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要
　
旨

　

野
坂
昭
如
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
初
出
と
、
初
刊
と
で
本
文
末
尾

に
異
同
（
削
除
と
加
筆
）
が
認
め
ら
れ
る
。

　
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
反
戦
を
訴
え
る
作
品
と
し
て
一
般
的
に
受

容
さ
れ
て
き
た
。

　

文
学
研
究
の
分
野
で
は
、
作
者
の
実
妹
へ
の
鎮
魂
と
贖
罪
が
主
題

で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
作
末
尾
の
加
除
を
考
慮

し
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
転
換
を
迫
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
に
対
す
る
今
ま
で

の
誤
認
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
作
品
末
尾
に
み
ら
れ
る
加
除
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
反
戦
文
学
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
「
火
垂
る
の
墓
」

を
、
実
妹
へ
の
鎮
魂
と
贖
罪
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
新
た
な
読
み

を
提
示
し
よ
う
と
思
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：「
野
坂
昭
如
」・「
本
文
異
同
」・「
戦
災
孤
児
等
保
護

対
策
要
綱
」・「
日
付
」・「
作
品
末
尾
」

一
　
作
品
と
研
究
史

（
一
）
作
品
の
概
要
に
つ
い
て

　
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
十
月
、『
オ
ー

ル
讀
物
』
に
掲
載
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
三
月
、

「
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き
」、「
火
垂
る
の
墓
」、「
焼
土
層
」、「
死
児
を
育

て
る
」、「
ラ
・
ク
ン
パ
ル
シ
ー
タ
」、「
プ
ア
ボ
ー
イ
」
の
六
つ
の
短

篇
を
所
収
し
て
『
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き　

火
垂
る
の
墓
』
と
し
て
文
藝

野
坂
昭
如
「
火
垂
る
の
墓
」
再
評
価

　
　
　
―
―
作
品
末
尾
の
改
変
を
め
ぐ
っ
て
―
―

德
　
永
　
　
淳
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春
秋
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、『
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き　

火
垂
る
の
墓
』
は
、
昭
和

四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
一
月
に
新
潮
文
庫
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

以
後
、
カ
バ
ー
の
装
丁
が
二
回
変
更
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
新
潮
文

庫
版
『
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き　

火
垂
る
の
墓
』
が
定
本
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
本
文
引
用
は
、
定
本
で
あ
る
新
潮
文
庫
版
『
ア
メ

リ
カ
ひ
じ
き　

火
垂
る
の
墓
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年
、「
火
垂
る
の
墓
」
は
ス
タ
ジ
オ

ジ
ブ
リ
の
高
畑
勲
氏
を
脚
本
、
監
督
に
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画

と
し
て
劇
場
公
開
さ
れ
た
。

　

物
語
は
、
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
一
日
、
兵
庫
県
省
線
三
宮
駅
構

