
的
目
的
と
芸
術
的
目
撃
融
合
し
て
一
個
の
全
体
に
す
飽

と
い
ふ
観
点
を
離
れ
て
、
技
法
の
問
題
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
通
り
、
オ
ー
ウ
ニ
ル
は
「
政
治
的

目
的
を
欠
い
た
時
は
、
き
ま
っ
て
生
気
の
な
い
作
品
を
書
い
て
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
技
法

は
政
治
的
目
的
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
い
ふ
事
、
政
治
的
目
的
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
技
法
の
問
題
が
意
識
に
上
り
、
技
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法
の
革
新
が
行
は
れ
得
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
そ
し
て
興
味
あ
る
の
は
、
政
治
的
目
的
は
、
政
治
の
世
界
に
対
す
る
態
度
や
広
く
人
生

観
を
抜
き
に
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
シ
ロ
ー
ネ
の
「
き
つ
ね
」
の
ど
こ
に
惹

か
れ
た
の
か
、
と
問
ふ
事
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
シ
ロ
ー
ネ
の
政
治
目
的
、
政
治
の
世
界
に
対
す
る
シ
ロ
ー
ネ
の
ど
の
や
う
な
態
度
に
惹

か
れ
た
か
、
と
問
ふ
事
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
シ
ロ
ー
ネ
の
「
き
つ
ね
」
に
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
惹
か
れ
た
の
が
次
の
点
で
あ
っ
た
事

に
間
違
ひ
は
な
い
。
即
ち
、
主
人
公
ダ
ニ
エ
レ
は
反
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
政
治
の
世
界
に
対
し
て
適
切
な
態
度
を
と
り
得

な
い
が
故
に
、
大
い
な
る
害
悪
を
も
た
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
ふ
点
で
あ
る
。
作
品
の
舞
台
は
、
イ
タ
リ
ア
と
の
国
境
に
接
し
た

ス
イ
ス
の
上
る
農
場
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
ダ
ニ
エ
レ
が
豚
の
分
娩
（
こ
の
豚
は
『
動
物
農
場
』
に
豚
を
登
場
さ
せ
よ
う
と
、
オ

ー
ウ
ェ
ル
に
思
ひ
っ
か
せ
る
に
至
っ
た
）
の
仕
事
に
熱
中
し
て
み
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
。
ダ
ニ
エ
レ
は
、
日
中
出
稼
ぎ
に
国
境
を
越

え
て
ス
イ
ス
へ
や
っ
て
来
る
イ
タ
リ
ア
の
労
働
者
達
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
反
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
運
動
を
行
っ
て
み
る
指
導
的
人
物
だ

が
，
あ
る
日
そ
の
ダ
ニ
エ
レ
の
家
に
重
傷
を
負
っ
た
フ
ァ
シ
ス
ト
の
工
作
員
・
ス
パ
イ
が
偶
然
こ
ろ
が
り
込
む
。
ダ
甲
西
レ
一
家
は
、

こ
の
男
の
正
体
を
知
ら
ず
、
こ
の
男
の
看
病
に
献
身
し
、
男
は
庭
を
散
歩
出
来
る
ま
で
に
回
復
す
る
に
至
る
が
、
や
が
て
、
こ
の
男
の

正
体
は
、
実
際
に
こ
の
男
か
ら
ス
パ
イ
活
動
へ
の
協
力
を
頼
ま
れ
た
女
の
証
言
で
、
ダ
ニ
エ
レ
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
し
か
し
ダ
ニ

エ
レ
は
、
　
「
な
る
ほ
ど
こ
の
男
は
ス
パ
イ
で
あ
り
、
敵
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
言
葉
を
交
す
事
の
出
来
る
一
個
の
人
聞
で
あ
る
」
と
い
ふ

思
ひ
に
捉
へ
ら
れ
、
こ
の
男
を
「
烈
し
く
憎
む
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
憎
む
事
が
ど
う
し
て
も
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
ダ
ニ
ェ
レ

の
同
志
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ノ
は
「
き
つ
ね
は
罠
に
か
か
っ
た
の
だ
、
生
き
た
ま
ま
逃
す
手
は
な
い
」
と
断
固
主
張
す
る
が
、
ダ
ニ
ェ
レ
は

「
あ
の
男
は
ス
パ
イ
だ
つ
た
、
が
今
は
俺
の
客
人
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
遅
疑
逡
巡
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
る
午
後
、
ス
パ
イ
は
ダ
ニ

エ
レ
の
大
事
に
し
ま
っ
て
あ
っ
た
極
秘
書
類
を
手
に
入
れ
、
ま
ん
ま
と
逃
げ
果
せ
、
イ
タ
リ
ア
で
は
翌
朝
二
十
人
の
労
働
者
が
逮
捕
さ
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文学と政治の間で

