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一
　
は
じ
め
に

　

戦
後
大
阪
の
旧
大
阪
砲
兵
工
廠
跡
に
集
い
、
残
さ
れ
た
屑
鉄
を
換
金
し
て
生

活
し
て
い
た
人
々
│
│
通
称
ア
パ
ッ
チ
族
。
彼
ら
に
取
材
し
た
開
高
健
の
小
説

『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』（『
文
学
界
』
一
九
五
九
・
一
│
七
）
に
は
、
主
に
ふ
た

つ
の
性
質
が
読
み
こ
ま
れ
て
き
た
。
ひ
と
つ
は
戦
後
の
未
だ
混
沌
と
し
た
趣
を

残
す
場
に
躍
動
す
る
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
描
き
出
し
た
こ
と
。
川

本
三
郎
は
彼
ら
の
食
欲
に
注
目
し
て
「
胃
袋
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
言
っ
た
）
1
（

。
四

方
田
犬
彦
も
同
じ
く
食
事
シ
ー
ン
を
取
り
上
げ
、
本
作
の
祝
祭
性
を
語
っ
て
い

る
）
2
（

。
本
作
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
わ
け
で
は
な
い
高
澤
秀
次
も
、
祝
祭
性
が
本

作
の
特
徴
だ
と
指
摘
し
た
）
3
（

。
も
う
ひ
と
つ
の
点
は
、
ア
パ
ッ
チ
族
が
多
く
の
在

日
朝
鮮
人
を
抱
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
問
題
に
か
か
わ

る
。
朴
裕
河
は
本
作
に
「
未
開
地
を
眺
め
る
都
会
・
文
明
人
と
し
て
の
視
線
）
4
（

」

を
見
出
し
て
批
判
し
た
。
あ
る
い
は
丸
川
哲
史
は
本
作
が
戦
後
性
を
印
象
づ
け

て
い
る
点
を
重
視
し
、「
戦
争
の
継
続
状
態
の
「
戦
後
」」
を
論
じ
て
い
る
）
5
（

。

　

こ
う
し
て
見
る
と
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
研
究
・
批
評
に
お
い
て
は
何
が

書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
内
容
の
側
面
が
中
心
的
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
こ
と

が
分
か
る
。
し
か
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
て
も
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
問
題
に

し
て
も
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
即
座
に
作
品
の
性
質
と
し
て
同
定
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
事
象
が
作
品
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
、
ど
の
よ
う

な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
う
い
っ
た
形
式
的
な
面
の
考
察
が
不
可
欠

で
あ
る
。
本
論
文
で
は
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
構
造
を
分
析
し
た
う
え
で
、

素
材
・
作
品
・
作
者
の
関
係
を
改
め
て
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
語
り
手
の
存
在

　

頭
領
の
「
キ
ム
」
と
、
彼
に
従
う
「
ラ
バ
」、「
め
っ
か
ち
」、「
オ
カ
マ
」
な

ど
と
名
づ
け
ら
れ
た
ア
パ
ッ
チ
族
が
演
じ
る
群
像
劇
が
中
心
を
成
す
『
日
本
三

文
オ
ペ
ラ
』
だ
が
、
そ
の
書
き
出
し
は
こ
う
な
っ
て
い
た
。

開
高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
屈
折

│
│ 

自
己
批
判
の
構
造 

│
│

山
　
田
　
宗
　
史
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あ
と
で
仲
間
か
ら
〝
フ
ク
ス
ケ
〞
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ひ
と
り
の

男
が
す
こ
し
酔
っ
た
よ
う
な
足
ど
り
で
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
を
歩
い
て
い

た
。
見
た
と
こ
ろ
は
大
き
な
男
だ
が
、
す
こ
し
猫
背
で
、
穴
の
あ
い
た
水

袋
の
よ
う
に
筋
肉
が
骨
の
う
え
で
た
る
み
、
す
っ
か
り
弱
り
き
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
あ
き
ら
か
な
の
は
、「
フ
ク
ス
ケ
」
と
呼
ば
れ
る
男
が
主
人
公
で
あ

り
な
が
ら
、
彼
と
は
異
な
る
人
物
が
語
り
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

ホ
ワ
ー
ド
・
カ
ー
テ
ス
は
本
作
の
語
り
手
の
登
場
は
「
突
然
」
で
あ
っ
て
、「
フ

ク
ス
ケ
」
の
「
第
一
人
称
的
な
書
き
方
」
が
本
筋
だ
と
論
じ
た
が
）
6
（

、
語
り
手
の

登
場
は
冒
頭
か
ら
だ
か
ら
「
突
然
」
と
は
言
え
な
い
）
7
（

。
フ
ク
ス
ケ
の
行
動
に
つ

い
て
「
ど
う
し
て
電
車
に
の
り
こ
ん
だ
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
述
べ
た

り
、
あ
る
い
は
女
の
「
ア
パ
ッ
チ
部
落
や
が
な
」
と
い
う
台
詞
の
あ
と
に
「
早

口
な
の
で
フ
ク
ス
ケ
に
は
聞
き
と
れ
な
か
っ
た
」
と
書
い
た
り
、
こ
の
語
り
手

の
存
在
を
前
提
し
な
け
れ
ば
不
自
然
な
場
面
は
冒
頭
に
限
ら
ず
多
く
あ
る
。
ま

た
、「
水
屋
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
フ
ク
ス
ケ
の
い
あ
わ
せ
て
い
な
い
出
来

事
が
語
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
独
立
し
た
語
り
手
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
「
あ
と
で
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
そ
の
後
の
展
開
を
知
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
一
貫
し
た
特
徴
で
、
第
二
章
に
は
「
こ
れ
は

あ
と
で
書
く
」
な
ど
と
あ
る
し
、
初
出
の
か
た
ち
で
は
、
語
り
手
が
「
一
度
は
、

ぜ
ひ
、
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
と
ア
パ
ッ
チ
族
の
記
録
を
決
意
す
る

場
面
が
あ
っ
た
り
、「
以
下
に
つ
づ
く
の
は
、
そ
の
、『
手
』
の
種
族
の
物
語
で

あ
る
」
と
い
う
物
語
を
枠
づ
け
る
一
文
が
現
わ
れ
た
り
す
る
。
語
り
手
は
物
語

の
行
く
末
を
見
通
す
よ
う
な
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

語
り
手
は
物
語
を
内
在
的
に
語
る
の
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
見
て
い
る
。
先

