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『
蝮
の
す
え
』
は
敗
戦
直
後
、
武
田
泰
淳
（
一
九
一
二
年
〜
一
九
七
六
年
）

が
雑
誌
『
進
路
』（
一
九
四
七
年
八
月
〜
十
月
）
に
三
回
に
わ
た
っ
て
発
表
し

た
作
品
で
あ
る
。

武
田
泰
淳
は
一
九
四
三
年
に
出
し
た
『
司
馬
遷
）
1
（

』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
よ
っ

て
、
中
国
文
学
研
究
者
か
ら
作
家
へ
の
転
身
を
果
た
し
て
、
当
時
の
文
壇
に
認

め
ら
れ
た
。
東
大
の
学
生
時
代
か
ら
、
竹
内
好
、
岡
崎
文
夫
ら
と
中
国
文
学
研

究
会
を
発
足
さ
せ
中
国
文
学
と
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
て
い
た
が
、
日

中
戦
争
で
中
国
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
に
お
け
る
戦
争
体
験
（
一
九
三

七
年
十
月
〜
一
九
三
九
年
十
月
）
お
よ
び
敗
戦
体
験
（
一
九
四
四
年
六
月
〜
一

九
四
六
年
四
月
）
は
武
田
泰
淳
文
学
の
原
点
と
い
わ
れ
る
）
2
（

。

武
田
泰
淳
文
学
の
最
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
「
滅
亡
観
」
は
、
一

回
目
の
戦
争
体
験
を
踏
え
て
書
き
上
げ
た
『
司
馬
遷
』
に
す
で
に
孕
ま
れ
て
い

る
。
竹
内
好
に
よ
る
と
、
武
田
泰
淳
は
ほ
ぼ
二
年
間
の
戦
争
体
験
で
大
き
く
変

わ
っ
た
と
い
う
）
3
（

。
戦
争
体
験
に
よ
り
日
本
国
の
現
状
と
運
命
な
ど
を
考
え
る
よ

う
に
な
り
、『
司
馬
遷
』
で
彼
な
り
の
考
え
を
ま
と
め
た
。
二
回
目
の
敗
戦
体
験
、

す
な
わ
ち
敗
戦
を
中
国
上
海
で
迎
え
た
体
験
は
武
田
の
思
想
を
再
創
造
さ
せ
る

と
言
え
る
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
う
し
た
中
国
で
の
戦
争
体
験
お
よ

び
上
海
に
お
け
る
敗
戦
体
験
に
つ
い
て
、
武
田
泰
淳
も
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
一
兵
士
と
し
て
大
陸
の
戦
争
に
出
向
し
た
り
す
れ
ば
、
い
く
ら
考
え
の
浅
い

私
で
も
、
こ
の
問
題
が
外
界
の
一
時
的
な
現
象
で
は
な
く
て
、
自
己
の
内
心
に

か
か
わ
り
を
持
つ
、
底
知
れ
ぬ
深
淵
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な

か
っ
た
）
4
（

。」

そ
れ
故
、
武
田
泰
淳
は
上
海
を
め
ぐ
る
一
連
の
「
上
海
も
の
」
を
発
表
し
、

本
格
的
に
作
家
と
し
て
出
発
し
た
。
特
に
『
審
判
』（
雑
誌
「
批
評
」、
一
九
四

七
年
四
月
）、『
秘
密
』（
雑
誌
「
象
徴
」、
一
九
四
七
年
六
月
）
と
『
蝮
の
す
え
』

の
戦
後
初
期
三
部
作
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。
本
稿
は
戦
後
初
め
て
の
創
作
集

『
蝮
の
す
え
』（
思
索
社
、
一
九
四
八
年
一
月
）
の
表
題
作
『
蝮
の
す
え
』
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

作
品
は
敗
戦
直
後
の
上
海
を
舞
台
と
し
て
、
代
書
業
を
す
る
主
人
公
「
私
」

（
＝
「
杉
」、
以
下
同
）
の
視
点
か
ら
、
国
際
都
市
・
上
海
に
お
け
る
日
本
人
、

武
田
泰
淳
『
蝮
の
す
え
』
論

│
│
上
海
と
い
う
「
場
」│
│
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特
に
登
場
す
る
四
人
（「
私
」、「
彼
女
」、
辛
島
、
病
人
）
の
心
理
状
態
の
微
妙

な
移
り
変
わ
り
を
克
明
に
描
く
。
敗
戦
と
い
う
時
点
を
境
に
、
主
人
公
「
私
」

の
生
活
も
心
理
状
態
も
全
く
違
う
方
向
に
導
か
れ
た
。
無
論
、
他
の
登
場
人
物

も
同
じ
で
あ
る
。
主
人
公
の
「
杉
」
の
独
白
で
は
、「
生
き
て
行
く
こ
と
は
案

外
む
ず
か
し
く
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
敗
戦
直
後
の
矛
盾
す
る
心
理
を
二

重
の
否
定
語
で
表
出
す
る
。

こ
の
作
品
は
発
表
当
時
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
、
多
く
の
先
行
研

究
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
）
5
（

、
作
者
の
実
体

験
を
参
考
し
た
う
え
で
「
罪
意
識
」
を
問
う
も
の
）
6
（

、
作
品
に
お
け
る
「
滅
亡
」

の
体
現
を
め
ぐ
る
も
の
）
7
（

、
身
体
と
権
力
の
断
罪
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
批
判
）
8
（

な
ど
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
は
、
舞
台

と
し
て
の
上
海
と
い
う
「
場
」
は
い
か
に
読
み
取
れ
る
か
、
そ
し
て
、
一
体
ど

の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、『
蝮

の
す
え
』
に
お
け
る
上
海
と
い
う
「
場
」
の
あ
り
か
た
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

そ
れ
が
登
場
人
物
お
よ
び
そ
の
関
係
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
確
か
め
た

い
。

一
、
上
海
と
い
う
「
場
」

『
蝮
の
す
え
』
は
、
中
国
か
ら
引
き
揚
げ
て
二
年
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
、

敗
戦
直
後
の
上
海
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
。
当
時
の
上
海
に
つ
い
て
は
、
武
田

泰
淳
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
上
海
に
い
た
堀
田
善
衛
が
そ
の
日
記
を
通
し
生
き
生
き

と
描
い
て
い
る
）
9
（

。

近
代
に
入
っ
て
か
ら
、
多
く
の
日
本
人
は
上
海
に
足
を
踏
み
入
れ
る
よ
う
に

な
る
。
中
に
は
政
治
に
関
わ
る
人
間
だ
け
で
な
く
、
文
化
人
も
い
た
。
武
田
泰

淳
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
中
国
で
の
戦
場
に
赴
く
前
、
中
国
文
化
と
文
学
に
つ

い
て
研
究
し
て
い
た
武
田
泰
淳
は
、
中
国
に
つ
い
て
は
距
離
を
持
っ
て
他
者
の

目
で
冷
静
に
み
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
戦
場
で
闘
い
、
さ
ら
に
上
海
に

暮
ら
し
て
み
る
と
、
距
離
を
持
っ
て
接
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
日
々
の
出
来
事

一
つ
一
つ
に
新
た
に
直
面
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
敗
戦
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
上
海
と
い
う
「
場
」
は
登
場
人

物
、
特
に
作
家
と
見
ら
れ
る
主
人
公
「
私
」
と
辛
島
に
と
っ
て
、
一
体
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。

ま
ず
は
、
主
人
公
「
私
」
の
側
か
ら
見
て
み
た
い
。

敗
戦
直
後
、
日
本
人
の
立
場
が
戦
争
中
と
は
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、

上
海
に
お
け
る
生
活
が
厳
し
く
な
っ
た
。
特
に
、
心
理
的
に
は
ま
だ
整
理
で
き

て
お
ら
ず
、
当
時
の
日
本
人
は
権
力
者
か
ら
弱
者
へ
の
一
変
も
ど
う
し
て
も
う

け
い
れ
に
く
い
。「
私
」
は
、
中
国
文
化
の
愛
好
者
か
ら
、
一
兵
士
と
し
て
の

侵
略
者
へ
、
さ
ら
に
敗
戦
に
よ
る
弱
者
に
な
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
に
向
き
合
え

ば
よ
い
か
分
か
ら
ず
「
た
だ
生
き
て
い
る
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
そ
の

ま
ま
か
、
あ
る
い
は
反
抗
す
る
か
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
ぼ
ん

や
り
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
実
は
元
の
自
分
に
戻
る
た
め
に
、「
無
感
覚
」

な
生
活
に
我
慢
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
回
目
の
抵
抗
を
旧
正
月
の
二
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日
に
行
っ
て
み
た
の
だ
っ
た
。