れ
、
同
志
の
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ノ
も
ス
イ
ス
か
ら
追
放
さ
れ
る
身
と
な
る
一
（
引
用
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
「
き
つ
ね
」
か
ら
）
。

　
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
ダ
ニ
エ
レ
の
直
面
し
た
デ
ィ
レ
ン
マ
を
興
味
深
い
事
と
思
っ
た
に
相
違
な
い
の
だ
が
、
彼
自
身
は
こ
の
や
う
な
デ
ィ

レ
ン
マ
か
ら
の
脱
出
は
不
可
能
で
は
な
い
と
信
じ
て
み
た
。
脱
出
の
方
式
は
、
　
「
人
間
に
と
っ
て
通
常
選
択
は
、
善
と
悪
と
の
間
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
の
で
は
な
く
て
、
二
つ
の
悪
の
間
に
あ
る
」
と
い
ふ
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
特
に
政
治
の
世
界
に
お
い
て
、
二
つ
の
悪
の
う
ち

か
ら
「
よ
り
ひ
ど
く
な
い
悪
」
（
一
〇
ω
ω
巽
。
＜
ε
を
選
択
す
る
事
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
ぎ
い
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
考
へ
た
の
で
あ
り
、

「
き
つ
ね
」
の
場
合
で
言
ふ
と
、
同
志
の
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ノ
は
二
つ
の
悪
、
即
ち
一
人
の
フ
ァ
シ
ス
ト
が
死
ぬ
事
と
、
二
十
人
の
労
働
者

が
死
ぬ
事
と
の
閑
か
ら
選
択
す
る
術
を
知
っ
て
み
た
の
に
対
し
、
ダ
一
当
レ
は
一
つ
の
善
、
即
ち
ス
パ
イ
が
客
人
と
し
て
遇
さ
れ
る
事

と
一
つ
の
悪
、
即
ち
ス
パ
イ
が
死
ぬ
事
と
の
間
か
ら
し
か
選
択
出
来
な
い
と
い
ふ
事
を
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
見
抜
い
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
も
し
も
責
任
感
や
義
務
の
遂
行
を
道
徳
の
中
心
に
据
ゑ
る
と
し
た
ら
1
実
際
に
も
道
徳
的
感
情
は
義
務
の
遵
守
の
産
物
で
あ
る
が

1
二
つ
の
悪
の
う
ち
か
ら
よ
り
ひ
ど
く
な
い
悪
を
選
ぶ
と
い
ふ
や
り
方
は
、
ま
っ
た
う
で
あ
る
と
い
ふ
事
に
な
る
だ
ら
う
。
大
抵
の

場
合
、
さ
う
す
る
以
外
に
義
務
の
果
し
や
う
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
さ
う
い
ふ
選
択
の
仕
方
を
道
徳
的
で
あ
る
と
自
覚

し
て
み
た
の
で
あ
り
、
国
策
に
協
力
す
る
場
合
の
根
抵
に
あ
っ
た
の
も
さ
う
い
ふ
自
覚
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
文
学
と
政
治
の
関
係
に
思

ひ
を
致
す
時
に
も
、
こ
の
自
覚
は
動
か
し
や
う
の
な
い
も
の
と
し
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
内
部
に
あ
っ
た
。
「
進
歩
思
想
」
は
「
権
利
」
を

道
徳
の
中
心
に
据
ゑ
る
と
い
ふ
点
で
も
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
道
徳
観
と
対
立
す
る
が
、
そ
の
「
進
歩
思
想
」
は
、
選
択
は
善
と
悪
と
の
間
に

の
み
あ
る
と
信
じ
て
自
足
し
、
　
「
善
」
を
選
択
し
て
か
へ
っ
て
こ
の
世
に
大
い
な
る
害
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
一
。

　
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
人
間
の
行
為
、
特
に
政
治
的
行
為
の
限
界
を
意
識
す
る
点
で
ペ
シ
ミ
ス
ト
だ
つ
た
の
だ
が
、
し
か
し
「
キ
プ
リ
ソ
グ
論
」

（、．

ﾘ
二
α
気
9
同
住
　
国
一
弓
一
一
昌
㎞
四
圃
．
層
］
「
O
恥
b
o
）
が
示
す
や
う
に
、
こ
の
や
う
な
限
界
の
意
識
は
思
考
の
鍛
錬
と
成
熟
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
み
と
も
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考
へ
て
る
た
。
即
ち
「
キ
プ
リ
ソ
グ
論
」
に
お
い
て
、
言
ふ
「
イ
ギ
リ
ス
の
野
党
の
如
く
、
万
年
、
歳
費
だ
け
は
年
金
の
如
く
貰
ひ
受