を
見
通
し
、
雄
勁
さ
を
発
揮
し
て
活
躍
し
て
い
た
ア
パ
ッ
チ
族
が
そ
の
力
を

徐
々
に
失
っ
て
い
き
、
解
散
に
追
い
こ
ま
れ
る
と
い
う
展
開
を
知
っ
て
い
る
た

め
に
、
語
り
手
は
冷
静
な
視
線
を
獲
得
す
る
。
ア
パ
ッ
チ
族
の
活
躍
を
語
る
に

あ
た
っ
て
も
、「
こ
の
こ
と
は
あ
と
で
詳
し
く
し
ら
べ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
」

や
「
横
の
連
帯
関
係
が
発
生
す
る
沈
殿
や
腐
敗
の
痕
跡
が
見
う
け
ら
れ
る
こ
と

は
あ
る
ま
い
と
い
う
予
想
が
当
然
生
ま
れ
る
が
、
こ
れ
は
お
い
お
い
と
観
察
し

て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
」
と
、
事
実
を
述
べ
る
一
方
で
そ
の
判
断
を
保
留
す
る

よ
う
に
記
述
し
て
、
ア
パ
ッ
チ
族
に
対
す
る
評
価
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
る
。
本
作
に
お
け
る
ア
パ
ッ
チ
族
は
、「
キ
ム
」
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「
理
想
社
会
」
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
語
り
手
は
ア
パ
ッ
チ

族
を
冷
静
に
、
あ
る
い
は
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
。

　

話
の
進
行
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
語
り
手
の
見
方
と
ア
パ
ッ
チ
族
の
自
己
認

識
の
齟
齬
が
広
が
っ
て
い
く
。
第
四
章
で
は
、
部
落
の
外
で
は
全
く
役
に
立
た

な
い
状
態
の
「
ア
タ
リ
屋
」
と
「
水
屋
」
が
ア
パ
ッ
チ
族
に
よ
っ
て
有
用
な
存

在
に
な
る
と
い
う
、
彼
ら
の
寛
容
さ
と
再
生
能
力
を
示
す
事
態
を
紹
介
す
る
も

の
の
、
す
ぐ
に
「
炭
礦
の
組
合
運
動
で
首
に
な
っ
た
と
い
う
男
」
を
登
場
さ
せ
、

ア
パ
ッ
チ
族
に
感
心
し
て
い
る
フ
ク
ス
ケ
に
対
し
て
「
は
げ
し
い
冷
嘲
」
を
こ

め
た
「
こ
こ
は
地
上
天
国
ぞ
」
と
い
う
皮
肉
を
言
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
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あ
と
す
ぐ
、
フ
ク
ス
ケ
が
ア
パ
ッ
チ
族
の
体
制
の
「
ま
っ
た
く
あ
や
ふ
や
な
も

の
で
あ
る
こ
と
」
に
気
づ
く
と
い
う
よ
う
に
物
語
は
進
む
。
き
っ
か
け
は
「
オ

カ
マ
」
が
「
キ
ム
」
の
組
か
ら
別
の
組
に
黙
っ
て
移
動
し
て
し
ま
う
と
い
う
出

来
事
で
あ
る
。
一
見
こ
れ
は
、
黙
っ
て
出
て
い
っ
た
「
オ
カ
マ
」
が
戻
っ
て
き

て
も
咎
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
自
由
さ
を
示
す
肯
定
的

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
思
わ
れ
る
が
、
語
り
手
は
、
そ
れ
は
組
の
親
分
が
「
不
平
等
」

を
強
要
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
の
だ
と
す
ぐ
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
キ
ム
」

が
フ
ク
ス
ケ
に
「
寝
返
り
を
す
す
め
た
」
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
キ
ム
は
自
分

の
不
当
利
益
を
寛
容
の
誇
示
に
す
り
か
え
て
」
と
ま
で
評
し
、
批
判
的
な
ま
な

ざ
し
を
隠
さ
な
い
。

　

語
り
手
が
は
っ
き
り
自
ら
の
評
価
を
示
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
次
に
「
ゴ
ン
」、

「
ラ
バ
」、「
め
っ
か
ち
」
と
い
っ
た
ア
パ
ッ
チ
族
内
の
個
々
の
人
物
に
焦
点
を

あ
て
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
あ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
武
勲
を
語
る
段
が
終
わ
っ
た
と

こ
ろ
で
語
り
手
は
、
そ
の
行
動
に
つ
い
て
「
む
し
ろ
、
ア
パ
ッ
チ
族
た
ち
の
行

動
は
必
死
の
あ
が
き
の
あ
ら
わ
れ
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
正
し
か
っ
た
」
と
述
べ
る

の
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
物
語
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
、
旧
大
阪
砲
兵
工
廠
跡
内

に
銀
が
あ
る
と
い
う
噂
に
ア
パ
ッ
チ
族
が
沸
き
立
ち
、
そ
の
獲
得
に
奔
走
す
る

話
に
な
る
と
、
語
り
手
は
ア
パ
ッ
チ
族
の
興
奮
と
は
反
対
に
「
毎
日
目
に
見
え

て
傾
斜
の
は
げ
し
く
な
っ
て
ゆ
く
部
落
の
困
窮
を
見
れ
ば
彼
ら
の
や
っ
た
こ
と

が
果
し
て
ど
れ
だ
け
独
立
を
誇
れ
る
も
の
か
、
疑
問
の
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
」
と
、

か
な
り
冷
や
や
か
な
見
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
ア
パ
ッ
チ
族

へ
の
評
価
を
段
階
的
に
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
よ
う
調
整
す
る
周
到
さ
を
持
っ

て
い
る
印
象
を
与
え
る
。

　

ま
た
話
題
の
選
択
も
一
見
無
作
為
な
よ
う
で
い
て
、
語
り
手
の
評
価
、
つ
ま

り
ア
パ
ッ
チ
族
へ
の
批
判
を
悟
ら
せ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
の

「
一
人
狼
」
に
対
す
る
反
感
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
第
五
章
で
「
あ
る