内
浜
側
に
お
い
て
十
五
歳
の
少
年
清
太
が
死
ぬ
こ
と
で
始
ま
る
。
そ

の
後
、
同
年
六
月
五
日
の
「
神
戸
大
空
襲
」、
八
月
十
五
日
の
太
平

洋
戦
争
終
戦
を
経
て
、
九
月
二
十
二
日
、
清
太
が
荼
毘
に
付
さ
れ
て

物
語
が
結
ば
れ
る
。

　
「
神
戸
大
空
襲
」
の
回
想
は
、
四
歳
の
妹
節
子
を
背
負
い
、
避
難

す
る
こ
と
で
始
ま
る
。
清
太
、
節
子
兄
妹
は
別
の
壕
へ
避
難
し
て
い

た
病
身
の
母
の
死
に
よ
っ
て
、
父
親
の
従
弟
の
嫁
の
実
家
に
身
を
寄

せ
る
。
遠
い
親
戚
で
あ
る
未
亡
人
は
清
太
兄
妹
に
嫌
味
を
言
い
つ
つ

も
一
部
屋
を
与
え
る
。
最
初
は
罹
災
者
に
充
て
ら
れ
る
特
配
等
も
あ

り
、
食
べ
る
に
困
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
罹
災
者
特
配

も
な
く
な
り
、
食
糧
の
不
足
を
懸
念
し
た
未
亡
人
は
、
清
太
兄
妹
に

亡
き
母
の
着
物
を
売
る
よ
う
促
す
。
清
太
兄
妹
は
、
未
亡
人
の
待
遇

に
耐
え
か
ね
て
、
彼
女
の
家
を
出
る
。
清
太
兄
妹
は
、
コ
の
字
に
掘

ら
れ
た
横
穴
壕
に
居
を
移
し
、
二
人
で
生
き
よ
う
と
す
る
も
、
や
が

て
食
べ
物
も
底
を
つ
い
て
し
ま
う
。
妹
の
節
子
は
栄
養
失
調
に
な

り
、
八
月
二
十
二
日
、
清
太
が
貯
水
池
で
泳
い
で
壕
に
帰
る
と
絶
命

し
て
い
た
。
清
太
は
、
市
役
所
に
火
葬
を
依
頼
す
る
も
満
員
で
断
ら

れ
、
焼
き
方
を
教
え
ら
れ
る
。
自
身
の
手
で
妹
を
荼
毘
に
付
し
た
清

太
は
、
そ
の
後
、
廃
人
の
如
く
気
力
を
喪
失
し
た
ま
ま
絶
命
し
、
九

月
二
十
二
日
、
布
引
の
上
の
寺
で
荼
毘
に
付
さ
れ
る
。

（
二
）
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
火
垂
る
の
墓
』
の
捉
え
ら
れ
方

　

團
野
光
晴
氏
に
よ
れ
ば
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
火
垂
る
の
墓
』

は
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
か
ら
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年
ま

で
の
十
五
年
間
で
七
回
に
亘
っ
て
日
本
テ
レ
ビ
系
、
金
曜
ロ
ー
ド

シ
ョ
ー
で
放
映
さ
れ
た
。
七
回
の
放
映
は
全
て
終
戦
の
月
、
八
月
で

あ
る
（
１
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
視
聴
者
に
戦
争
を
意
識
さ
せ
る
た
め

に
『
火
垂
る
の
墓
』
が
放
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
終
戦
の

月
に
『
火
垂
る
の
墓
』
で
描
か
れ
る
幼
い
兄
妹
の
死
は
、
戦
争
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
惨
禍
を
視
聴
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
火
垂
る
の
墓
』
の
監
督
で
あ
る
高
畑
勲
氏
は
、

エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
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『
火
垂
る
の
墓
』
を
み
て
、
圧
倒
的
多
数
の
方
々
が
そ
の
な
か

に
「
反
戦
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
と
っ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
な

の
で
す
。

　

小
学
生
か
ら
は
、
戦
争
は
こ
わ
い
、
主
人
公
の
兄
妹
が
か
わ
い

そ
う
、
そ
の
死
に
強
い
印
象
を
受
け
た
、
戦
争
は
悲
惨
だ
、
絶
対

に
し
て
は
い
け
な
い
な
ど
、
単
純
だ
が
素
直
な
反
響
が
全
国
的
に

あ
り
ま
し
た
。
最
前
列
で
観
て
い
た
中
学
生
の
男
の
子
た
ち
が
声

を
あ
げ
て
泣
い
て
い
た
。
観
て
来
た
子
供
が
父
親
に
ヴ
ィ
デ
オ
を

借
り
て
も
ら
っ
て
一
緒
に
観
な
が
ら
解
説
を
す
る
の
だ
け
ど
途
中

か
ら
涙
ぐ
ん
で
黙
っ
て
し
ま
っ
た
、
な
ど
、
大
人
も
子
供
も
泣
い

た
人
が
非
常
に
多
い
。
そ
し
て
「
反
戦
映
画
」
だ
と
受
け
と
め
て

お
ら
れ
る
の
で
す
。（
２
）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

　
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
野
坂
昭
如
の
原
作
を
知
っ
て
い
る
の
で