け
る
や
う
な
存
在
に
な
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
思
考
の
質
は
悪
化
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
、
或
い
は
反
動
的

な
見
方
を
抱
い
て
生
に
臨
む
人
は
誰
で
あ
れ
、
事
件
に
よ
っ
て
、
正
し
か
っ
た
と
証
明
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
み
る
。
と
い
ふ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
切
2
）

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
決
し
て
実
現
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。
既
述
の
通
り
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
B
B
C
で
エ
リ
オ
ッ
ト
や
ロ
レ
ン
ス
や
ジ
ョ

イ
ス
の
技
法
を
高
く
評
価
す
る
の
を
旨
と
し
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
再
発
見
」
と
題
す
る
比
較
的
長
い
エ
ッ
セ
イ
を
発
表
し
た
の
だ
が
、

彼
の
場
合
、
技
法
の
革
新
を
評
価
す
る
事
は
、
そ
の
技
法
と
一
体
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
人
生
観
を
評
価
す
る
事
に
通
じ
て
み
た
の
で

あ
る
。
「
浅
薄
な
進
歩
思
想
に
対
す
る
彼
等
〔
エ
リ
オ
ッ
ト
や
ジ
ョ
イ
ス
〕
の
反
魂
は
彼
等
を
政
治
的
に
は
間
違
つ
た
方
向
〔
保
守
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
か

動
の
方
向
〕
に
駆
り
立
て
た
、
し
か
し
彼
等
の
書
い
た
も
の
は
、
彼
等
に
直
に
先
立
つ
作
家
達
〔
ウ
ェ
ル
ズ
や
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ

ー
〕
の
書
い
た
も
の
よ
り
も
成
熟
し
て
み
る
し
、
視
野
も
広
い
…
…
彼
等
は
ヨ
ー
冒
ッ
パ
と
の
繋
が
り
を
回
復
し
、
歴
史
の
感
覚
と
悲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

劇
の
可
能
性
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
∂
こ
れ
は
重
要
な
発
言
で
あ
る
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
こ
の
や
う
な
発
言
を
為
し
得
た

左
翼
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
偉
大
で
あ
る
、
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
技
法
の
革
新
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
ウ
ェ
ル
ズ
や
シ
ョ
ー
の
場

合
、
美
的
感
受
性
の
欠
如
と
過
去
へ
の
無
関
心
が
一
体
と
な
っ
て
み
る
、
の
み
な
ら
ず
進
歩
へ
の
信
仰
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
を
受
け

な
い
と
い
ふ
事
と
も
結
び
つ
い
て
み
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
エ
リ
オ
ッ
ト
や
冒
レ
ソ
ス
や
ジ
ョ
イ
ス
の
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ク
な
人
生
観

は
、
過
去
へ
の
関
心
に
裏
づ
け
ら
れ
て
を
り
、
彼
等
は
「
人
類
史
を
す
っ
か
り
頭
の
中
に
入
れ
、
己
の
棲
息
し
て
み
る
場
所
と
時
代
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
過
去
に
目
を
注
ぐ
と
い
ふ
態
度
」
を
保
持
し
て
み
た
。

　
「
復
讐
、
愛
国
心
、
亡
命
、
迫
害
、
民
族
憎
悪
、
宗
教
的
信
条
、
忠
誠
、
指
導
者
崇
拝
と
い
っ
た
や
う
な
テ
ー
マ
が
、
突
然
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

し
て
も
実
在
性
を
帯
び
て
き
た
…
…
我
々
は
淀
ん
だ
水
か
ら
脱
し
て
歴
史
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
」
歴
史
に
学
ぶ
生
き
方
と
は
、
オ
ー
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ウ
・
ル
に
と
っ
て
、
国
を
愛
す
る
の
を
霧
と
心
得
る
事
・
；
キ
・
ヴ
・
リ
は
深
遠
な
思
想
謳
と
考
へ
る
事
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
間
性
の
無
責
任
な
濫
用
に
陥
る
ま
い
と
す
る
態
度
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
人
間
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
「
乙
）

関
し
て
お
め
で
た
い
見
方
を
し
て
み
た
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
な
ど
は
「
世
界
を
一
種
の
超
庭
園
都
市
」
に
変
へ
よ
う
と
し
て
み
た
、

と
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
評
し
て
み
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
［
，
人
間
性
と
い
ふ
も
の
の
無
責
任
な
濫
用
」
　
（
こ
れ
は
小
林
秀
雄
の
言
葉
だ
が
）

に
陥
る
ま
い
と
す
る
態
度
に
、
人
間
行
為
の
限
界
を
意
識
さ
せ
て
や
ま
ぬ
政
治
に
係
は
ウ
つ
つ
、
文
学
を
活
か
し
得
た
オ
ー
ウ
ェ
ル
の