男
は
合
図
の
ネ
ズ
ミ
鳴
き
を
し
な
か
っ
た
た
め
に
暗
が
り
で
ア
パ
ッ
チ
族
に
殴

ら
れ
て
半
殺
し
に
な
り
、
あ
る
男
は
白
シ
ャ
ツ
を
着
て
鉱
山
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ

た
め
に
私
服
刑
事
と
ま
ち
が
え
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
た
半
殺
し
同
様
に
殴
ら
れ

た
」
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
れ
は
象
徴
的
な
ル
ー
ル
を
通
し
て
部
落
の
窮
屈

さ
を
印
象
づ
け
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
前
の
第
三
章
で
同
様
に

「
あ
る
〝
流
れ
ア
パ
ッ
チ
〞」
が
ア
パ
ッ
チ
族
内
の
ル
ー
ル
を
守
ら
な
か
っ
た
た

め
に
「
撲
殺
せ
ん
ば
か
り
の
迫
害
を
加
え
」
ら
れ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
際
に

は
、「
こ
の
戒
律
は
異
様
に
生
き
て
い
た
」
と
い
う
フ
ク
ス
ケ
の
感
嘆
が
強
調

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
出
来
事
は
ア
パ
ッ
チ
族
の
ル
ー
ル
遵
守
の
姿
勢
へ

の
称
賛
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
ま
た
、
ア
パ
ッ
チ
族
に
よ
っ
て
有
用

な
存
在
と
な
っ
た
「
ア
タ
リ
屋
」
も
、
銀
の
噂
が
広
ま
る
な
か
で
、
再
び
「
目

の
か
す
ん
だ
、
い
い
か
げ
ん
な
、
誇
大
妄
想
の
、
で
た
ら
め
八
百
で
不
景
気
の

た
め
頭
の
お
か
し
く
な
っ
た
、
た
と
え
嘘
を
つ
い
て
で
も
ひ
と
の
注
目
を
ひ
く

よ
り
し
か
た
の
な
い
愛
情
乞
食
の
不
具
者
、
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
し
ま
」
う

こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
「
再
生
」
の
能
力
も
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
銀
獲
得
計
画
の
相
談
の
た
め
に
集
ま
っ
た
際
の
う

ど
ん
屋
で
の
活
気
に
溢
れ
た
様
子
も
、
そ
の
計
画
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
あ
と
は

「
笑
声
は
起
ら
ず
、
叫
声
は
い
ず
れ
も
焦
燥
と
殺
気
に
み
ち
、
時
間
つ
ぶ
し
の
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手
慰
み
の
は
ず
の
も
の
が
し
ば
し
ば
真
剣
勝
負
の
賭
博
に
な
り
か
け
て
、
と
げ

と
げ
し
い
争
い
声
の
走
る
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
様
子
に
変
じ
て
し

ま
う
。

　

似
た
出
来
事
を
前
後
で
紹
介
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味
づ
け
を
変
え
て
い
く
こ

と
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
物
語
を
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
価
値
評
価

を
あ
き
ら
か
に
す
る
よ
う
な
言
葉
、
話
題
を
選
択
し
て
い
る
。
作
中
に
記
さ
れ

た
出
来
事
は
彼
の
目
を
通
し
た
、
微
妙
な
屈
折
を
加
え
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
を
持
っ
た
語
り
手
は
単

純
な
機
能
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
明
確
な
形
象
を
与
え
ら
れ
、
意
味

を
問
う
こ
と
も
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
く
に
終
盤
に
注
目
す

る
こ
と
で
判
明
す
る
。

三
　「
相
対
的
価
値
維
持
課
」
の
意
味

　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
終
盤
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
事
実
を
語
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
叙
述
に
反
し
て
、
極
め
て
虚
構
性
の
強
い
「
相
対
的
価
値
維
持
課
」

の
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
。
銀
の
獲
得
に
失
敗
し
た
あ
と
、
窮
し
た
「
キ
ム
」

は
、
訪
れ
た
市
役
所
で
た
ら
い
ま
わ
し
に
さ
れ
た
末
、
こ
こ
に
辿
り
つ
く
。
そ

の
「
市
役
所
の
な
か
で
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
場
所
に
は
「
よ
ぼ

よ
ぼ
の
老
人
が
た
っ
た
ひ
と
り
書
類
に
埋
も
れ
て
い
る
き
り
で
」、
彼
は
ア

パ
ッ
チ
族
に
か
ん
す
る
資
料
を
収
集
し
て
い
た
。
老
人
は
、「
キ
ム
」
た
ち
の

話
を
聞
き
、「
同
情
と
理
解
」
を
示
し
た
う
え
、ア
パ
ッ
チ
族
の
来
歴
を
「
キ
ム
」

た
ち
以
上
に
詳
し
く
話
し
出
し
、
そ
の
話
は
「
事
実
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な

か
っ
た
が
、
し
ば
し
ば
そ
の
話
の
細
部
は
キ
ム
に
と
っ
て
讃
辞
と
思
い
こ
み
た

く
な
る
よ
う
な
描
写
に
み
ち
て
い
た
」。「
キ
ム
」
は
そ
れ
を
聞
き
感
心
す
る
が
、

次
に
老
人
は
「
警
察
と
財
務
局
の
こ
と
を
お
な
じ
口
調
で
」
語
り
出
す
。
そ
れ

も
同
様
に
「
同
情
と
理
解
」
を
示
し
、
そ
し
て
「
事
実
の
描
写
が
そ
の
ま
ま
讃

辞
と
な
る
」
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
老
人
の
話
は
続
け
て
「
財
務
局
」
の
こ
と

に
も
及
ぶ
の
だ
が
、
つ
い
に
「
キ
ム
」
は
耐
え
き
れ
ず
「
ほ
ん
な
ら
、
い
っ
た

い
、
わ
い
ら
は
ど
な
い
な
り
ま
ん
の
や
⁈
」
と
叫
ぶ
に
至
る
。
そ
れ
に
対
し
老

人
は
、「
…
…
こ
こ
は
実
行
機
関
で
は
な
い
の
で
す
」
と
答
え
る
こ
と
し
か
し

な
い
。

　
「
相
対
的
価
値
維
持
課
」
の
老
人
は
ア
パ
ッ
チ
族
に
か
ん
す
る
資
料
を
集
め
、

当
人
た
ち
よ
り
ア
パ
ッ
チ
族
に
詳
し
く
な
り
、
語
っ
て
い
た
。
実
は
彼
の
こ
う

し
た
行
為
は
、
語
り
手
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
語
り
手
の
位