覚
悟
は
し
て
い
た
の
だ
が
、
死
ん
で
安
ら
ぎ
を
得
た
兄
妹
を
包
む

ホ
タ
ル
の
群
れ
か
ら
カ
メ
ラ
が
遠
ざ
か
り
、
そ
れ
が
現
代
の
高
層

ビ
ル
街
の
灯
に
変
わ
る
ラ
ス
ト
で
、
突
然
に
涙
が
あ
ふ
れ
て
き
た

の
に
は
我
な
が
ら
驚
い
た
。
日
本
で
も
、
子
供
が
飢
え
死
に
し
た

時
代
が
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
前
で
し
か

な
い
の
だ
。（
３
）

と
い
う
読
売
新
聞
の
文
化
欄
の
記
事
は
、『
火
垂
る
の
墓
』
が
一
般

的
に
戦
争
の
惨
禍
を
訴
え
る
「
反
戦
映
画
」
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い

る
証
左
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
高
畑
氏
は
、
反
戦
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
て

「
火
垂
る
の
墓
」
を
映
画
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。「
隣
組
や

意
地
の
悪
い
お
ば
さ
ん
か
ら
逃
げ
だ
」
す
清
太
の
気
持
ち
に
「「
人

間
、
辛
抱
だ
」
と
い
う
の
は
大
嫌
い
で
、
人
間
関
係
の
し
が
ら
み
や

争
い
は
出
来
る
だ
け
避
け
よ
う
と
」
す
る
当
時
の
若
者
が
共
感
す
る

こ
と
で
「
戦
争
と
人
の
心
、
そ
し
て
人
々
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
糸

口
の
よ
う
な
も
の
」
を
見
出
し
て
も
ら
う
こ
と
を
高
畑
氏
は
、
当
初

の
目
的
と
し
て
い
た
（
４
）。

　

ま
た
、
原
作
者
で
あ
る
野
坂
は
、

　

ぼ
く
は
、
作
中
の
少
年
ほ
ど
、
妹
に
や
さ
し
く
は
な
か
っ
た
し
、

い
か
に
小
説
と
は
い
え
、
周
辺
の
大
人
た
ち
を
、
ず
い
分
悪
く
書

い
て
い
る
の
だ
。
い
わ
ば
、
お
涙
頂
戴
式
の
お
も
む
き
が
あ
っ
て
、

申
し
訳
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
な
い
、
と
い
っ
て
罪
の
意
識

と
大
袈
裟
な
も
の
で
も
な
い
。
も
し
、
か
わ
い
そ
う
な
戦
争
の
犠

牲
者
の
物
語
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
ら
、
な
お
ぼ
く
自
身
、
い
た

た
ま
れ
な
い
（
５
）
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と
述
べ
て
お
り
、
高
畑
氏
の
エ
ッ
セ
イ
に
あ
る
視
聴
者
の
印
象
と
乖

離
が
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
火
垂
る
の
墓
』
は
、
作

者
、
監
督
の
意
図
を
超
え
て
「
反
戦
映
画
」、「
戦
争
の
犠
牲
者
の
物

語
」
と
し
て
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
。

（
三
）
亡
き
妹
へ
の
贖
罪
と
鎮
魂
の
「
お
涙
頂
戴
」
物
語
と
い
う

認
識
が
作
品
の
真
意
を
暈
す

　

上
記
の
よ
う
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
火
垂
る
の
墓
』
は
多
く

の
人
の
涙
を
誘
い
、
戦
争
が
引
き
起
こ
す
惨
劇
の
物
語
、
兄
妹
の
愛

情
物
語
と
し
て
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
戦
争
が
引
き
起
こ
す
惨
劇
の
物
語
、
兄
妹
の
愛
情

物
語
と
し
て
「
火
垂
る
の
墓
」
が
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
ア
ニ
メ
劇
場