秘
密
を
解
く
鍵
が
潜
ん
で
み
る
の
か
も
知
れ
ず
、
こ
の
態
度
は
、
責
任
感
や
義
務
の
遂
行
の
重
要
性
の
自
覚
を
介
し
て
、
平
和
主
義

（
B
。
三
ω
ヨ
）
の
批
判
に
繋
が
っ
て
行
く
点
で
見
逃
し
得
ぬ
意
味
を
蔵
し
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

四
　
オ
ー
ウ
ェ
ル
と
小
林
秀
雄

文学と政治の間で

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か
に
書
か
れ
た
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
文
章
を
丹
念
に
辿
っ
て
行
く
老
は
、
海
を
隔
て
た
国
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス

に
と
っ
て
敵
国
で
あ
っ
た
国
、
即
ち
日
本
で
盛
ん
に
物
を
書
い
て
み
た
文
芸
批
評
家
小
林
秀
雄
と
の
類
似
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
二
人

の
文
学
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
国
策
に
協
力
し
な
が
ら
、
人
間
性
を
ま
る
ご
と
捉
へ
た
点
で
、
即
ち
そ
の
い
は
ゆ
る
「
明
る
い
」
面

の
み
な
ら
ず
「
暗
い
」
面
を
も
見
詰
め
た
点
で
共
通
す
る
。
両
者
は
人
間
性
を
無
責
任
に
濫
用
し
な
い
事
を
通
じ
て
思
考
を
鍛
へ
、
文

章
を
磨
い
て
行
っ
た
点
で
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
の
や
う
な
共
通
点
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
は
、
小
林
秀
雄
全
集
第
七
巻
『
歴
史
と
文
学
』
に
収
め
ら
れ
て
み
る
文
章
、
即
ち
、

一
九
三
九
年
（
昭
和
一
四
年
）
か
ら
一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
に
か
け
て
書
か
れ
た
文
章
と
、
ジ
ョ
ー
ジ
●
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
エ
ッ
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セ
イ
．
時
事
評
論
．
書
簡
集
第
二
巻
『
右
で
あ
れ
左
で
あ
れ
我
が
祖
国
』
（
一
九
四
〇
1
一
九
四
三
）
に
収
録
さ
れ
た
文
章
と
で
あ
る
。

も
し
も
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
戦
時
中
に
小
林
秀
雄
の
文
章
に
接
す
る
機
会
を
得
て
み
た
と
し
た
ら
、
熱
烈
な
共
感
を
抑
へ
る
事
が
出
来
な
か

っ
た
に
相
違
な
い
。
か
う
い
ふ
く
仮
定
法
過
去
完
了
〉
に
誘
は
れ
る
の
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
が
日
本
に
対
し
て
偏
見
を
抱
く
事
の
少
な
か

っ
た
作
家
で
あ
っ
た
と
い
ふ
一
事
も
関
係
し
て
み
る
。
偏
見
の
少
な
さ
は
、
一
九
三
四
年
に
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
著
作
を
読
ん

だ
事
に
由
来
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
例
へ
ぽ
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
一
九
四
二
年
に
次
の
や
う
に
書
い
て
み
る
。
「
ド

イ
ツ
が
真
の
敵
で
あ
る
と
い
ふ
の
が
広
く
行
き
亘
っ
た
意
見
で
あ
る
。
日
本
軍
の
残
虐
行
為
に
対
す
る
憎
し
み
を
煽
ら
う
と
す
る
試
み

は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
私
の
印
象
で
は
、
ド
イ
ツ
が
戦
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
限
り
無
く
戦
ひ
続
け
る
だ
ら
う
が
、
万

一
ド
イ
ツ
が
う
ち
の
め
さ
れ
た
ら
、
万
人
に
理
解
可
能
な
、
真
の
戦
争
目
的
が
提
示
さ
れ
な
い
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
と
の
戦
争
を

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

継
続
し
な
い
だ
ら
う
。
」
ま
た
例
へ
ば
「
多
く
の
、
恐
ら
く
は
大
抵
の
イ
ン
ド
の
知
識
人
は
感
情
的
に
は
親
日
で
あ
る
。
彼
等
の
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

か
ら
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
は
密
な
の
で
あ
る
」
と
も
書
い
て
み
る
が
、
勿
論
偏
見
が
全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
そ
れ
は
、
一
九

四
二
年
五
月
三
〇
日
の
日
記
の
中
の
次
の
一
句
か
ら
も
推
察
出
来
る
の
で
あ
る
。
「
苦
し
み
を
訴
へ
て
る
る
猿
の
や
う
な
顔
を
し
た
、
す