置
を
精
査
す
る
こ
と
で
自
ず
と
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

語
り
手
は
フ
ク
ス
ケ
と
違
う
人
物
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
異
な
る
性
質
を

与
え
ら
れ
て
い
た
。
カ
ー
テ
ス
が
「
フ
ク
ス
ケ
自
身
の
意
識
か
ら
生
じ
る
は
ず

の
な
い
」
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
へ
の
言
及
を
指
摘
し
た
よ
う
に
、
語
り
手
は
フ

ク
ス
ケ
よ
り
も
高
い
知
的
教
養
を
備
え
て
い
る
も
の
と
見
え
る
。
こ
れ
以
外
に

も
、
語
り
手
の
知
識
の
豊
富
さ
は
「
数
人
の
奇
蹟
的
な
作
家
の
感
性
に
つ
い
て

の
文
学
理
論
」、「
見
る
こ
と
は
そ
の
も
の
自
体
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
精

神
の
必
然
的
傾
性
」、「
ヘ
イ
エ
ル
ダ
ー
ル
の
理
論
」、「
結
局
い
つ
も
の
『
ド
ノ

ゴ
ォ
・
ト
ン
カ
』」「
無
主
物
占
有
観
念
」、「
居
住
者
優
先
権
」
と
い
っ
た
言
葉
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か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
の
知
識
の
対
象
は
ア
パ
ッ
チ
族
に
も
及
び
、
彼
ら
の

発
生
を
六
十
六
年
も
の
時
を
遡
っ
て
語
り
、「
管
轄
の
東
警
察
署
と
城
東
警
察

署
の
担
当
刑
事
の
調
書
を
読
ん
で
も
」
と
警
察
署
に
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
も

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
は
ア
パ
ッ
チ
族
に
対
し
て
は
外
在
的

で
、
彼
ら
の
こ
と
を
豊
富
な
知
識
と
詳
細
な
調
査
に
も
と
づ
い
て
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
初
出
の
か
た
ち
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
語
り
手
が
「
あ
る
晩
、

私
は
新
宿
の
い
つ
も
の
小
屋
で
」
と
は
っ
き
り
「
私
」
と
し
て
登
場
し
、
新
宿

で
見
か
け
た
少
女
に
フ
ク
ス
ケ
や
ア
パ
ッ
チ
族
を
想
起
し
て
、
自
ら
が
そ
の
傍

で
過
去
過
ご
し
て
い
た
と
表
明
し
て
い
る
の
も
目
に
つ
く
。
そ
の
と
き
、
ア

パ
ッ
チ
族
の
い
た
「
風
景
は
ど
う
し
て
も
一
度
は
書
き
た
い
と
思
つ
て
い
た
」

と
思
う
と
こ
ろ
に
は
、
彼
の
ア
パ
ッ
チ
族
に
対
す
る
同
情
や
共
感
の
念
が
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。

　

語
り
手
も
老
人
も
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
外
部
に
あ
り
な
が
ら
彼
ら
に
つ
い
て
詳

し
く
、
彼
ら
の
事
績
を
事
実
に
従
っ
て
述
べ
て
い
た
。
あ
る
い
は
同
情
も
抱
い

て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
と
老
人
は
重
な
り
あ
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
は
、「
キ
ム
」
が
発
す

る
老
人
へ
の
批
判
で
あ
る
。
も
し
老
人
が
語
り
手
と
重
な
り
あ
う
と
す
れ
ば
、

こ
の
批
判
の
対
象
に
は
語
り
手
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手

も
老
人
も
物
語
る
ば
か
り
で
ア
パ
ッ
チ
族
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
一

点
で
当
事
者
の
「
キ
ム
」
か
ら
批
判
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
り
手
の

最
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
語
り
手
は
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
を
語
る
と
い
う

機
能
を
果
た
す
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
語
り
を
問
題
に
す
る
た
め

に
作
り
出
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
を
読
み
と
ら
な
け
れ
ば
、
語
り
手
の
は
っ
き
り
し
た
輪
郭

も
、「
相
対
的
価
値
維
持
課
」
の
登
場
も
、
宙
に
浮
い
た
余
計
な
部
分
に
な
っ

て
し
ま
う
。
フ
ク
ス
ケ
の
「
第
一
人
称
的
な
書
き
方
」
で
は
解
決
で
き
な
い
構

造
的
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
批
判
は
、
そ
う
し
た

小
説
の
平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
の
み
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
射
程
を
持
っ
て
い

る
。

四
　
作
者
の
屈
折

　

語
り
手
へ
の
批
判
は
、
語
り
手
を
突
き
抜
け
て
作
者
・
開
高
健
に
も
及
ぶ
。

な
ぜ
な
ら
、
語
り
手
の
行
為
（
ア
パ
ッ
チ
族
の
資
料
を
集
め
、
彼
ら
の
行
動
を

同
情
的
に
語
る
こ
と
）
は
、
開
高
が
行
っ
た
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
執
筆
と

相
同
的
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

三
重
野
ゆ
か
と
越
前
谷
宏
が
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
開
高
は
『
日
本
三

文
オ
ペ
ラ
』
執
筆
に
あ
た
っ
て
新
聞
記
事
な
ど
の
資
料
を
集
め
、
ア
パ
ッ
チ
族

の
部
落
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
出
入
り
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
）
8
（

。
そ

う
し
て
得
た
情
報
を
も
と
に
し
て
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
構
成
さ
れ
た
わ
け

だ
が
）
9
（

、
こ
れ
は
語
り
手
や
老
人
の
取
り
組
み
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
語

り
手
や
老
人
は
、
こ
の
開
高
自
身
の
行
為
を
形
象
化
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

彼
ら
を
非
難
す
る
「
キ
ム
」
の
一
声
は
、
物
語
る
こ
と
が
実
行
に
は
結
び
つ
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か
な
い
、
つ
ま
り
現
実
に
苦
し
む
ア
パ
ッ
チ
族
を
救
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
点
を
衝
く
も
の
だ
っ
た
。
開
高
が
た
と
え
ア
パ
ッ
チ
族
に
同
情
を
感
じ
て