公
開
さ
れ
る
以
前
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、「
火
垂
る
の
墓
」
発
表
前
で
あ
る
昭
和
四
十
二
年
一
月

に
『
婦
人
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
の
子
守
唄
」
と

い
う
野
坂
の
エ
ッ
セ
イ
が
影
響
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。「
プ
レ

イ
ボ
ー
イ
の
子
守
唄
」
に
よ
れ
ば
、
野
坂
の
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
被

災
体
験
と
飢
餓
体
験
、
一
歳
三
ヵ
月
の
妹
恵
子
と
の
死
別
に
至
る
経

緯
が
「
火
垂
る
の
墓
」
の
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
。「
火
垂
る
の
墓
」

を
栗
坪
良
樹
氏
は
、

　
「
火
垂
る
の
墓
」
に
は
、
作
者
の
戦
争
体
験
が
、
知
ら
ず
知
ら

ず
詠
嘆
的
に
語
ら
れ
て
い
る
傾
き
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
詠
嘆

は
け
つ
し
て
オ
ー
バ
ー
な
も
の
で
は
な
く
贖
罪
的
で
あ
り
、
か
つ

鎮
魂
的
で
も
あ
る
。
何
に
対
し
て
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
作
者
の

〈
妹
〉
に
対
し
て
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
れ
に
違
い
な
い
。

（
６
）

と
述
べ
、
妹
恵
子
に
対
す
る
贖
罪
と
鎮
魂
を
目
的
と
し
て
読
ん
で
い

る
。
ま
た
、
菊
池
昌
典
氏
は
、

　

日
本
共
同
体
の
崩
壊
は
、
二
人
の
子
供
だ
け
の
運
命
共
同
体
を

も
、
餓
鬼
の
世
界
に
な
げ
こ
み
、
世
間
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
兄
妹

を
食
物
を
め
ぐ
る
あ
ら
そ
い
に
駆
り
た
て
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

事
実
は
、
家
庭
の
単
位
の
な
か
で
も
、
餓
飢
の
修
羅
場
は
隠
湿
な

形
を
と
っ
て
、
進
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
へ
の
痛
み
が
、

野
坂
を
し
て
、
傑
作
「
火
垂
る
の
墓
」
を
生
ま
し
め
た
の
で
あ
る
。

（
７
）

と
述
べ
て
お
り
、「
火
垂
る
の
墓
」
を
野
坂
の
戦
争
体
験
の
中
に
兄

妹
の
愛
情
が
込
め
ら
れ
た
作
品
と
し
て
捉
え
て
き
た
。
栗
坪
氏
の
論
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文
は
昭
和
四
十
七
（
一
九
七
二
）
年
、
菊
池
氏
の
論
文
は
昭
和

四
十
九
（
一
九
七
四
）
年
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、「
火

垂
る
の
墓
」
研
究
史
に
お
い
て
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
読
み
は
現
在
で
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
平
成

二
十
七
（
二
○
一
五
）
年
に
大
堀
敏
靖
氏
が
、

　
「
火
垂
る
の
墓
」
の
中
で
は
主
人
公
清
太
は
四
歳
の
妹
節
子
の

世
話
を
兄
ら
し
く
懸
命
に
行
っ
て
い
る
。
栄
養
失
調
で
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
妹
を
荼
毘
に
ふ
し
、
そ
の
白
い
骨
を
ド
ロ
ッ
プ
缶
に

入
れ
て
自
ら
が
亡
く
な
る
ま
で
離
さ
な
か
っ
た
。
清
太
の
モ
デ
ル

で
あ
る
実
際
の
野
坂
は
赤
子
の
妹
を
む
し
ろ
煩
わ
し
く
思
う
ば
か

り
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
う
し
ろ
め
た
い
気
持
ち
を
こ
の
作
品
を
書

く
こ
と
に
よ
っ
て
昇
華
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合

真
実
は
違
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、
野
坂
が
こ

う
い
う
作
品
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
、
こ
う
あ
る
べ
き

だ
っ
た
と
い
う
理
想
型
が
野
坂
の
中
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
作
品
は