こ
ぶ
る
黄
色
い
肌
を
し
た
小
柄
の
初
老
の
日
本
人
。
」
（
序
に
言
ふ
と
、
日
本
人
を
猿
と
し
て
に
描
く
と
い
ふ
の
は
一
九
二
四
年
頃
か
ら

欧
米
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
常
套
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
斎
藤
茂
吉
も
「
そ
の
頃
独
逸
の
或
る
ポ
ン
チ
の
雑
誌
に
は
米
国
に
於
け
る
日
本

人
移
民
問
題
を
取
扱
ひ
、
日
本
人
を
『
猿
』
に
画
い
て
あ
っ
た
の
で
、
私
は
ひ
ど
く
不
快
に
思
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
ゐ
翻
ポ
）

　
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
繰
り
返
し
平
和
主
義
を
批
判
し
た
、
そ
し
て
平
和
主
義
批
判
は
愛
国
心
の
肯
定
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
平
和
主
義

批
判
の
文
の
一
つ
が
日
本
へ
の
言
及
を
含
ん
で
み
る
の
は
、
興
味
あ
る
事
で
あ
る
。
　
「
運
動
と
し
て
の
平
和
主
義
は
、
外
国
か
ら
侵
略

さ
れ
る
恐
れ
や
征
服
さ
れ
る
可
能
性
の
な
い
国
に
し
か
殆
ど
存
在
し
な
い
と
い
ふ
の
は
事
実
で
す
。
そ
れ
故
、
平
和
運
動
は
常
に
海
洋
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文学と政治の間で

国
家
に
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。
　
（
日
本
に
も
か
な
り
大
掛
り
な
平
和
運
動
が
起
っ
て
る
る
と
さ
へ
私
は
思
ひ
ま
す
）
。
…
…
平
和
主
義
は

統
治
の
問
題
に
直
面
し
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
平
和
主
義
者
は
統
治
す
る
側
の
身
に
な
っ
て
み
る
事
を
し
な
い
人
聞
と
し
て
、
つ
ね
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詔
）

物
事
を
考
へ
ま
す
。
そ
れ
故
、
私
は
彼
等
を
無
責
任
と
呼
ぶ
の
で
す
。
」
し
か
し
、
我
々
は
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
平
和
主
義
批
判
は
、
文
学

の
擁
護
に
直
結
し
て
み
る
と
い
ふ
事
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
平
和
主
義
の
『
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
を
打
ち
出
す
た
め
に
書
か

れ
た
」
あ
る
小
説
を
取
り
上
げ
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
言
ふ
、
暴
力
を
憎
む
の
は
よ
い
、
け
れ
ど
も
暴
力
は
人
間
社
会
に
不
可
欠
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
誕
）

あ
り
、
　
「
美
し
い
感
情
も
高
貴
な
生
き
方
も
暴
力
を
支
柱
と
す
る
と
こ
ろ
の
不
正
の
果
実
な
の
で
あ
る
」
と
。
暴
力
と
は
こ
こ
で
は
軍

隊
や
警
察
の
存
在
そ
の
も
の
を
指
す
の
だ
が
、
こ
の
暴
力
の
意
義
に
思
ひ
至
る
事
が
出
来
ず
、
　
「
社
会
を
結
び
合
せ
る
の
は
警
官
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

な
く
て
普
通
の
人
間
の
善
意
な
の
だ
が
、
こ
の
善
意
は
こ
れ
を
支
へ
る
警
官
が
み
な
け
れ
ば
力
を
持
ち
得
な
い
」
と
い
ふ
根
本
的
な
事

実
か
ら
目
を
逸
ら
せ
た
り
、
　
「
睡
眠
中
の
自
分
達
の
身
の
安
全
を
保
っ
て
く
れ
る
制
服
を
嘲
笑
し
た
り
す
る
」
平
和
主
義
者
は
、
徹
底

的
に
物
事
を
考
へ
る
知
的
勇
気
を
持
っ
て
る
な
い
、
そ
れ
故
、
彼
等
の
作
品
は
浅
薄
で
あ
る
事
を
免
れ
な
い
、
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
考
へ

る
の
で
あ
る
。
平
和
主
義
を
批
判
し
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
文
学
は
平
和
の
営
み
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
。
文
学
が
平

和
の
営
み
で
あ
る
事
は
百
も
承
知
し
て
み
る
、
け
れ
ど
も
平
和
の
営
み
た
る
文
学
を
平
和
主
義
の
た
め
の
道
具
と
化
し
、
こ
の
道
具
を

し
て
戦
争
と
い
ふ
実
在
物
に
立
ち
向
か
は
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
る
の
は
国
の
安
全
を
保
つ
上
で
有
害
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
文
学
、
よ