自
治
会
へ
行
く
途
中
、
衛
兵
の
立
っ
て
い
る
場
所
が
一
つ
あ
る
。
そ
の

前
で
日
僑
は
お
辞
儀
を
す
る
決
ま
り
で
あ
る
。
管
理
処
の
前
と
こ
こ
、
二

箇
所
だ
け
、
私
は
よ
く
通
過
し
、
そ
し
て
頭
を
下
げ
た
。
自
分
一
人
頭
を

下
げ
る
の
は
な
ん
で
も
な
い
が
、
私
の
前
に
大
勢
の
日
僑
男
女
が
ヒ
ョ
イ

ヒ
ョ
イ
頭
を
下
げ
て
行
く
時
、
或
は
知
人
と
話
し
な
が
ら
つ
い
通
り
か

か
っ
た
時
は
、
下
げ
る
自
分
が
強
烈
に
意
識
さ
れ
る
。
抵
抗
を
感
じ
た
。

（
六
八
頁
）

そ
れ
以
降
も
中
国
巡
捕
を
無
視
し
、
自
転
車
で
去
り
た
か
っ
た
こ
と
も
あ
る

が
、
同
じ
く
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
怪
我
を
し
て
し
ま
う
ま
で

に
「
私
」
の
弱
さ
を
一
層
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
が
、「
私
」
は
そ
の
こ

と
で
か
え
っ
て
興
奮
を
感
じ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
内
心
、
自
分
の
身
う
ち
に
強

者
の
な
す
仕
草
を
自
分
も
な
し
た
と
い
う
欲
念
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
を
否
定
す

る
わ
け
に
は
い
け
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
私
」
は
か

つ
て
の
自
分
を
見
出
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
、「
強
が
っ
て

も
ダ
メ
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
強
が
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
強
が
ら
な
く
て

も
生
き
て
い
け
た
」。
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、「
私
」
は
最
後
に
自
分
の
強
さ
を

証
明
す
る
た
め
、
辛
島
を
殺
し
に
行
っ
た
が
、「
私
が
い
ど
み
か
か
っ
た
時
、

彼
は
既
に
何
者
か
に
よ
っ
て
致
命
傷
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
」。つ
ま
り
、

「
私
」
側
か
ら
の
、
運
命
に
対
す
る
反
抗
は
で
き
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
。
た
だ
平

凡
な
生
活
か
ら
脱
す
る
た
め
だ
け
の
行
為
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
る
。

で
は
、
戦
時
中
の
強
者
で
あ
り
権
力
者
で
あ
っ
た
辛
島
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

辛
島
は
敗
戦
を
境
に
そ
れ
ま
で
仕
出
か
し
た
こ
と
を
反
省
す
る
。
金
城
菜
館

で
は
、
辛
島
は
自
分
の
考
え
を
「
私
」
に
明
言
す
る
。
彼
は
戦
時
中
、「
紳
士

の
真
似
を
し
」
た
り
、「
日
本
の
精
神
の
演
説
」
を
「
聞
き
飽
き
る
ほ
ど
」
し

た
り
す
る
。
し
か
し
、
彼
の
「
若
い
兄
弟
」
を
含
め
、
そ
れ
を
信
じ
た
人
々
は

死
ん
だ
。
敗
戦
後
の
辛
島
は
「
日
本
精
神
な
ん
か
な
く
て
も
生
き
て
い
ら
れ
る
」

と
言
う
。
こ
れ
は
「
彼
女
」
に
あ
う
前
の
「
私
」
と
同
じ
く
、
そ
し
て
冒
頭
の

科
白
と
も
照
応
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
戦
争
中
の
上
海
に
お
け
る
強
者
で
あ
っ

た
辛
島
は
、
敗
戦
後
「
私
」
の
よ
う
な
「
無
力
」
な
者
に
な
っ
た
。
後
に
、「
二
、

三
日
う
ち
に
、
あ
の
女
を
連
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
租
界
に
か
く
れ
る
つ
も
り
だ
。

無
理
に
で
も
連
れ
て
行
く
」
と
か
、「
場
合
に
よ
っ
て
は
君
を
殺
す
つ
も
り
だ
っ

た
」
と
か
、
強
が
り
を
言
う
し
か
な
い
。「
こ
の
人
種
は
、
つ
ま
り
俺
た
ち
は
、

絶
滅
さ
れ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
ん
よ
。
ど
っ
ち
に
し
ろ
、
こ
の
ま
ま
た
だ
で

す
ま
ん
よ
。
す
む
は
ず
が
な
い
。
こ
れ
は
苦
笑
で
終
る
問
題
じ
ゃ
な
い
。
皮
肉

で
終
る
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
覚
悟
し
て
「
死
刑
に
な
る
」
罰
を
待
つ
し
か

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
は
武
田
泰
淳
の
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
『
ひ
か
り
ご
け
』

の
中
に
も
あ
る
）
10
（

。『
ひ
か
り
ご
け
』
に
お
い
て
人
肉
を
食
っ
た
船
長
は
「
マ
ッ

カ
ウ
シ
洞
窟
」
で
も
法
廷
で
も
何
回
も
「
私
は
我
慢
し
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
。

『
蝮
の
す
え
』
に
お
け
る
「
私
は
我
慢
し
た
」
と
「
忍
ん
で
生
き
る
」
と
同
じ
で
、

罪
を
犯
し
た
人
は
誰
に
も
救
わ
れ
な
く
て
、
た
だ
そ
の
苦
し
み
を
受
け
い
れ
る
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し
か
な
い
の
で
あ
る
。
丁
度
『
蝮
の
す
え
』
に
引
用
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
「Gen-

im
ina viperarum

 quis ostendit vobis fugere a ventura ira? Facite 

ergo fructus dignos poenitenti

）
11
（ae.

」
と
対
照
的
で
あ
る
。

辛
島
に
お
い
て
は
、
彼
も
、「
彼
女
」
や
病
人
の
よ
う
に
我
慢
し
て
「
恥
を

忍
ん
で
生
き
て
い
く
」
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
上
海
は
彼
ら
に
、
か
つ
て
（
戦
前
の
日
本
に
も
、
戦
時
中
の

中
国
に
も
）
な
い
体
験
を
与
え
た
。
特
に
戦
時
中
に
比
べ
て
、
逆
転
す
る
世
界

に
お
け
る
「
苦
痛
」
と
一
時
的
な
強
が
り
を
す
る
「
快
感
」
が
交
錯
す
る
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。
戦
争
と
は
不
可
欠
な
関
係
が
あ
る
の
は
無
論
、
当
時
戦
勝
国

の
都
市
・
上
海
の
独
特
の
あ
り
か
た
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。

敗
戦
直
後
の
上
海
と
は
、
在
留
日
本
人
が
、
突
如
と
し
て
従
来
の
特
権

を
失
い
、「
生
ま
れ
た
ま
ま
の
赤
ん
坊
同
然
に
、
世
界
人
々
の
注
目
を
浴

び
て
」、
裸
形
で
取
り
残
さ
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、

日
本
人
た
ち
は
武
田
泰
淳
が
『
司
馬
遷
』
に
お
い
て
見
定
め
た
あ
の
「
滅

亡
」
を
、
お
そ
ろ
し
く
鋭
い
恐
縮
さ
れ
た
か
た
ち
で
体
験
す
る
こ
と
を
強

い
ら
れ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
主
人
公
の
杉
は
、
こ
の
混
乱

の
さ
な
か
で
代
書
屋
と
し
て
暮
ら
し
を
立
て
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
代
書

屋
と
い
う
仕
事
が
、
一
種
の
記
録
者
、
観
察
者
と
い
う
視
点
を
与
え
る
の

で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
み
る
と
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
）
12
（

。

こ
れ
は
戦
争
直
後
の
「
私
」
の
現
実
を
指
摘
し
て
い
る
。「
記
録
者
、観
察
者
」

と
し
て
生
き
て
い
る
が
、「
自
分
」
を
失
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
主
人
公

の
「
私
」
は
上
海
か
ら
離
れ
た
く
な
い
。
離
れ
た
ら
、「
重
苦
し
い
、
涙
や
血

で
汚
れ
た
真
実
の
塊
り
を
、ギ
ュ
ウ
ッ
と
つ
か
ん
だ
時
の
戦
慄
が
予
感
さ
れ
た
」。

同
じ
く
「
上
海
も
の
」
の
『
審
判
』
に
も
同
じ
よ
う
な
心
理
が
描
か
れ
て
い
る
。

私
（
引
用
者
注
：
二
郎
）
は
今
や
自
分
が
裁
か
れ
た
の
だ
と
悟
り
ま
し

た
。
自
分
の
手
で
裁
い
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
鈴
子
を
失
う
こ
と
は
致

命
的
で
す
。
し
か
し
失
う
よ
う
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

（
中
略
）
そ
れ
で
君
は
今
後
ど
う
す
る
つ
も
り
か
、
と
た
ず
ね
ら
れ
ま
し
た
。

わ
た
し
は
、
中
国
に
と
ど
ま
る
つ
も
り
だ
と
答
え
ま
し
た
。
日
本
へ
帰
り
、

ま
た
昔
な
が
ら
の
毎
日
を
送
り
む
か
え
し
て
い
れ
ば
、
再
び
わ
た
し
は
自

分
の
自
覚
を
失
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
海
一
つ
の
距
離
ば
か
り
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
自
覚
を
な
く
さ
せ
る
日
常
生
活
が
そ
こ
に
待
ち
受
け
て
い
る

か
ら
で
す
。
私
は
自
分
の
犯
罪
の
場
所
に
と
ど
ま
り
、
私
の
殺
し
た
老
人

の
同
胞
の
顔
を
見
な
が
ら
暮
ら
し
た
い
。
そ
れ
は
と
も
す
れ
ば
鈍
り
が
ち

な
自
覚
を
時
々
刻
々
め
ざ
ま
す
に
役
立
つ
で
し
ょ
う
か
ら
。
裁
き
は
一
回

だ
け
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
何
回
で
も
、
た
ず
ね
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か