い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
を
小
説
化
す
る
こ
と
は
彼
ら
に
対
し
て
何
の
意
味
も
持

た
な
い
と
い
う
、
他
者
を
語
る
と
い
う
行
為
に
か
か
わ
る
倫
理
的
な
問
い
が
こ

こ
に
は
あ
る
。

　

た
し
か
に
そ
の
問
い
へ
の
応
答
が
本
作
に
十
分
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
問
題
の
所
在
を
示
す
に
は
至
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
こ
と
は
「
キ
ム
」
に
よ
っ
て
前
景
化
さ
れ
る
語
り
と
い
う
形
式
的
な

側
面
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
ア
パ
ッ
チ
族
を
下
層
に
位
置
づ
け
る
）
10
（

よ
う
な
構
造

化
に
注
目
す
る
こ
と
で
発
見
で
き
る
。

　

ま
ず
作
中
で
の
ア
パ
ッ
チ
族
の
位
置
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
最
初
ア
パ
ッ
チ

族
は
フ
ク
ス
ケ
の
前
に
現
わ
れ
る
。
フ
ク
ス
ケ
が
出
会
う
初
め
て
の
ア
パ
ッ
チ

族
は
あ
る
女
だ
が
、
こ
の
女
が
「
煮
込
み
と
モ
ツ
丼
」
が
食
べ
た
い
フ
ク
ス
ケ

に
「
ぜ
い
た
く
や
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、「
店
で
食
わ
せ
る
も
の
で
は
そ
れ

以
下
の
も
の
が
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
フ
ク
ス
ケ
は
、
女
の
言
葉
に
ち
ょ
っ

と
お
ど
ろ
い
た
」。
こ
の
驚
き
は
「
以
下
の
も
の
が
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
た
」

と
あ
る
よ
う
に
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
嗜
好
が
フ
ク
ス
ケ
よ
り
も
下
位
に
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
後
ア
パ
ッ
チ
部
落
に
案
内
さ
れ
て
か
ら
も
、
フ
ク
ス

ケ
の
驚
愕
や
戸
惑
い
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
の
フ
ク
ス
ケ
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
か
。
彼
は
語
り
手
よ
り
も
下
の

階
層
の
存
在
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
語
り
手
の
知
識
が
フ
ク
ス
ケ
に
教
え

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
ま
た
フ
ク
ス
ケ

は
、
最
初
の
舞
台
で
あ
る
「
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
」
に
お
い
て
も
排
除
さ
れ
る

存
在
だ
っ
た
。
冒
頭
部
分
で
は
、「
さ
す
が
不
潔
好
き
の
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町

の
連
中
も
、
こ
の
男
が
や
っ
て
く
る
の
を
見
る
と
、
眼
を
そ
む
け
た
」、「
軒
な

み
何
十
軒
と
数
知
れ
ぬ
飲
食
店
を
ま
え
に
し
て
も
、
ま
た
、
そ
こ
に
ウ
ン
カ
の

よ
う
な
通
行
人
の
群
れ
が
あ
っ
て
も
、
一
度
な
に
か
が
狂
い
だ
す
と
豆
一
粒
食

え
ぬ
と
い
う
の
は
し
ば
し
ば
あ
り
が
ち
な
こ
と
だ
」、「
さ
す
が
不
潔
で
旺
盛
で

物
好
き
な
横
町
の
連
中
も
彼
の
体
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
ね
ば
ね
ば
し
た
悪
臭
に
は

た
ま
り
か
ね
て
、
み
ん
な
体
を
さ
け
、
彼
が
の
ろ
の
ろ
と
通
り
す
ぎ
る
の
を
道

の
は
し
で
待
っ
た
」
と
、
ほ
か
の
人
々
よ
り
も
フ
ク
ス
ケ
が
不
潔
で
貧
し
い
こ

と
が
次
々
に
示
さ
れ
て
い
く
の
だ
。

　

そ
し
て
フ
ク
ス
ケ
や
ア
パ
ッ
チ
族
が
登
場
す
る
空
間
を
、
語
り
手
は
一
貫
し

て
下
層
と
し
て
描
写
し
て
い
く
。
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
に
つ
い
て
は
「
湿
疹
部
」

や
「
栄
養
と
淫
猥
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
熱
っ
ぽ
い
野
合
を
し
て
い
た
」、「
腫
物
」

と
い
っ
た
言
葉
で
猥
雑
さ
が
強
調
さ
れ
、
ア
パ
ッ
チ
族
の
住
む
地
域
に
は
、
同

じ
「
湿
疹
部
」、「
腫
物
」
と
い
っ
た
言
葉
や
、「
か
さ
ぶ
た
」、「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の

古
帯
」
と
い
っ
た
比
喩
が
使
わ
れ
、「
そ
の
低
地
性
、
貧
窮
、
陰
湿
さ
、
ゆ
き

あ
た
り
ば
っ
た
り
の
、
ま
さ
に
精
粋
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の

空
間
に
い
る
人
々
も
、
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
下
層
の
人
々
で
あ
る
こ
と
を
示
す

表
現
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
の
人
々
は
「
ウ
ン
カ
」、「
ぼ

う
ふ
ら
の
群
れ
」
に
喩
え
ら
れ
、
フ
ク
ス
ケ
に
は
「
猫
背
」、「
水
袋
」、「
塵
芥

山
」、「
ひ
き
肉
」
と
い
っ
た
非
人
間
化
す
る
比
喩
や
「
か
た
ち
ん
ば
」、「
白
内

障
」、「
子
供
く
さ
い
」
と
い
っ
た
身
体
的
障
碍
や
病
に
関
わ
る
語
彙
が
使
わ
れ
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る
。
ア
パ
ッ
チ
族
も
、「
松
の
幹
の
よ
う
に
」、「
蟻
が
ビ
ス
ケ
ッ
ト
屑
を
は
こ

ぶ
よ
う
に
」、「
そ
の
動
き
は
軟
体
動
物
の
蠕
動
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
し
か
っ
た
」、

「
泥
ん
こ
の
イ
ル
カ
」、「
イ
ワ
シ
の
回
遊
現
象
そ
の
ま
ま
」、「
ビ
ー
バ
ー
の
よ

う
に
」
な
ど
の
表
現
で
、
人
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
は
作
ら
れ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
語
り
手
よ
り
も
下
層
に
位
置
す
る
空
間
と
し
て
ジ
ャ