き
文
学
を
生
み
出
す
上
で
も
、
益
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
い
や
、
か
へ
っ
て
害
と
な
る
、
と
言
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
四
学
年
（
昭
和
一
五
年
）
小
林
秀
雄
は
、
文
学
と
戦
争
に
関
し
て
オ
ー
ウ
ェ
ル
に
類
似
し
た
考
へ
を
次
の
や
う
な
文
で
表
し

た
。
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文
学
は
飽
く
迄
も
平
和
な
仕
事
だ
。
将
来
の
平
和
の
為
の
戦
で
さ
へ
な
い
、
仕
事
そ
の
も
の
が
平
和
な
営
み
な
の
で
あ
る
…
…
ど

ん
な
大
文
学
も
蟻
一
疋
踏
み
潰
す
力
は
持
っ
て
る
な
い
、
ど
ん
な
大
思
想
も
、
た
っ
た
一
人
の
人
間
の
空
腹
を
満
た
す
に
足
り
な

い
。
こ
の
簡
単
な
物
の
道
理
が
、
徹
底
し
て
合
点
さ
れ
、
本
当
に
心
に
応
へ
た
な
ら
ぼ
、
言
葉
の
力
に
頼
っ
て
、
実
際
の
物
の
動
き

を
、
ど
う
か
う
し
ょ
う
と
い
ふ
、
文
学
者
の
曖
昧
な
感
傷
的
な
自
惚
れ
は
消
え
て
な
く
な
る
だ
ら
う
。
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文
学
は
飽
く
迄
も
平
和
の
仕
事
な
ら
ば
、
文
学
者
と
し
て
銃
を
取
る
と
は
無
意
味
な
事
で
あ
る
。
戦
ふ
の
は
兵
隊
の
身
分
と
し
て

戦
ふ
の
だ
。
…
…
文
学
者
と
し
て
は
、
飽
く
ま
で
も
文
学
は
平
和
の
仕
事
で
あ
る
事
を
信
じ
て
み
る
。
一
方
、
時
到
れ
ぽ
喜
ん
で
一

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

兵
卒
と
し
て
戦
ふ
。

　
オ
ー
ウ
ェ
ル
も
小
林
秀
雄
も
、
文
学
と
戦
争
を
別
々
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
峻
別
し
て
み
る
や
う
に
見
え
る
。
し
か
し
二

人
は
、
二
つ
の
領
域
を
深
い
と
こ
ろ
で
は
、
即
ち
、
人
間
性
と
い
ふ
面
で
は
結
び
つ
け
て
み
た
、
戦
争
も
文
学
も
と
も
に
人
間
性
の
発

露
と
し
て
そ
の
存
在
の
領
域
を
有
し
て
み
る
と
い
ふ
事
は
認
め
て
み
た
、
一
方
を
も
つ
て
他
方
を
溶
解
し
去
る
事
は
出
来
な
い
、
溶
解

出
来
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
人
間
性
を
無
責
任
に
濫
用
し
た
時
に
限
ら
れ
る
、
と
考
へ
て
る
た
。
小
林
秀
雄
は
「
戦
争
と
平
和
」
と
題

す
る
有
名
な
文
章
で
「
戦
は
好
戦
派
と
い
ふ
様
な
人
間
が
居
る
か
ら
起
る
の
で
は
な
い
。
人
生
が
も
と
も
と
戦
だ
か
ら
起
る
の
で
あ

3
7
）

る
」
と
書
き
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
「
愛
国
心
や
武
勇
の
入
り
込
む
余
地
の
な
い
人
生
観
」
即
ち
「
快
楽
主
義
的
人
生
観
」
の
ま
や
か
し
を

衝
い
た
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
ま
た
「
人
間
は
快
適
、
安
全
、
労
働
時
間
の
短
縮
、
衛
生
、
産
児
制
限
、
総
じ
て
常
識
を
求
め
る
だ
け
で
は

な
い
、
断
続
的
に
で
は
あ
れ
、
人
間
は
ま
た
、
太
鼓
、
旗
、
忠
誠
示
威
の
行
進
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
闘
争
や
自
己
犠
牲
を
も
求
め
る
」



と
言
ひ
、
　
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ズ
ム
は
、
経
済
理
論
と
し
て
は
ど
う
で
あ
れ
、
心
理
的
に
は
快
楽
主
義
的
人
生
観
よ
り
遙
か
に
健
全

で
あ
礪
レ
と
ま
で
書
い
た
・
小
林
秀
雄
は
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
や
う
に
・
　
「
決
断
だ
と
か
勇
気
だ
と
か
意
志
だ
と
か
を
必
要
と
す
る