も
ひ
と
は
そ
れ
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。
裁
き
の
場
所
に
ひ
き
出
さ
れ
る
時
だ

け
、
そ
れ
に
お
ど
ろ
く
の
で
す
。
私
は
こ
れ
か
ら
自
分
の
裁
き
の
場
所
を

う
ろ
つ
く
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
を
し
た
か
ら
と
て
、
罪
の
つ
ぐ

な
い
に
な
る
と
は
私
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
は
そ
う
せ
ず
に
入

ら
れ
ま
せ
ん
。
贖
罪
の
心
は
薄
く
て
も
、
私
は
自
分
な
り
に
わ
が
裁
き
を
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見
と
ど
け
た
い
心
が
強
い
の
で
す
。
自
分
の
罪
悪
の
証
拠
を
毎
日
突
き
つ

け
ら
れ
て
い
る
生
活
、
そ
れ
も
一
つ
の
生
活
に
は
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
結
局
ど
う
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
私
の
よ
う
な
考
え
で

中
国
に
と
ど
ま
る
日
本
人
が
一
人
ぐ
ら
い
居
て
も
良
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
）
13
（

。

『
審
判
』
に
お
け
る
二
郎
と
『
蝮
の
す
え
』
に
お
け
る
杉
と
は
、
当
時
の
上

海
を
離
れ
た
く
な
い
理
由
は
同
じ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
論
、
戦
後
初
期
、

同
じ
く
上
海
を
舞
台
に
す
る
二
つ
の
作
品
は
、
泰
淳
の
上
海
に
お
け
る
敗
戦
体

験
に
基
づ
き
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
杉
」
と
「
二
郎
」
と
は
作
家
の
化
身

で
あ
る
。
二
人
の
運
命
は
敗
戦
と
い
う
時
点
で
上
海
に
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
上
海
と
い
う
「
場
」
は
二
人
の
分
身
の
一
つ
だ
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
二
人
の
移
り
変
わ
り
を
通
し
、
同
じ
く
転
換
期
の
上
海
の
波
瀾
が
う

か
が
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、『
審
判
』
に
お
い
て
は
、「
二
郎
」
が
実
際
に
日
本
へ
帰
国
す
る
か

ど
う
か
は
最
後
ま
で
明
確
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
蝮
の
す

え
』
に
お
い
て
は
主
人
公
「
私
」
が
病
院
船
で
日
本
へ
帰
っ
た
、
と
は
っ
き
り

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
作
に
お
け
る
作
者
の
分
身
と
い
わ
れ
る
各
々
の
主
人

公
が
、
こ
の
よ
う
に
別
々
に
設
定
さ
れ
る
の
は
、
作
家
自
身
が
敗
戦
直
後
、
自

分
の
心
を
整
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
上
海
に
留

ま
る
か
、
日
本
へ
帰
る
か
、
当
時
の
作
家
自
身
も
ま
だ
決
め
ら
れ
な
い
状
態

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
状
態
は
、『
審
判
』
を
発
表
し
た
時
は
も
ち
ろ
ん
、

『
蝮
の
す
え
』
を
書
い
た
時
点
に
な
っ
て
も
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
仮

に
上
海
は
た
だ
の
一
都
市
で
あ
っ
た
な
ら
躊
躇
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
、
上
海
と
い
う
「
場
」
は
一
体
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
い
い
か
、
そ
れ
は

敗
戦
を
境
に
す
る
主
人
公
お
よ
び
作
家
の
心
理
状
態
の
移
り
変
わ
り
に
十
分
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
蝮
の
す
え
』
に
お
け
る
上
海
は
、
主
人
公
の
「
私
」

に
と
っ
て
、
現
実
的
世
界
と
精
神
的
世
界
と
の
両
方
の
側
面
か
ら
明
ら
か
に
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
虚
と
実
の
両
面
か
ら
「
私
」
の
「
上
海
」
を
探
っ
て
い
き

た
い
。

二
、
虚
実
空
間
に
お
け
る
虚
脱
と
苦
痛

『
蝮
の
す
え
』
は
第
一
人
称
「
私
」
で
書
か
れ
る
が
、
物
語
は
「
彼
女
」
に

関
わ
っ
て
い
る
四
者
関
係
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
。
登
場
人
物
「
私
」、「
彼
女
」、

病
人
、
辛
島
四
人
は
み
な
敗
戦
に
よ
り
豹
変
し
た
。
登
場
人
物
の
四
人
と
も
敗

戦
に
お
い
て
独
特
な
経
験
を
し
た
が
、
そ
の
経
験
の
た
め
に
、
今
ま
で
と
全
く

違
う
人
生
観
・
価
値
観
が
生
み
出
さ
れ
た
。

ま
ず
は
主
人
公
「
私
」
か
ら
み
て
よ
う
。

一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
に
、「
私
」
は
敗
戦
を
上
海
で
迎
え
た
。
戦
争
に

よ
り
変
わ
り
つ
つ
あ
る
実
生
活
も
精
神
世
界
も
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
全
く
逆

の
方
向
に
入
っ
て
い
く
。
と
は
い
え
、「
生
き
て
行
く
こ
と
は
案
外
む
ず
か
し

く
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
冒
頭
に
お
か
れ
た
「
私
」
の
独
白
は
よ
く
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注
目
さ
れ
る
。「
生
き
て
行
く
こ
と
は
易
し
い
こ
と
」
と
直
接
的
に
記
さ
ず
、

わ
ざ
と
「
打
ち
消
し
」
で
の
独
白
に
し
た
の
に
は
「
私
」
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

が
窺
え
る
。

私
は
、
か
つ
て
上
海
へ
来
る
前
も
来
て
か
ら
も
、
よ
く
勉
強
し
、
よ
く

働
き
、
よ
く
考
え
た
。
そ
の
時
、
私
は
誰
か
ら
も
信
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

終
戦
後
、
私
は
勉
強
も
せ
ず
、
働
か
ず
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し

私
は
今
ま
で
か
つ
て
な
い
ほ
ど
、
価
値
あ
る
人
物

0

0

0

0

0

0

と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

私
は
も
は
や
理
想
も
な
く
、
新
年
も
な
く
、
た
だ
生
存
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
私
こ
そ
、
人
々
は
必
要
と
す
る
ら
し
く
見
え
た
。
私
は
も
っ
と
も
ら

し
い
顔
つ
き
が
く
せ
に
な
っ
た
。
何
を
も
ち
出
さ
れ
て
も
驚
か
な
か
っ
た
。

（
傍
点
マ
マ
、
五
六
頁
）

主
人
公
の
「
私
」
は
敗
戦
直
後
、
上
海
で
代
書
業
を
し
て
生
活
を
立
て
て
、

何
も
不
自
由
な
こ
と
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
心
の
奥
で
は
こ

れ
ま
で
に
信
じ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

い
く
つ
か
の
原
因
が
あ
る
。
一
つ
は
敗
戦
に
よ
り
、「
私
」
の
価
値
観
が
心
な

ら
ず
も
歪
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。「
私
」
は
「
か
つ
て
上
海
へ

来
る
前
も
来
て
か
ら
も
、
よ
く
勉
強
し
、
よ
く
働
き
、
よ
く
考
え
た
」。
し
か
し
、

「
誰
か
ら
も
信
用
さ
れ
な
か
っ
た
」。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、「
終
戦
後
、
私
は
勉

強
も
せ
ず
、
働
か
ず
、
考
え
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
私
」
は
今
ま
で
か
つ

て
な
い
ほ
ど
、
価
値
あ
る
人
物
と
化
し
つ
つ
あ
っ
た
」。
そ
の
せ
い
で
、
信
念

や
理
想
な
ど
に
懐
疑
を
抱
い
て
い
る
「
私
」
は
か
つ
て
絶
対
に
や
ら
な
い
こ
と

を
平
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、「
無
感
覚
な
人
形
の
よ
う
に
」
行

動
す
る
こ
と
、「
人
の
不
幸
で
金
を
か
せ
ぐ
」
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

冒
頭
部
の
科
白
、「
生
き
て
行
く
こ
と
は
案
外
む
ず
か
し
く
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
」
と
い
う
感
嘆
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
は
こ
れ
ま
で
に
築
か
れ
て
い

た
世
界
が
崩
れ
つ
つ
あ
る
）
14
（

。

戦
争
前
、「
私
」
は
現
実
の
日
本
に
い
て
中
国
の
こ
と
を
想
像
す
る
。
つ
ま
り
、

虚
の
空
間
に
お
け
る
中
国
で
あ
る
。
戦
争
に
加
わ
っ
て
、
現
実
の
中
国
を
自
分

の
目
で
見
た
後
、
過
去
の
自
分
が
勉
強
し
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
を
疑
い
始
め

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
敗
戦
で
、
以
前
か
ら
持
っ
て
い
る

価
値
観
は
正
し
い
か
、
つ
よ
い
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
虚
実
の
間
で
繰
り

返
し
移
り
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
は
揺
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

現
実
と
空
虚
と
の
何
回
も
転
換
で
、
信
じ
て
い
る
「
真
実
」
と
目
に
入
る
「
真

実
」
が
把
握
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
把
握
し
て
も
、
当
時
上
海
に