ン
ジ
ャ
ン
横
町
や
ア
パ
ッ
チ
族
の
住
む
地
域
と
い
っ
た
空
間
は
設
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
生
活
す
る
人
々
に
つ
い
て
、
順
番
に
ジ
ャ
ン
ジ
ャ

ン
横
町
の
人
々
、
フ
ク
ス
ケ
、
ア
パ
ッ
チ
族
と
い
う
階
層
づ
け
が
行
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
よ
り
も
下
位
の
フ
ク
ス
ケ
、
そ

れ
よ
り
も
下
層
の
ア
パ
ッ
チ
族
、
と
い
う
風
に
、
一
種
の
否
定
の
連
鎖
に
よ
っ

て
混
沌
と
し
た
様
子
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
パ
ッ
チ
族
の
イ
メ
ー
ジ

は
こ
の
差
異
化
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
差
異
化
の
始
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
語
り
手
で
あ
る
。
語
り
手
の
持
つ

基
準
か
ら
、「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
奔
放
な
イ
メ
ー
ジ
は
作
ら
れ

て
い
た
。
先
行
論
で
は
、
そ
う
し
た
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
日
常
性
か
ら
逸
脱

す
る
た
め
に
「
祝
祭
的
」
と
い
う
印
象
を
与
え
、
ア
パ
ッ
チ
族
は
別
の
世
界
を

開
く
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
見
ら
れ
て
い
た
）
11
（

。
し
か
し
差
異
化
の
起
点
が
語
り

手
で
あ
る
限
り
、
こ
の
語
り
手
の
立
ち
位
置
が
ゆ
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
語
り
手

は
非
日
常
を
語
り
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
部
外
者
で
、
そ
の
混
沌
に
呑
ま
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
非
日
常
が
語
り
手
の
否
定
形
と
し
て
析
出
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
語
り
手
の
姿
勢
が
ゆ
ら
い
で
し
ま
っ
て
は
そ
の

非
日
常
を
構
成
す
る
秩
序
が
崩
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
従

う
か
ぎ
り
、
語
り
手
は
部
外
者
に
終
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
本
作
に
「
文
明
側
の
視
線
」
を
見
出
し
て
も
、
そ
れ
は
本
作
の
語
り

を
な
ぞ
っ
た
だ
け
で
、
批
判
に
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
混
沌
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

読
み
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
語
り
手
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
枠
組
み
に
従
っ
て
い

る
だ
け
で
、
そ
の
批
判
の
契
機
を
取
り
落
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
で
、『
日

本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
注
目
に
値
す
る
語
り
の
戦
略
を
持
っ
た
作
品
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
李
建
志
は
本
作
に
、
日
本
文
学
に
あ
る
、
在
日
朝
鮮
人
を
体
制
批
判
の

同
志
と
み
な
す
ま
な
ざ
し
を
読
み
と
っ
て
い
た
）
12
（

。
し
か
し
こ
こ
ま
で
の
分
析
か

ら
分
か
る
こ
と
は
、
開
高
の
批
判
は
体
制
に
向
か
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

語
り
手
、
そ
し
て
開
高
自
身
に
も
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
（
仮
構
さ
れ
た
）
混
沌
に
何
ら
か
の
「
エ
ネ
ル

ギ
ー
」
を
見
出
す
視
線
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。
独
立
し
た
語
り
手
の
存
在
、

そ
し
て
「
相
対
的
価
値
維
持
課
」
に
お
け
る
「
キ
ム
」
の
批
判
を
通
し
て
、
語

る
者
が
自
身
の
足
場
を
ゆ
ら
が
せ
な
い
こ
と
が
他
者
を
語
る
行
為
に
お
い
て
溝

を
作
り
出
す
と
い
う
関
係
性
を
捉
え
返
す
ま
な
ざ
し
が
、『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』

に
は
胚
胎
し
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
は
従
来
ア
パ
ッ
チ
族
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
祝
祭
性
か
ら
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評
価
さ
れ
る
か
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
批
判
さ
れ
る
か
、
主

に
ふ
た
つ
の
読
み
方
を
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
作
は
あ
く
ま
で
も
語
り
手
の

言
葉
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
作
中
の
要
素
を
そ
の
ま
ま
作
品
の
性
質
や
作
者

の
判
断
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
詳
し
く
検
討
し
て
分
か
っ
て
く

る
の
は
、
本
作
は
そ
う
し
た
内
容
を
語
る
、
そ
の
行
為
自
体
を
問
題
化
し
て
い

る
こ
と
だ
。
だ
か
ら
内
容
に
つ
い
て
だ
け
で
評
価
や
批
判
を
お
さ
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
語
る
行
為
に
対
す
る
反
省
と
批
判
は
『
日
本
三
文
オ
ペ

ラ
』
の
執
筆
と
い
う
作
者
の
行
為
に
も
及
ん
で
い
る
。
他
者
に
取
材
し
、
彼
ら

を
切
り
取
り
演
出
す
る
と
き
必
ず
生
じ
て
し
ま
う
溝
が
、「
キ
ム
」
の
一
声
に

よ
っ
て
照
射
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
祝
祭
性
も
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ

ム
も
他
者
性
を
め
ぐ
っ
て
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
語
り
自
体
の
機
構

に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
方
法
に
価
値
が
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
祝
祭
論
に
異
な
る
視
点

を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
祝
祭
や
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
と
い
っ
た
他
者
性
に
よ
っ
て
、

硬
直
し
た
現
実
、
さ
ら
に
は
権
力
機
構
を
打
破
す
る
、
と
い
う
議
論
が
し
ば
し

ば
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
心
的
な
参
照
先
は
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
で
、
彼

の
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
と
中
世
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
民
衆
文
化
』
は
祝

祭
性
の
事
典
と
し
て
大
い
に
活
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
他
者
の
領
域
へ

の
期
待
が
一
方
で
持
つ
権
力
性
、
そ
し
て
祝
祭
と
権
力
と
の
相
互
依
存
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
リ
ブ
ラ
ス
と
ア
ロ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
は
他
者

の
領
域
は
そ
も
そ
も
近
代
的
合
理
性
が
潔
癖
な
自
己
表
象
の
た
め
に
自
己
内
部

か
ら
分
節
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
レ
ス
ク
が
本
質
的
に
権
力
機
構