烈
し
い
行
為
に
ぶ
つ
か
る
機
も
な
く
、
又
さ
う
い
ふ
機
を
作
ら
う
と
も
心
掛
け
ず
、
日
々
を
送
っ
て
み
る
人
間
は
、
心
理
の
世
界
ば
か

り
を
矢
鱈
に
拡
げ
て
了
ふ
も
の
だ
…
…
退
屈
し
て
み
る
人
の
心
は
恐
ろ
し
い
。
心
理
的
な
地
獄
絵
と
い
ふ
も
の
は
、
覗
け
る
人
に
は
透

け
て
見
え
る
も
の
で
あ
塵
と
書
い
た
の
だ
が
・
「
退
屈
し
て
み
る
人
」
は
オ
↓
・
ル
の
謂
襖
楽
主
義
的
人
生
観
の
持
主
に
ぴ
っ

た
り
対
応
す
る
の
で
あ
る
。
二
人
は
ど
ん
な
に
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
に
お
い
て
も
人
間
性
そ
の
も
の
に
錘
り
を
下
す
の
を
忘
れ
な
い
。

人
間
性
に
潜
む
「
ド
ソ
・
キ
ホ
ー
テ
風
の
面
」
と
「
サ
ソ
チ
ョ
・
パ
ソ
サ
風
の
面
」
、
こ
の
両
面
に
表
現
を
与
へ
る
の
を
忘
れ
な
い
。

小
林
秀
雄
の
場
合
、
人
間
性
の
上
に
ど
っ
か
と
腰
を
据
ゑ
る
態
度
は
、
　
「
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
文
に
お
い
て
、
躍
如

と
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
4
）

　
彼
〔
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
〕
は
た
ゴ
人
間
と
い
ふ
実
物
を
見
て
み
る
、
絶
え
ず
見
て
み
る
…
…
彼
は
人
間
生
活
の
様
々
な
姿
に
い
ち
い

ち
照
し
合
は
さ
な
け
れ
ぽ
、
決
し
て
政
治
と
い
ふ
も
の
を
口
に
し
て
み
な
い
。
人
間
理
解
が
、
政
治
を
理
論
化
し
空
想
化
さ
せ
ぬ
錘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

り
の
様
な
役
を
し
て
み
る
。

文学と政治の間で

　
政
治
を
空
想
化
さ
せ
て
、
「
非
常
時
の
思
想
」
に
頼
る
の
は
、
平
和
主
義
者
に
限
ら
な
い
、
軍
国
主
義
者
も
ま
た
「
非
常
時
の
思
想
」

に
頼
っ
て
み
た
の
で
あ
り
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
を
語
る
時
の
小
林
秀
雄
の
批
判
の
矛
先
は
「
官
僚
化
し
た
軍
部
」
に
も
向
け
ら
れ
て
み
た

と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
も
小
林
秀
雄
と
同
様
に
、
官
僚
と
の
間
に
不
調
和
を
来
し
、
国
策
へ
の
協
力
か
ら
身
を
退
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く
に
至
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
二
人
が
自
ら
の
戦
争
観
の
非
を
悟
っ
て
退
い
た
と
い
ふ
筋
合
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
寧
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
魍

二
人
が
文
学
と
戦
争
を
人
間
性
の
観
点
か
ら
眺
め
る
事
に
固
執
し
た
と
い
ふ
筋
合
の
も
の
で
あ
り
、
二
人
は
さ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
、

文
学
を
生
き
延
び
さ
せ
る
事
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
に
人
間
性
に
し
っ
か
り
錘
り
を
下
し
て
、
文
学
を
救
ひ
出
す
と
い
ふ
営
為
は
、
知
性
を
鍛
へ
る
事
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
人
間
性
に
関
し
て
お
め
で
た
い
快
楽
主
義
的
見
方
に
陥
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
、
我
々
の
思
考
を
手
応
へ
あ
る
も
の
1

人
間
性
の
一
面
し
か
眺
め
な
い
平
和
主
義
者
に
と
っ
て
は
不
快
な
も
の
一
に
基
づ
か
せ
る
事
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
手

応
へ
あ
る
も
の
と
は
「
毒
」
を
含
ん
だ
も
の
の
事
で
も
あ
る
の
だ
。
　
「
毒
」
を
薄
め
る
や
う
な
真
似
を
し
て
は
い
け
な
い
、
と
小
林
秀

雄
は
再
三
再
四
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
は
ゆ
る
進
歩
思
想
で
は
な
い
、
し
か
し
進
歩
思
想
か
ら
よ
い
文
学
が
生
れ
る
の
は
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
オ
ー
ウ
ェ
ル
も
「
概
し
て
言
へ
ば
、
我
々
の
時
代
の
最
良
の
作
家
の
傾
向
は
反
動
的
で
あ
っ
た
」
と
言
ひ
切
っ