い
る
「
私
」
に
何
か
役
に
立
て
ら
れ
る
、
自
分
も
分
か
ら
な
く
な
る
。
こ
う
し

て
虚
脱
感
に
襲
わ
れ
る
の
だ
っ
た
。

一
言
で
い
う
と
、「
私
」
は
戦
争
で
、
自
分
が
嫌
な
人
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
に
な

り
つ
つ
あ
る
。「
私
」
は
時
間
の
経
つ
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
そ
う
思
う
が
、
変

え
よ
う
も
な
く
ま
る
で
「
人
形
」
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
。

人
の
不
幸
で
金
を
か
せ
ぐ
、
そ
ん
な
反
省
も
開
業
二
、
三
日
間
で
あ
っ

た
。
私
は
酒
が
飲
み
た
か
っ
た
。
油
っ
こ
い
も
の
が
食
べ
た
か
っ
た
。
そ
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の
た
め
に
は
事
件
が
起
き
て
、
客
が
来
る
こ
と
が
絶
対
必
要
で
あ
っ
た
。

（
中
略
）
い
つ
か
私
は
信
用
を
得
つ
つ
あ
っ
た
。
代
書
業
に
人
気
が
出
た

ば
か
り
で
は
な
い
。
私
は
た
の
も
し
い
青
年
と
思
わ
れ
は
じ
め
た
。

私
は
金
さ
え
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
。
居
留
民
の
利
益
の
た
め
と
は
露
ほ

ど
も
考
え
な
い
。
そ
ん
な
私
を
頼
り
に
す
る
人
々
を
あ
わ
れ
と
か
ん
じ
た
。

こ
れ
ほ
ど
無
責
任
、
無
能
力
な
男
が
役
に
立
つ
人
の
世
が
馬
鹿
々
々
し

か
っ
た
。
あ
ま
り
に
チ
ャ
チ
で
、
あ
っ
け
な
か
っ
た
。（
中
略
）
私
は
も

は
や
理
想
も
な
く
、
信
念
も
な
く
、
た
だ
生
存
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
私

こ
そ
、
人
々
は
必
要
と
す
る
ら
し
く
見
え
た
。
私
は
も
っ
と
も
ら
し
い
顔

つ
き
が
く
せ
に
な
っ
た
。
何
を
も
ち
出
さ
れ
て
も
驚
か
な
か
っ
た
。

（
五
五
〜
五
六
頁
）

戦
争
前
の
価
値
観
と
倫
理
観
で
想
像
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
今
は
「
生
き

る
」
た
め
に
さ
ん
ざ
ん
仕
出
か
し
て
い
る
。「
私
」
は
、
敗
戦
と
い
う
極
限
時

期
に
な
っ
て
つ
い
に
現
実
に
目
覚
め
た
。
信
じ
て
い
る
理
想
世
界
は
ど
ん
な
に

虚
し
い
か
は
十
分
に
認
識
し
た
が
、
こ
の
戦
争
に
よ
る
変
形
し
た
現
実
世
界
か

ら
ど
う
し
て
も
逃
げ
ら
れ
な
い
。「
私
」
に
と
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
世
界
は

す
で
に
崩
壊
し
た
。
こ
の
世
界
で
苦
し
む
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
苦
し
く
て
も

生
き
て
行
く
た
め
に
は
、
過
去
の
自
分
を
意
図
的
に
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
な
く
と
も
、
そ
の
ふ
り
を
し
て
な
ん
の
感
覚
も
な
い
人
形
の
よ
う
に
な
っ
た
。

無
論
、
当
時
苦
し
む
人
は
「
私
」
だ
け
で
な
く
、
上
海
に
生
き
て
い
る
日
本

人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
皆
同
じ
で
あ
る
。
中
に
は
、「
私
」
に
依
頼
に
来
る
女

が
い
た
。「
彼
女
」
は
戦
時
中
、
辛
島
に
「
乱
暴
に
抱
き
す
く
め
」
ら
れ
て
、

そ
し
て
ど
う
し
て
も
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
そ
れ
か
ら
は
毎
晩
で
し
た
わ
」
私
は
眼
前
の
肉
体
を
凝
視
し
な
が
ら
、

焼
き
つ
く
よ
う
な
苦
痛
を
ジ
ッ
と
こ
ら
え
て
い
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ

れ
は
快
感
で
あ
る
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

（
五
九
頁
）

彼
女
は
そ
っ
け
な
い
、
冷
た
い
表
情
を
し
た
。
聴
き
終
え
っ
て
茶
碗
を

手
に
す
る
と
、
何
故
か
私
は
苦
笑
に
顔
が
ゆ
が
む
の
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、

妙
に
疑
ぐ
り
深
い
考
え
ば
か
り
湧
い
た
。「
こ
の
女
は
本
当
に
辛
島
を
憎

ん
で
る
だ
ろ
う
か
。
奴
に
身
体
を
あ
た
え
た
の
は
悲
劇
で
あ
る
よ
り
は
、

む
し
ろ
快
楽
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ズ
ル
ズ
ル
に
そ
の
関
係
を
つ
づ
け

た
以
上
、
底
に
金
銭
以
外
の
欲
望
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
楽
し
く
生

き
た
い
、
楽
し
く
と
ま
で
い
か
な
く
て
も
、
満
足
に
生
き
た
い
一
念
で
、

つ
ら
い
も
、
恥
ず
か
し
い
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
五
九
〜
六
〇
頁
）

惨
め
な
境
遇
に
堕
ち
た
が
、「
彼
女
」
は
「
そ
の
後
も
自
殺
も
せ
ず
、
生
き

て
い
た
の
だ
」。
し
か
し
、「
彼
女
」
の
話
を
聞
い
た
「
私
」
は
逆
な
思
い
を
も
っ

た
。「
彼
女
」
は
辛
島
の
存
在
で
戦
争
に
し
て
も
金
銭
で
自
由
な
生
活
が
続
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
敗
戦
に
な
っ
て
も
、
生
き
る
た
め
に
そ
れ
を
心
な
ら
ず
も

認
め
る
証
拠
で
あ
る
。
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で
は
、
辛
島
の
敗
戦
前
後
の
生
き
方
は
い
か
に
読
み
取
れ
る
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、辛
島
に
暴
行
さ
れ
、苦
し
ん
で
い
な
が
ら
も
、「
彼
女
」

は
辛
島
（
の
金
銭
）
の
お
か
げ
で
、
敗
戦
に
な
っ
た
後
も
、
楽
し
く
は
生
き
ら

れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
な
り
に
満
足
し
て
生
き
て
い
く
。
つ
ま
り
、
辛
島
の

存
在
は
彼
ら
に
と
っ
て
、恥
さ
ら
し
の
苦
痛
で
あ
り
な
が
ら
、楽
に
生
き
る
「
快

楽
」
で
も
あ
る
、
と
い
う
矛
盾
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
。

「
彼
女
」
の
夫
、
病
人
は
辛
島
の
命
令
で
漢
口
へ
派
遣
さ
れ
、
敗
戦
の
際
に

病
気
に
な
っ
て
「
痩
せ
て
衰
え
て
い
た
」
体
で
上
海
に
い
る
「
彼
女
」
の
と
こ

ろ
に
戻
っ
た
。
そ
こ
で
、「
彼
女
」
に
辛
島
と
の
こ
と
を
告
白
さ
れ
て
、
友
人

に
軽
蔑
さ
れ
た
。
従
っ
て
辛
島
を
殺
す
、
夢
を
見
る
ほ
ど
憎
ん
だ
。
誰
に
も
会

い
た
く
な
い
ほ
ど
辛
く
て
苦
し
ん
で
い
た
。
だ
が
、
妻
は
生
き
る
た
め
に
そ
の

よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
理
解
し

た
か
ら
こ
そ
、「
彼
女
」
を
恨
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
を
仕
方
な
く

受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
今
日
も
、
妻
も
自
分
も
辛
島
の
金
銭

が
な
く
て
は
生
活
も
な
り
た
た
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、
病
人
は
辛
島
に
与
え
ら

れ
た
恥
を
忍
ん
で
生
き
る
し
か
な
い
。

で
は
、
辛
島
は
楽
し
く
生
き
ら
れ
る
か
。
戦
時
中
、
権
利
で
「
彼
女
」
を
自

分
の
も
の
に
し
た
こ
と
が
快
楽
だ
と
見
え
る
が
、
実
は
「
彼
女
」
を
通
し
て

細
々
と
し
た
自
己
存
在
の
響
き
を
聞
く
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
敗
戦
後
、
今

ま
で
手
に
し
た
も
の
は
全
て
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
彼
女
」
に
も

捨
て
ら
れ
、
自
分
の
生
き
が
い
ま
で
も
消
え
て
し
ま
う
。
彼
は
言
う
、「
戦
争

中
は
紳
士
の
真
似
を
し
た
。
し
か
し
今
は
そ
の
必
要
も
な
い
。
君
た
ち
流
の
言

葉
を
借
り
れ
ば
、
も
う
俺
は
俺
以
外
の
何
者
で
も
あ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
ん