へ
の
批
判
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
た
。
ま
た
そ
れ

ゆ
え
に
、
理
性
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
「
下
層
」
へ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
増

幅
さ
せ
て
い
く
。「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
自
己
の
内
部
に
あ
る
下
層
の
雑
音
を
押
さ

え
つ
け
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
自
分
自
身
の
二
重
性
を
増

幅
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
と
き
に
恐
ろ
し
く
、
と
き
に
は
恍
惚
と
な
る

よ
う
な
感
覚
、
自
分
が
自
己
の
外
側
に
い
る
と
い
う
感
覚
を
か
き
た
て
た
の
で

あ
る
）
13
（

。」
そ
の
よ
う
に
し
て
自
己
批
判
的
に
な
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
身
振
り
を
、

開
高
は
な
ぞ
っ
て
い
る
よ
う
で
は
な
い
か
。
ア
パ
ッ
チ
族
と
い
う
他
者
に
取
材

し
て
行
わ
れ
た
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
執
筆
が
、
そ
の
身
振
り
に
合
致
し
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
、
開
高
は
ど
こ
か
で
気
づ
い
て
い
た
。
そ
の
誤
り
を
示

す
た
め
に
、
開
高
は
自
身
の
行
動
を
形
象
化
し
、
彼
に
そ
う
し
た
失
敗
を
演
じ

さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
作
者
・
語
り
手
・
登
場
人
物
（
老
人
）
へ
の
分
裂
と

自
己
批
判
は
、
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
抱
え
た
「
下
層
」
へ
の
「
嫌
悪
と
欲

望
」
を
示
す
典
型
的
な
例
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
他
者

と
の
関
係
性
に
お
い
て
生
じ
る
問
題
の
在
り
処
を
照
ら
し
出
す
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

　

ま
た
開
高
の
作
品
の
系
列
か
ら
見
て
も
、『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
見
た
自

己
批
判
の
姿
勢
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
開
高
は
自
身
の
内
面
に
向
か
う

「
私
小
説
」
的
な
小
説
で
は
な
く
、
自
身
の
外
部
に
向
か
う
小
説
を
目
指
し
て

い
た
。
の
ち
の
回
想
で
は
、
こ
れ
を
「
求
心
力
」
で
は
な
く
「
遠
心
力
」
に
乗

る
こ
と
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
が
）
14
（

、「
裸
の
王
様
」（『
文
学
界
』
一
九
五
七
・

一
二
）
に
よ
っ
て
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
直
後
の
発
言
に
も
、
似
た
内
容
が
見
ら
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高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
屈
折
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れ
る
。や

っ
と
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
や
り
は
じ
め
た
ば
か
り
だ
。
定
型
化
を
さ
け
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
、
私
は
今
後
ど
し
ど
し
や
っ
て
み
た
い
と
お
も
っ
て

い
る
）
15
（

。

　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
と
い
う
作
品
に
は
手
こ
ず
っ
て
い
る
。
文
体
や
発

想
法
や
主
題
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
面
で
私
は
自
分
の
カ
ラ
を
た
え
ず
破
り
つ

づ
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
が

こ
れ
で
あ
る
）
16
（

。

　

こ
れ
ら
の
発
言
は
、
従
来
素
材
の
選
択
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
て
き
た
。「
求
心
力
」
＝
自
己
の
内
面
か
ら
離
れ
る
た
め
に
「
遠
心
力
」
に

身
を
任
せ
る
＝
外
部
に
素
材
を
求
め
、
他
者
と
出
会
い
自
身
の
感
性
を
更
新
し

て
い
く
こ
と
。
し
か
し
、
本
稿
で
行
っ
た
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
考
察
か
ら

す
れ
ば
、
内
部
と
外
部
が
截
然
と
区
別
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
一
度
離

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
で
行
わ
れ
た
、

他
者
（
＝
外
部
）
の
語
り
を
志
向
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
挫
折
し
、
批
判
を
被
る

こ
と
。
こ
う
し
た
失
敗
の
契
機
が
既
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　

開
高
の
創
作
歴
に
お
い
て
、「
求
心
力
」
と
「
遠
心
力
」
の
対
立
は
重
要
な

も
の
と
見
な
さ
れ
、
理
解
の
鍵
と
し
て
度
々
参
照
さ
れ
て
き
た
）
17
（

。
し
か
し
外
部

を
参
照
し
た
か
ら
と
い
っ
て
完
全
に
内
面
性
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
）
18
（

。
そ
こ
に
は
屈
折
が
あ
っ
た
。
外
部
を
志
向
し
な
が

ら
、
決
し
て
自
分
の
視
点
か
ら
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
。

そ
う
し
た
意
味
で
、『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
が
完
全
に
外
側
に
向
か
っ
て
い
け

な
か
っ
た
よ
う
に
、「
遠
心
力
」
と
の
対
比
か
ら
理
解
さ
れ
て
き
た
「
私
小
説
」

的
な
作
品
系
列
│
│
『
青
い
月
曜
日
』、『
輝
け
る
闇
』、『
夏
の
闇
』
な
ど
│
│

の
内
面
性
も
、
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
の
引
用
は
『
開
高
健
全
集 

第
二
巻
』（
新
潮
社
、
一
九
九
二
・
一
）

か
ら
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
初
出
を
参
照
し
た
。

注

（
1
）　

川
本
三
郎
「
胃
袋
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
│
│
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
つ
い
て
」（『
面
白

半
分
一
一
月
臨
時
増
刊
号 

こ
れ
ぞ
、
開
高
健
。』
面
白
半
分
、
一
九
七
八
・
一
一
）。

（
2
）　

四
方
田
犬
彦
「
カ
フ
カ
と
焼
肉
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
青
土
社
、
一
九
九
〇
・
七
）。

（
3
）　

高
澤
秀
次
「
戦
後
に
〈
在
日
〉
す
る
根
拠
と
は
何
か
」（『
文
学
者
た
ち
の
大
逆
事
件

と
韓
国
併
合
』
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
・
一
一
）、
一
六
九
頁
。