た
の
で
あ
る
。

　
無
責
任
に
濫
用
さ
れ
る
事
の
な
い
人
間
性
に
お
い
て
、
愛
国
心
は
正
当
な
位
置
を
占
め
て
み
る
、
ナ
ー
ウ
ェ
ル
は
「
先
祖
返
り
の
や

　
　
　
　
（
4
3
）

う
な
愛
国
心
」
（
葺
Φ
鋤
垂
準
ω
膏
Φ
巳
。
ぎ
昌
o
h
装
丁
二
9
凶
ω
ヨ
）
と
い
ふ
表
現
を
用
ゐ
、
小
林
秀
雄
は
「
性
慾
の
様
に
疑
へ
な
い
君
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
4
）

エ
ゴ
テ
ィ
ス
ム
即
ち
愛
国
心
」
と
い
ふ
表
現
を
用
み
て
愛
国
心
を
人
間
性
の
中
に
し
っ
か
り
位
置
づ
け
た
の
だ
が
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

場
合
、
「
愛
国
心
は
知
性
と
再
び
結
び
つ
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
ふ
の
は
く
定
言
命
法
〉
と
化
し
て
み
た
。
「
愛
国
心
と
知
性
の

　
（
4
6
）

乖
離
」
を
当
然
の
事
と
恩
讐
す
知
識
人
は
庶
民
の
文
化
か
ら
絶
縁
す
る
の
が
落
ち
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
愛
国
心
は
庶
民
の
中
に
こ
そ
無

意
識
の
う
ち
に
、
暗
黙
知
の
や
う
に
見
事
に
息
づ
い
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
庶
民
の
文
化
か
ら
絶
縁
す
る
と
は
「
感
情
の
浅
薄
」
を
保
証

す
る
や
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
考
へ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
示
的
に
決
し
て
表
さ
れ
る
事
の
な
い
庶
民
の
愛
国
心
に



く
み与

す
る
と
い
ふ
事
は
「
歴
史
の
感
覚
」
を
体
得
す
る
事
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
社
会
主
義
者
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、
知

性
と
愛
国
心
と
の
結
合
が
行
は
れ
得
る
の
は
、
社
会
主
義
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
と
信
じ
て
み
た
。
そ
の
や
う
な
意
味
合
ひ
の
も
の
が

次
の
文
に
窺
へ
る
筈
で
あ
る
。

　
愛
国
心
は
保
守
主
義
と
は
何
の
関
係
も
な
い
、
そ
れ
は
実
際
保
守
主
義
と
は
逆
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
変
化
し
て

や
ま
な
い
け
れ
ど
も
不
思
議
に
も
同
一
だ
と
感
じ
ら
れ
る
或
る
も
の
へ
の
献
身
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
未
来
と
過
去
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
め
し
　
　
（
4
7
）

を
繋
ぐ
橋
で
あ
る
。
真
の
革
命
家
が
国
際
主
義
者
で
あ
っ
た
例
は
な
い
。

文学と政治の問で

　
愛
国
心
が
保
守
思
想
と
無
縁
で
あ
る
と
い
ふ
断
定
は
大
い
に
疑
問
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
愛
国
心
を
盲
腸
の
や
う
に
切
除
し
て

啓
蒙
さ
れ
た
つ
も
り
で
る
る
、
感
情
の
浅
薄
な
人
士
、
歴
史
の
感
覚
を
喪
失
し
た
人
士
に
と
っ
て
、
文
学
と
政
治
の
退
引
ぎ
な
ら
ぬ

関
係
が
理
解
を
絶
し
た
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
だ
ら
う
。
こ
の
や
う
な
進
歩
的
入
士
は
、
　
「
非
常
時
の
政
策
」

に
協
力
し
た
ナ
ー
ウ
ェ
ル
を
、
　
「
非
常
時
の
思
想
」
を
掻
き
抱
い
た
作
家
と
看
傲
し
、
　
「
非
常
時
の
政
策
」
に
協
力
し
た
期
間
を
不
毛

の
期
間
と
決
め
つ
け
て
能
事
終
れ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
、
即
ち
「
極
く
当
り
前
に
、
だ
が
根
強
く
生
活
し
て
み
る
日
本

（
侶
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

人
」
、
「
黙
っ
て
み
る
も
う
一
人
の
微
妙
な
現
代
日
本
人
」
の
側
に
立
っ
て
、
思
索
し
物
を
書
い
た
小
林
秀
雄
に
関
し
て
も
同
様
に
浅
薄

な
批
判
が
、
進
歩
的
人
士
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
の
も
ま
た
必
至
、
と
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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