だ
」。い
か
に
否
認
し
て
も
、彼
は
敗
戦
後
、戦
犯
に
な
っ
た
。上
海
は
彼
に
と
っ

て
、
す
で
に
権
力
を
ふ
る
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
精
神
的
に
は

「
と
ま
り
た
い
時
は
と
ま
る
。
自
分
で
と
ま
る
」「
心
臓
」
に
な
り
、
一
層
自
由

に
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
で
矛
盾
す
る
感
情
は
ど
う
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
か
。
も
ち

ろ
ん
、
敗
戦
を
上
海
で
迎
え
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
武
田
泰
淳

と
同
じ
敗
戦
際
上
海
に
い
る
堀
田
善
衛
も
日
記
の
中
で
触
れ
て
い
る
。

こ
の
度
の
戦
さ
が
終
わ
っ
て
以
来
、
す
で
に
相
当
の
月
日
が
流
れ
去
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
間
、
私
共
は
か
つ
て
な
い
複
雑
な
感
情
を
経
験
し
た
。

世
の
中
に
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確
実

に
知
っ
た
。
残
酷
な
情
景
、
悲
哀
、
奇
妙
に
う
い
う
い
し
い
解
放
感
と
新

た
な
る
拘
束
の
感
、
死
せ
る
人
々
を
想
う
念
々
等
様
々
な
感
情
を
経
て
来

た
）
15
（

。

登
場
人
物
の
四
人
は
元
の
生
活
を
な
く
し
、
そ
し
て
、
持
っ
て
い
る
倫
理
観

も
道
徳
観
も
な
く
し
た
。
ま
た
、
敗
戦
に
よ
っ
て
戦
争
か
ら
解
放
さ
れ
た
四
人

は
一
時
的
に
楽
に
見
え
る
に
し
て
も
、
今
度
は
戦
争
中
発
生
し
た
こ
と
を
反
省

す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
反
省
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
一
層
苦
し
く
な
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
虚
実
空
間
に
お
け
る
虚
脱
と
苦
痛
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、

四
人
は
互
い
に
救
い
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
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三
、「
救
い
」
の
循
環
と
同
質
性

作
品
中
、「
彼
女
」
を
め
ぐ
る
三
角
関
係
は
次
第
に
四
角
関
係
に
発
展
し
て

ゆ
く
が
、
そ
の
人
間
関
係
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
。
四
人
と
も
敗
戦
時

の
「
苦
し
み
」
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
自
分
の
力
で
は
で
き
ず
、
他
人
に
救
い

を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
四
人
の
間
は
「
救
い
」
と
い
う
線
に
よ
り

繋
が
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

ま
ず
主
人
公
の
「
私
」
は
「
最
初
は
恥
を
し
の
ん
で
生
き
て
い
る
」。
彼
の

無
表
情
も
「
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
の
一
枚
看
板
で
あ
っ
た
」。
彼
の
「
救
い
」

は
「
彼
女
」
と
の
出
会
い
に
始
ま
る
。
彼
ら
の
初
対
面
は
「
彼
女
」
が
嘆
願
書

を
持
っ
て
来
た
時
で
あ
る
。

そ
の
青
白
い
光
の
裡
に
は
じ
め
て
冬
服
の
彼
女
が
立
っ
た
時
、
私
は
一

種
の
身
ぶ
る
い
を
し
た
。
ス
ラ
リ
と
し
た
身
体
つ
き
も
、
夕
暮
ど
き
の
花

の
よ
う
に
白
い
顔
も
、
は
ず
か
し
そ
う
に
可
憐
に
も
見
え
、
ま
た
あ
で
や

か
に
媚
び
る
よ
う
に
も
見
え
る
態
度
も
、
私
の
心
を
打
っ
た
。
何
か
永
い

こ
と
忘
れ
て
い
た
も
の
、
か
つ
て
自
分
が
人
生
の
目
的
を
失
わ
ぬ
頃
抱
い

て
い
た
幻
が
突
如
出
現
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

（
五
六
頁
）

初
対
面
で
「
彼
女
」
の
魅
力
に
心
を
奪
わ
れ
た
。「
私
」
は
「
彼
女
」
の
お

か
げ
で
、「
何
か
永
い
こ
と
忘
れ
て
い
た
も
の
、
か
つ
て
自
分
が
人
生
の
目
的

を
失
わ
ぬ
頃
抱
い
て
い
た
幻
が
突
如
出
現
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
」。「
か

つ
て
人
生
の
目
的
」
が
「
私
」
の
心
の
奥
に
再
び
湧
い
て
く
る
の
で
あ
る
。「
幻
」

の
よ
う
な
も
の
と
は
い
え
、
過
去
の
信
念
が
よ
み
が
え
り
、
生
き
て
い
る
意
義

を
取
り
戻
す
の
だ
。

一
方
、
病
気
で
死
に
か
け
て
い
る
病
人
を
見
舞
い
に
行
っ
た
時
、「
私
」
は

「
優
越
感
と
自
信
」
を
感
じ
た
。
敗
戦
に
よ
っ
て
卑
屈
で
恥
を
忍
ん
で
生
き
る

「
私
」
が
、
弱
い
病
人
か
ら
「
優
越
感
と
自
信
」
を
与
え
ら
れ
る
と
は
、
ど
ん

な
に
お
か
し
な
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
読
者
に
印
象
付
け
る
。

し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
私
」
は
逆
に
、「
彼
女
」
と
病
人
か
ら
頼
り

に
さ
れ
て
い
る
。

「
杉
さ
ん
、
本
当
に
わ
た
し
た
ち
を
棄
て
な
い
で
ね
。
棄
て
た
ら
恨
む
わ

よ
。
あ
の
人
（
引
用
者
注
：
病
人
）
も
恨
む
し
、
わ
た
し
も
恨
む
わ
よ
」

彼
女
の
態
度
は
冗
談
じ
み
て
い
た
。
し
か
し
言
葉
じ
り
に
思
い
つ
め
た
と

こ
ろ
が
あ
り
、
軽
々
し
く
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
暗
い
、
底
深
い
も
の
が

あ
っ
た
。

「
杉
さ
ん
、
わ
た
し
を
イ
ヤ
な
女
と
思
わ
な
い
で
ね
。
守
っ
て
ち
ょ
う
だ

い
ね
。
杉
さ
ん
が
力
貸
し
て
く
れ
た
ら
わ
た
し
は
復
活
で
き
る
の
よ
」

（
六
四
頁
）

「
彼
女
」
は
辛
島
が
戦
犯
に
な
っ
て
し
ば
ら
く
自
由
に
な
っ
た
が
、
自
分
の

力
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
生
き
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
自
分
も
救
え
な
い
「
私
」
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に
守
っ
て
も
ら
お
う
と
す
る
。
作
品
中
、
初
対
面
か
ら
「
私
」
に
何
回
も
「
信

じ
て
い
ま
す
」、「
愛
す
る
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
な
げ
か
け
る
が
、
た
だ
捨
て

ら
れ
な
い
よ
う
に
と
意
図
的
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
彼
女
」
の
夫
、
病
人
も

同
様
で
あ
る
。「
私
」
に
「
僕
、
は
誰
も
打
ち
明
け
る
、
友
達
が
な
い
も
ん
で
、

あ
な
た
な
ら
、
聴
い
て
も
ら
え
る
、
と
、
思
っ
て
。
恥
ず
か
し
い
話
な
ん
で
。

普
通
の
も
の
に
は
、
恥
ず
か
し
く
て
、
話
せ
な
い
、
事
な
ん
で
」
と
言
い
、「
私
」

に
「
辛
島
を
殺
す
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
せ
な
か
っ
た
が
、
婉
曲
的
に
「
私
」

の
や
る
気
を
湧
か
せ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、「
彼
女
」
と
同
じ
で
あ
る
。「
彼

女
」
も
「
私
」
を
前
に
何
回
も
辛
島
を
殺
し
た
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
、「
あ

な
た
辛
島
が
殺
せ
る
？
」
と
何
回
も
聞
く
。「
彼
女
」
も
病
人
も
「
私
」
を
利

用
し
て
辛
島
を
殺
す
こ
と
は
、
二
人
と
も
か
つ
て
の
恥
と
恐
怖
か
ら
逃
げ
る
た

め
で
あ
る
。
二
人
と
も
、
自
分
の
不
運
か
ら
飛
び
出
さ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