（
4
）　

朴
裕
河
「
共
謀
す
る
表
象
３
│
│
開
高
健
・
小
松
左
京
・
梁
石
日
の
「
ア
パ
ッ
チ
」

小
説
を
め
ぐ
っ
て
」（『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー　

漱
石
・

文
学
・
近
代
』
ク
レ
イ
ン
、
二
〇
〇
七
・
七
）、
三
三
七
頁
。

（
5
）　

丸
川
哲
史
「
戦
争
の
継
続
状
態
と
し
て
の
「
戦
後
」
│
│
開
高
健1959

『
日
本
三

文
オ
ペ
ラ
』」（『
帝
国
の
亡
霊
：
日
本
文
学
の
精
神
地
図
』
青
土
社
、
二
〇
〇
四
・
一
一
）。

（
6
）　

ホ
ワ
ー
ド
・
カ
ー
テ
ス
「
話
法
と
内
容
│
│
開
高
健
の
場
合
」（
前
掲
『
こ
れ
ぞ
、

開
高
健
。』）。
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（
7
）　

丸
川
も
前
掲
『
帝
国
の
亡
霊
』
で
フ
ク
ス
ケ
を
作
者
の
分
身
だ
と
し
て
い
る
。

（
8
）　

三
重
野
ゆ
か
「
資
料
紹
介
│
│
開
高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
関
連
記
事
」（『
熊
本

女
子
大
学
国
文
研
究
』
熊
本
女
子
大
学
国
文
談
話
会
、一
九
九
四
・
三
）、越
前
谷
宏
「
開

高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』：
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的
方
法
の
陥
穽
」（『
国
文
学
論
叢
』

龍
谷
大
学
、
二
〇
〇
九
・
二
）。
開
高
自
身
も
「
大
阪
の
〝
ア
パ
ッ
チ
族
〞」（『
日
本
読

書
新
聞
』
一
九
五
九
・
六
・
八
）
で
「
な
ん
と
な
く
調
べ
は
じ
め
た
」
と
調
査
し
た
こ

と
を
言
明
し
て
い
る
。

（
9
）　

こ
の
点
か
ら
も
、
内
容
を
直
接
取
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
三
重
野
と
越
前
谷
の
調

査
を
見
る
と
、
開
高
が
新
聞
記
事
な
ど
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
部
分
が

多
数
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
た
め
作
中
の
言
葉
が
資
料
と
な
っ
た
記
事
か
、
作
者

か
、
そ
の
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
か
は
判
断
し
が
た
い
。

（
10
）　

ア
パ
ッ
チ
族
が
下
層
で
あ
っ
た

0

0

0

0

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
見
て
い
く
よ
う
に
、

本
作
で
ア
パ
ッ
チ
族
は
下
層
の
属
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
11
）　

川
本
は
前
掲
「
胃
袋
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
本
作
を
「
現
実
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
再
生

さ
せ
て
い
く
『
生
気
づ
け
』
の
ス
タ
イ
ル
」、「
秩
序
の
内
側
に
眠
り
こ
け
て
い
る
わ
れ

わ
れ
の
感
性
を
挑
発
し
て
い
く
」
と
評
し
て
い
た
。

（
12
）　

李
建
志
「
梁
石
日
の
読
ま
れ
方
「
在
日
朝
鮮
人
文
学
」
と
い
う
「
外
地
」」（『
ユ
リ

イ
カ
』
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
・
一
二
）。

（
13
）　

ピ
ー
タ
ー
・
ス
ト
リ
ブ
ラ
ス
＋
ア
ロ
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
『
境
界
侵
犯
│
│
そ
の
詩
学
と

政
治
学
』（
本
橋
哲
也
訳
、
あ
り
な
書
房
、
一
九
九
五
・
三
）、
二
七
〇
頁
。

（
14
）　

代
表
的
な
も
の
を
ひ
と
つ
挙
げ
る
。「
受
賞
以
前
か
ら
ひ
そ
か
に
思
う
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
自
身
の
内
心
に
よ
り
そ
っ
て
作
品
を
書
く
こ
と
は
す
る
ま
い
と
決
心
し
て
い

た
。
だ
か
ら
受
賞
後
の
七
年
間
に
書
い
た
も
の
は
出
来
の
よ
し
あ
し
は
べ
つ
と
し
て
、

ひ
た
す
ら
〝
外
へ
！
〞
と
い
う
志
向
で
文
体
を
工
夫
す
る
こ
と
、
素
材
を
選
ぶ
こ
と
に

ふ
け
っ
た
の
だ
っ
た
。
求
心
力
で
書
く
文
学
が
あ
る
の
な
ら
遠
心
力
で
書
く
文
学
も

あ
っ
て
い
い
わ
け
だ
し
、
わ
が
国
に
は
そ
の
試
み
が
な
さ
す
ぎ
る
と
私
は
感
じ
て
い
た

の
で
あ
る
。」（
開
高
健
「
あ
と
が
き
」『
青
い
月
曜
日
』
文
芸
春
秋
社
、
一
九
七
四
・

一
二
）

（
15
）　

開
高
健
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
時
代
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
八
・
三
）。

（
16
）　

開
高
健
「「
三
文
オ
ペ
ラ
」
と
格
闘
」（『
岐
阜
タ
イ
ム
ス
』
一
九
五
九
・
一
・
二
七
）。

（
17
）　

例
え
ば
平
野
栄
久
『
開
高
健 

闇
を
は
せ
る
光
芒
』（
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一

九
九
一
・
九
）。

（
18
）　
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
戦
後
の
焼
け
跡
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
う
開
高
の
「
内

面
」
を
読
む
論
文
は
た
し
か
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
外
部
と
内
部
の
対
立
を
完
全
な
も
の

と
捉
え
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
の
議
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
（
三
重
野
ゆ
か
「
失
わ
れ

た
原
風
景
│
│
開
高
健
『
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
』
に
つ
い
て
│
│
」（『
論
究
日
本
文
学
』

立
命
館
大
学
、
一
九
九
四
・
五
）、T

om
oko A

oyam
a, D

ow
n-to-E

arth E
ating 

and W
riting (2), (R

eading fo od in m
odern Japanese literature, U

niversity 

of H
aw
aii Press, 2008).

）。
む
し
ろ
外
部
に
向
か
い
な
が
ら
挫
折
し
、
語
り
が
屈
折

し
た
契
機
こ
そ
重
要
で
あ
る
。