戦
時
中
権
力
の
代
弁
者
で
あ
る
辛
島
は
敗
戦
後
、
戦
犯
と
な
り
、
権
力
も
金

銭
も
失
っ
た
。
今
日
の
辛
島
は
「
彼
女
」
と
病
人
よ
り
可
哀
想
な
人
と
な
る
。

戦
時
中
の
よ
う
に
「
彼
女
」
を
独
占
し
よ
う
と
し
て
も
、
結
局
は
、「
彼
女
」

に
捨
て
ら
れ
て
、
最
後
に
殺
さ
れ
た
。

「
…
俺
は
ね
、
杉
君
。
二
、
三
日
う
ち
に
、
あ
の
女
を
連
れ
て
、
フ
ラ
ン

ス
租
界
に
か
く
れ
る
つ
も
り
だ
。
無
理
に
で
も
連
れ
て
行
く
。
は
っ
き
り

言
う
よ
。
俺
も
永
い
命
じ
ゃ
な
い
さ
。
未
練
は
な
い
。
だ
か
ら
や
り
た
い

こ
と
は
や
る
。
お
れ
は
ほ
れ
て
る
。
た
し
か
に
あ
の
女
に
ほ
れ
て
る
。
お

れ
は
俺
が
生
き
て
る
間
は
、
誰
に
も
あ
の
女
は
わ
た
さ
ん
よ
。
た
と
え
あ

の
女
に
嫌
わ
れ
て
も
。
す
で
に
嫌
っ
て
る
さ
。
最
初
か
ら
嫌
っ
て
た
ん
だ
。

嫌
っ
て
、
そ
れ
で
俺
に
満
足
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
は

違
う
。
あ
の
女
は
変
わ
っ
た
。
あ
の
女
は
、
俺
に
は
精
神
的
な
も
の
が
な

い
が
、
杉
に
は
あ
る
な
ど
と
言
う
。
ど
う
で
も
い
い
、
と
も
か
く
放
っ
て

は
お
け
な
い
。
だ
か
ら
、
俺
は
、
あ
い
つ
を
閉
じ
込
め
る
よ
。」（

八
二
頁
）

戦
時
中
自
信
満
々
の
強
者
で
あ
っ
た
辛
島
は
、「
彼
女
」
に
捨
て
ら
れ
る
こ

と
を
恐
れ
る
。
怯
え
な
が
ら
も
強
が
っ
て
「
彼
女
」
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
自
尊
心
を
保
つ
だ
け
で
な
く
、「
私
」
の
よ
う
に
自
分
が
ゼ
ロ
に
な
ら
な

い
た
め
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
そ
れ
は
失
敗
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
弱
さ
を
赤

裸
々
に
「
彼
女
」
に
暴
露
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
│
│
「
あ
の
偉
ぶ
っ
た
人
が
、

救
っ
て
く
れ
な
ん
て
言
う
の
。」

こ
う
し
て
見
る
と
、
敗
戦
後
に
お
い
て
は
、
戦
時
中
の
立
場
の
違
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
四
人
と
も
互
い
に
救
い
を
求
め
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
他
人
に

よ
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
っ
た
。

自
分
の
運
命
は
海
に
漂
う
小
舟
の
よ
う
に
、
時
代
の
嵐
に
吹
か
れ
漂
う
し
か
な

い
。
過
去
の
信
念
や
、
将
来
の
理
想
す
ら
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
小
舟
」
は
次
々
と
転
覆
す
る
。
辛
島
は
彼
の
金
銭
で
上
海
で
生
き
る

「
彼
女
」
の
手
で
殺
さ
れ
た
。
病
人
は
そ
の
後
、
平
穏
な
生
活
を
送
る
夢
を
見

な
が
ら
帰
国
の
途
中
で
病
死
し
た
。

小
説
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
も
い
う
べ
き
辛
島
の
死
の
シ
ー
ン
は
実
に
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印
象
深
い
。

辛
島
の
眼
は
閉
じ
ら
れ
、
ま
た
開
い
た
。
そ
の
表
情
に
は
憎
し
み
の
色

が
ま
る
で
な
か
っ
た
。
た
だ
恐
れ
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
弱
々
し
く
、

み
じ
め
で
あ
っ
た
。
頰
の
肉
が
ピ
リ
ピ
リ
つ
り
、
色
の
変
わ
っ
た
唇
が
、

ゆ
が
み
、
開
い
た
。「
！
！
」
彼
は
彼
女
の
名
を
呼
ん
だ
。
ご
く
低
い
、

小
さ
な
声
で
あ
る
が
、
私
に
は
そ
の
名
が
異
様
な
大
音
響
で
発
せ
ら
れ
た

よ
う
な
気
が
し
た
。
く
り
か
え
し
彼
は
そ
の
名
を
呼
ん
だ
。
彼
が
死
に
つ

つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
私
一
人
が
見
守
っ
て
い
る
こ
と
、
彼
が
最
後
に
彼

女
の
名
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
聴
い
て
い
る
の
が
私
一
人
で
あ
る

こ
と
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
私
を
打
ち
の
め
し
た
。

（
九
三
〜
九
四
頁
）

「
彼
女
」
の
雇
っ
た
者
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
が
、
最
期
に
「
彼
女
」
の
名
前

を
呼
ぶ
こ
と
は
悪
戯
の
よ
う
な
展
開
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

無
論
、
こ
こ
で
の
「
救
い
」
は
命
の
存
続
を
指
す
が
、
精
神
的
に
救
わ
れ
る

こ
と
で
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
敗
戦
後
の
上
海
で
様
々
な
人
の
手
を
借
り
て
生

き
て
い
る
。
し
か
し
、
肉
体
的
な
存
在
だ
け
で
は
、
た
だ
の
「
人
形
」
で
本
当

の
「
生
き
る
」
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
も
、
自
分
の
力
で
実
現
で
き
ず
、
他
人

に
依
存
す
る
し
か
な
い
。
結
局
、
他
人
へ
の
依
存
で
、
む
し
ろ
自
分
の
弱
さ
を

著
し
く
さ
せ
た
。

自
分
の
「
無
力
」
を
苦
し
く
認
め
て
も
、
心
の
中
に
上
海
と
い
う
「
場
」
に

お
け
る
出
来
事
に
引
き
付
け
ら
れ
強
く
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
彼
女
」
や

病
人
の
想
像
の
よ
う
に
日
本
へ
戻
れ
ば
楽
し
ん
で
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
辛
島
の
死
は
四
人
の
「
救
い
」
の
循
環
を
不

可
能
に
す
る
第
一
歩
と
な
る
。
上
海
か
ら
日
本
へ
向
か
う
病
院
船
で
の
病
人
の

死
は
こ
の
循
環
が
壊
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
作
家
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、

「
も
は
や
何
ら
救
い
の
途
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
立
ち
い
た
る
）
16
（

」。

敗
戦
と
い
う
時
点
で
、
上
海
に
お
け
る
日
本
人
は
ほ
ぼ
同
じ
く
弱
者
に
な
り
、

本
来
の
自
分
を
取
り
戻
す
た
め
に
い
か
に
も
が
い
て
も
何
も
な
ら
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
戦
時
中
、
戦
場
へ
強
制
的
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
と
同
じ
く
個
人
と
し

て
は
無
力
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
識
せ
ず
そ
れ
ま
で
の
権
力
者
に
左
右
さ
れ
た
ら
、

「
救
い
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
単
に
日
本
と
か
上
海
と
か
だ
け
を
考
え
る
こ
と

は
以
前
よ
り
何
も
変
り
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
海
と
い
う
「
場
」
は
「
救

い
」
と
よ
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
位
置
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四
、
上
海
へ
の
帰
結

『
蝮
の
す
え
』
に
登
場
し
た
日
本
人
は
、
戦
争
で
日
本
か
ら
上
海
へ
来
て
、

ま
た
戦
争
で
上
海
か
ら
日
本
へ
引
き
揚
げ
る
。「
日
本
↓
上
海
↓
日
本
」
と
い

う
移
動
の
流
れ
で
あ
る
。
敗
戦
時
、
こ
の
流
れ
の
両
端
に
位
置
付
け
ら
れ
る
日

本
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
接
点
と
し
て
の
上
海
に
い
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
上

海
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
か
。
到
底
た
だ
の
他
国
の
都
市
或
い
は
他
人
の
住

居
地
で
は
な
い
。
こ
の
移
動
の
流
れ
に
お
け
る
上
海
の
意
義
を
ど
う
読
み
取
れ

る
か
。
空
間
と
時
間
の
両
方
か
ら
考
え
て
検
討
す
る
。
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ま
ず
は
、
舞
台
と
し
て
の
上
海
は
、
本
論
で
こ
れ
ま
で
分
析
し
た
登
場
人
物

以
外
の
中
国
人
の
言
動
を
み
る
と
そ
れ
は
対
照
的
で
じ
つ
に
興
味
深
い
。
例
え

ば
、
映
画
館
で
、
周
り
の
中
国
人
が
自
国
の
勝
利
を
謳
う
時
に
も
、「
は
げ
し

く
抗
日
映
画
で
口
口
に
叫
び
出
す
」
時
に
も
、「
私
」
は
「
無
感
覚
な
人
形
の

よ
う
に
」
行
動
し
た
。
こ
の
時
、「
私
」
は
は
虚
実
を
は
っ
き
り
区
別
で
き
な

い
空
間
に
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、「
私
」
が
「
彼
女
」
と
散
歩
し
て
か
ら
元
旦
を
迎
え
る
街
の
風
景

も
同
じ
で
あ
る
。

明
日
は
旧
正
月
の
元
旦
だ
っ
た
。
家
々
の
柱
や
扉
に
は
、
赤
い
紙
が

貼
っ
て
あ
っ
た
。
も
う
ち
ぎ
れ
、
街
角
の
埃
に
舞
っ
て
い
る
の
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
枯
葉
や
紙
屑
の
中
に
、
異
様
に
鮮
や
か
に
見
え
た
。
赤
い
布
で
く

る
ん
だ
赤
ん
坊
を
人
力
車
で
運
ぶ
主
婦
も
い
た
。
そ
れ
ら
の
赤
色
は
、
何

か
暖
か
く
、
ま
た
神
秘
的
に
見
え
た
。
帰
る
路
す
が
ら
そ
の
祝
祭
の
赤
色

ば
か
り
が
目
に
入
っ
た
。

汚
ら
し
い
ボ
ロ
の
藍
衣
に
つ
つ
ま
れ
た
、
色
黒
々
と
し
た
男
女
が
、

坐
っ
た
り
、
歩
い
た
り
、
か
た
ま
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
何
で
も
な

い
風
に
め
で
た
い
正
月
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
私
は
彼
等
が
（
私
や

日
本
人
た
ち
と
無
関
係
に
）
み
ん
な
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
を
、
今
初
め

て
発
見
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。

（
六
四
頁
）

実
際
の
上
海
に
住
ん
で
い
た
が
、
周
り
の
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
上
海
」
と
い
う
空
間
の
存
在
も
、
意
識
の
中
に
浮
遊
し
て

い
る
だ
け
で
は
っ
き
り
と
は
把
握
で
き
な
い
。
こ
ん
な
「
無
感
覚
」
な
「
私
」

は
上
海
に
お
い
て
変
形
し
た
よ
う
で
あ
る
。

無
論
、「
私
」
の
中
に
は
、
中
国
へ
来
る
前
も
来
て
か
ら
も
上
海
の
像
が
ず
っ

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
虚
実
空
間
に
お
け
る
上
海
像
が
一
層
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
戦
時
中
に
起
き
た
か
つ
て
想
像
も
つ
か
な
い

こ
と
、
か
つ
て
の
価
値
観
で
理
解
で
き
な
い
こ
と
な
ど
は
、
上
海
と
い
う
「
場
」

を
「
私
」
に
と
っ
て
、
い
っ
そ
う
複
雑
な
存
在
に
す
る
。
こ
う
し
て
上
海
は
得

体
が
知
れ
な
く
な
っ
た
分
よ
け
い
に
、
な
ん
と
も
「
は
な
れ
に
く
い
」
空
間
に

な
る
。「

案
外
早
く
帰
る
よ
う
に
な
る
か
も
わ
か
ら
な
い
ん
だ
が
ね
」
私
は
病
人

の
す
す
め
を
忘
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。（
中
略
）

（
引
用
者
注
：
画
家
）「
上
海
は
い
い
か
ら
な
。
は
な
れ
に
く
い
ね
」

「
い
い
悪
い
と
言
う
よ
り
ね
。
ま
だ
何
か
、
為
す
べ
き
こ
と
が
残
っ
て
る

よ
う
な
気
が
し
て
ね
」

私
は
そ
ん
な
こ
と
を
自
分
を
戒
め
る
よ
う
に
し
て
注
意
深
く
答
え
た
。

こ
の
ま
ま
何
位
も
な
く
帰
っ
て
は
、
貴
重
な
機
会
を
失
す
る
、
そ
ん
な
気

を
し
た
。
重
苦
し
い
、
涙
や
血
で
汚
れ
た
真
実
の
塊
ま
り
を
ギ
ュ
ッ
と
つ

か
ん
だ
時
の
戦
慄
が
予
感
さ
れ
た
。
帰
国
前
に
、
こ
の
上
海
で
、
そ
の
グ

ニ
ャ
グ
ニ
ャ
し
た
豚
の
内
臓
の
よ
う
な
気
味
悪
い
塊
ま
り
を
握
ら
な
か
っ

た
ら
、
永
久
に
そ
れ
は
私
の
前
か
ら
姿
を
消
す
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
た
。
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（
七
六
〜
七
七
頁
）

時
系
列
に
お
け
る
戦
前
、
戦
中
と
敗
戦
後
も
全
て
上
海
に
接
点
が
あ
る
。
前

の
節
で
も
述
べ
た
が
、
今
ま
で
の
虚
の
空
間
を
想
像
す
る
こ
と
、
実
の
空
間
に

起
き
た
こ
と
と
の
ぶ
つ
か
り
は
全
て
こ
の
「
上
海
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
上

海
と
い
う
「
場
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
、
実
在
し
て
い
る
都
市
だ
け
で
は
な
く

な
る
。
こ
れ
は
武
田
泰
淳
の
評
論
『
司
馬
遷
』
に
お
け
る
持
続
し
う
る
「
空
間
」

の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

上
海
で
死
ん
だ
権
力
の
代
弁
者
で
あ
っ
た
辛
島
、
上
海
か
ら
日
本
へ
の
途
中

に
他
界
し
た
弱
者
の
病
人
も
、
最
後
に
鹿
児
島
湾
の
歌
を
聞
い
た
「
彼
女
」
と

「
私
」
も
、「
過
去
↓
現
在
↓
未
来
」
と
い
う
時
系
列
に
お
い
て
は
、
上
海
と
い

う
空
間
に
接
し
て
い
る
。
こ
の
「
重
苦
し
い
」「
上
海
」
か
ら
引
き
揚
げ
た
と

し
て
も
「
私
」
は
救
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
本
は
彼
ら
の
「
逃
げ
場
」
で

は
な
い
し
、
実
在
の
「
上
海
」
か
ら
離
れ
た
が
、
虚
の
空
間
「
上
海
」
か
ら
は

「
は
な
れ
に
く
い
」
の
で
あ
る
。
帰
国
し
て
も
上
海
に
来
る
前
の
「
私
」
に
戻

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

上
海
と
い
う
「
場
」
は
現
実
世
界
の
他
国
の
都
市
で
あ
り
な
が
ら
、「
虚
↓

虚
実
↓
虚
」
と
い
う
よ
う
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
空
間
で
も
あ
る
。
し
か
も
、
孤

立
す
る
空
間
で
は
な
く
、
持
続
し
う
る
空
間
で
あ
る
。「
私
」
に
し
て
は
、
そ

の
移
り
変
わ
り
は
肉
体
的
な
移
動
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
に
掘
り
下
げ
よ
う

と
す
る
と
、
上
海
と
い
う
「
場
」
に
行
き
着
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
後
初
期
三
部
作
の
最
後
の
作
品
と
し
て
、『
蝮
の
す
え
』

は
そ
れ
ま
で
の
罪
と
懺
悔
を
超
え
る
試
み
だ
と
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

武
田
泰
淳
自
身
の
「
戦
後
」
を
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
の
ひ
と
つ
で
は
な
か
ろ

う
か
。「
上
海
」
は
武
田
泰
淳
に
と
っ
て
、
生
存
し
て
い
た
都
市
だ
け
で
は
な
く
、

過
去
の
記
憶
の
拠
り
所
だ
け
で
も
な
く
、
敗
戦
を
境
に
引
き
続
き
将
来
の
居
場

所
へ
と
辿
り
着
こ
う
と
す
る
「
場
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

虚
実
空
間
に
お
け
る
矛
盾
す
る
感
情
を
与
え
る
上
海
と
い
う
「
場
」
は
、『
蝮

の
す
え
』
に
お
け
る
登
場
人
物
を
そ
の
よ
う
な
暗
い
運
命
に
陥
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
登
場
し
た
四
人
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
当
時
戦
勝
国
の
都
市
上
海

に
お
け
る
日
本
人
全
体
の
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
に
上
海
で
敗
戦
を
迎
え
た
武
田
泰
淳
も

そ
の
一
人
で
あ
る
。

『
蝮
の
す
え
』
は
、
戦
後
初
め
て
の
創
作
集
の
表
題
作
と
し
て
、
作
家
の
戦

争
体
験
と
敗
戦
体
験
を
暗
示
す
る
。「
実
際
上
海
で
も
っ
て
、
こ
ん
ど
の
敗
戦

を
迎
え
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
小
説
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
書
く
意
味
を
く
っ

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
う
」
と
武
田
泰
淳
自
身
も
提
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
や
は
り
上
海
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、
作
家
は
過
去
の
自

分
と
こ
れ
か
ら
の
自
分
と
の
生
き
方
と
生
き
甲
斐
を
考
え
直
す
か
ら
で
あ
る
）
17
（

。

当
時
の
上
海
は
武
田
泰
淳
に
と
っ
て
、
一
番
深
い
絶
望
の
「
場
」
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
地
獄
の
よ
う
な
絶
望
か
ら
覚
醒
し
て
く
る
「
場
」
で
も
あ
る
。
覚

醒
し
て
も
戦
場
の
夢
を
度
々
み
て
〈
絶
望
│
覚
醒
〉
の
循
環
に
拘
束
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
も
、
日
本
へ
引
き
揚
げ
て
も
上
海
と
い
う
「
場
」
が
「
私
」
の
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中
に
持
続
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
結
点
と
し
て
の

上
海
と
い
う
「
場
」
は
虚
実
と
の
空
間
で
あ
り
な
が
ら
、
作
者
の
「
過
去
│
現

在
│
未
来
」
の
時
間
を
表
し
て
も
い
る
。
今
後
の
持
続
は
こ
の
「
上
海
」
に
始

ま
る
。
こ
れ
は
『
司
馬
遷
』
に
お
け
る
武
田
泰
淳
な
り
の
思
想
の
延
長
線
上
に
、

「
上
海
」
を
お
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
司
馬
遷
』
の
持
続
す
る
空
間
は
『
蝮
の
す
え
』
の
「
上
海
」
に
投
影
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
上
海
」
は
、『
蝮
の
す
え
』
一
作
に
と
ど
ま

ら
ず
、
武
田
泰
淳
文
学
解
読
に
あ
た
り
不
可
欠
か
つ
最
重
要
な
問
題
系
の
ひ
と

つ
と
い
っ
て
よ
い
。

注

（
1
）
武
田
泰
淳
『
司
馬
遷
』
日
本
評
論
社

一
九
四
三
年
四
月

（
2
）
円
地
文
子
「
武
田
さ
ん
の
作
品
」『
現
代
文
学
大
系

第
五
七
巻
』（
月
報
51
）
筑
摩

書
房

一
九
六
七
年
四
月

「
武
田
泰
淳
さ
ん
の
作
品
を
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
私
は
愛
読
し
て
い
る
。「
異
形
の
者
」

「
風
媒
花
」「
貴
族
の
階
段
」
皆
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
そ
の
面
白
さ
が
同
時
代
の
作
家
の

も
の
と
ど
こ
か
違
っ
て
い
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
武
田
さ
ん
の
文
学
の
故
郷
が
中
国
に
あ

る
た
め
で
は
な
い
か
と
私
な
り
に
想
像
し
て
み
た
り
す
る
。」

（
3
）
竹
内
好
「
座
談
会

武
田
泰
淳
」『
近
代
文
学
』
一
九
六
〇
年
七
月
、
八
月

（
4
）
武
田
泰
淳
「
心
身
快
楽
」
講
談
社
文
芸
文
庫

二
〇
〇
三
年
七
月

（
5
）
西
谷
博
之
「
武
田
泰
淳
と
キ
リ
ス
ト
教
│
│
『
審
判
』」『
蝮
の
す
え
』
を
め
ぐ
っ
て
」

『
日
本
近
代
文
学
』
一
九
八
〇
年
十
月

寺
園
司
氏
の
ご
指
摘
に
よ
り
、
武
田
泰
淳
の
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
に
よ
っ
て
変
容
し

た
も
の
だ
と
い
わ
れ
る
。（「
武
田
泰
淳
論
│
│
キ
リ
ス
ト
教
的
側
面
に
つ
い
て
│
│

『
青
山
語
文
』
第
九
号

青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
」
一
九
七
九
年
三
月
）

（
6
）
清
原
万
里
『
蝮
の
す
え
』
論
│
│
「
罪
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
│

広
島
大
学
『
近

代
文
学
試
論
』
第
二
十
五
号

一
九
八
七
年
十
二
月

（
7
）
栗
田
智
昭

武
田
泰
淳
研
究
│
│
「
審
判
」「
蝮
の
す
え
」
を
中
心
に
│
│

大
正

大
学
『
国
文
学
試
論
』
二
〇
一
八
年
二
月

（
8
）
林
欣
彤
身
体
と
権
力
の
断
罪
：
武
田
泰
淳
『
蝮
の
す
え
』
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

批
判
『
九
大
日
文
』
二
〇
二
〇
年
三
月

（
9
）
堀
田
善
衞
著

紅
野
謙
介
編
『
堀
田
善
衛
上
海
日
記
滬
上
天
下
一
九
四
五
』
集
英

社

二
〇
〇
八
年
十
一
月

（
10
）
武
田
泰
淳
『
ひ
か
り
ご
け
』『
武
泰
淳
全
集

第
五
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
七
八

年
二
月

船
長
：
俺
は
我
慢
し
て
る
さ
。
我
慢
で
き
ね
え
こ
っ
て
も
、
我
慢
し
て
る
さ
。
こ
れ
だ

け
我
慢
す
る
な
、
容
易
な
こ
っ
て
ね
え
さ
。

西
川
：
我
慢
し
て
る
だ
け
か
。

船
長
：
だ
れ
も
な
に
も
し
て
く
れ
る
わ
け
じ
ゃ
ね
え
。
な
あ
も
か
ん
も
、
自
分
ひ
と
り

で
我
慢
し
な
き
ゃ
な
ん
ね
え
さ
。
我
慢
と
い
う
こ
と
の
中
に
ゃ
、
な
あ
も
か
ん
も
入へ

え

っ

て
る
さ
。
我
慢
て
こ
た
、
ス
ッ
パ
リ
と
西
瓜
わ
っ
た
よ
う
に
、
わ
か
り
や
す
い
も
ん
で

ね
え
さ
。

西
川
：
お
ら
、
我
慢
が
な
ら
ね
え
だ
。

船
長
：
我
慢
し
ね
え
と
な
っ
た
ら
、簡
単
だ
わ
さ
。我
慢
す
る
の
は
、簡
単
な
こ
っ
ち
ゃ

ね
え
。
他
人
の
我
慢
は
、
自
分
の
我
慢
に
な
ら
ね
え
だ
か
ら
な
。
何
を
ど
の
く
れ
え
我

慢
し
た
ら
い
い
か
、
き
ま
り
っ
て
も
ん
は
ね
え
だ
か
ら
な
。
何
の
た
め
に
我
慢
し
る
か
、

わ
か
ん
ね
え
で
も
し
る
の
が
、
我
慢
だ
か
ら
な
。

（
11
）
鎌
田
朋
美
「『
蝮
の
す
え
』
の
構
造
│
│
誰
を
方
舟
に
残
す
か
│
│
」『
愛
媛
国
文
研

究
』
46
号

愛
媛
国
語
国
文
学
会

「
蝮
の
す
え
」
と
い
う
言
葉
は
、
聖
書
を
出
典
と
し
て
い
る
。
マ
タ
イ
伝
三
章
第
七
説
、

マ
タ
イ
伝
十
二
章
三
十
四
節
、
マ
タ
イ
伝
二
十
三
章
三
十
三
節
、
ル
カ
伝
三
章
七
節
の

四
ヶ
所
に
こ
の
言
葉
が
出
て
く
る
。『
蝮
の
す
え
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る
単
行
本
『
未

來
の
淫
女
』（
昭
和
二
十
六
年
五
月
・
目
黒
書
店
）
の
巻
末
に
あ
る
「
自
作
ノ
オ
ト
」



武田泰淳『蝮のすえ』論

（119）992

の
中
で
、
作
者
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
題
名
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
聖
書
に

拠
る
。
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
ん
と
し
て
来
た
パ
リ
サ
イ
人
及
び
サ
ド
カ
イ
人
に
向
っ
て

ヨ
ハ
ネ
は
言
う
。『
蝮
の
裔
よ
。
誰
が
汝
ら
に
來
ら
ん
と
す
る
御
怒
り
を
解
く
べ
き
こ

と
を
示
し
た
る
ぞ
。
さ
ら
ば
悔
い
改
め
に
相
応
し
き
果み

を
結
べ
』『
マ
タ
イ
伝
』
で
は

イ
エ
ス
自
身
、
偽
善
者
に
向
っ
て
『
蛇
よ
。
蝮
の
裔
』
と
呼
び
か
け
て
い
る
。」

（
12
）
粟
津
則
雄
「
武
田
泰
淳
・
人
と
作
品
」『
昭
和
文
学
全
集

第
15
巻
』
小
学
館

一

九
八
七
年
二
月

（
13
）
武
田
泰
淳
『
審
判
』『
武
田
泰
淳
全
集

第
二
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
七
八
年
二
月

（
14
）
清
原
万
里
「『
蝮
の
す
え
』
論
│
│
『
罪
』
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」『
近
代
文
学

試
論
』
25
号

広
島
大
学
近
代
文
学
研
究
会

一
九
八
七
年
十
二
月

作
品
冒
頭
の
〈
私
〉
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
種
の
自
我
崩
壊
の
状
態

に
あ
る
。
こ
こ
で
の
〈
私
〉
は
、
敗
戦
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
ら
し
い
、

感
情
的
な
反
応
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

（
15
）
堀
田
善
衛
著

紅
野
謙
介
編
『
堀
田
善
衛
上
海
日
記

滬
上
天
下
一
九
四
五
』
集
英

社

二
〇
〇
八
年
一
一
月

（
16
）
武
田
泰
淳

堀
田
善
衛
と
の
対
談
「
現
代
に
つ
い
て
」『
文
学
界
』
一
九
五
三
年
七

月

（
17
）
武
田
泰
淳
「
私
を
求
め
て
」（『
文
藝
首
都
』
新
太
陽
社

一
九
五
八
年
八
月
）
以

下
の
内
容
を
参
考
。

作
家
が
自
己
の
生
み
出
し
た
多
数
の
「
私
」
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
い
る
姿
は
、
福
々
し

い
老
翁
が
多
数
の
子
孫
に
と
り
ま
か
れ
て
い
る
状
態
よ
り
は
、
全
身
の
傷
口
か
ら
は
い

出
し
た
蛆
を
自
ら
眺
め
て
い
る
負
傷
者
の
形
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ぬ
。
お
そ
ら
く
は

作
家
は
、
自
己
の
作
品
中
の
「
私
」
た
ち
か
ら
、
こ
の
負
傷
者
の
感
ず
る
如
き
旋
律
を

う
け
と
る
で
あ
ろ
う
。

【
付
記
】

※
本
文
引
用
は
『
武
田
泰
淳
全
集

第
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
二
月
）
に
拠
っ

た
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
、
旧
字
体
は
改
め
、
適
宜
ル
ビ
は
省
略
し
た
。