生
れ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
８
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
野
坂
に
よ
る
妹
恵
子
に
対

し
て
の
贖
罪
と
鎮
魂
が
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
定

説
と
さ
れ
て
き
た
。
若
し
く
は
、
米
村
み
ゆ
き
氏
の
よ
う
に
「
清
太

の
よ
う
な
浮
浪
児
が
三
宮
駅
構
内
の
支
柱
ご
と
に
座
り
込
ん
で
い
る

描
写
に
、
こ
の
話
が
戦
中
・
戦
後
の
あ
り
ふ
れ
た
悲
劇
」（
９
）
と
し

て
、
戦
争
の
凄
惨
さ
と
そ
の
背
景
に
あ
る
歴
史
を
顕
現
し
た
小
説
と

読
ま
れ
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
は
、「
あ
の
昭
和
二
十
年
の
夏
、
十
四
歳
の
少
年
が
、
一

年
三
ヵ
月
の
赤
ん
坊
を
、
育
て
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
別

に
気
に
や
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
恵
子
の
運
が
わ
る
か
つ
た
と
い

え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
し
か
し
一
年
三
ヵ
月
の
赤
ん
坊
の
食
物
の
ピ

ン
を
は
ね
、
そ
の
頭
を
ブ
ン
な
ぐ
つ
た
記
憶
は
な
く
な
る
も
の
で
は

な
い
。
泣
き
つ
ぱ
な
し
で
死
ん
で
し
ま
つ
た
女
の
子
な
ん
て
、
あ
ま

り
に
か
わ
い
そ
う
過
ぎ
る
。
ぼ
く
は
恵
子
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど

う
に
も
な
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
う
の
だ
。」（10

）
ま
た
、「
中
学
生
に
、

『
火
垂
る
の
墓
』
を
執
筆
し
た
時
の
、
作
者
の
心
境
は
ど
う
だ
っ
た

か
な
ど
と
、
推
測
さ
せ
る
必
要
は
な
い
（
中
略
）
戦
争
の
惨
禍
と
関

係
な
く
、
兄
妹
の
愛
情
物
語
と
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
作
者
と
し
て

幸
せ
。」（11

）
と
い
っ
た
野
坂
の
エ
ッ
セ
イ
の
言
葉
を
根
拠
に
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

確
か
に
野
坂
の
述
べ
た
言
葉
を
辿
る
程
、
彼
の
亡
き
妹
、
恵
子
に

対
し
て
の
悔
悟
の
念
は
、
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
野
坂
の
実
体
験
と
は

違
っ
て
清
太
は
、
妹
節
子
に
対
し
て
最
期
ま
で
、
献
身
的
で
あ
っ
た
。

野
坂
の
成
し
得
な
か
っ
た
行
為
を
清
太
に
託
す
こ
と
で
妹
恵
子
に
対
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し
て
贖
罪
と
鎮
魂
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
贖
罪
と
鎮
魂
の
み
が
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
節
子
が
死

ぬ
ま
で
献
身
的
に
尽
し
た
清
太
を
描
く
だ
け
で
、
十
分
だ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
清
太
ま
で
も
死
に
至
ら
し
め
る
結
末
を
用
意
す

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
疑
問
が
生
じ
る
。

（
四
）「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
に
つ
い
て
の
誤
認

　

以
上
の
よ
う
に
「
火
垂
る
の
墓
」
は
妹
へ
の
贖
罪
と
鎮
魂
を
目
的

と
し
て
い
る
と
読
ま
れ
つ
つ
、
そ
れ
に
並
行
し
て
戦
争
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
る
惨
禍
を
表
し
て
い
る
と
読
ま
れ
て
き
た
。

　

例
え
ば
、
岩
佐
壯
四
郎
氏
は
「
父
の
従
弟
の
嫁
の
実
家
」
を
〈
身

内
〉
と
〈
他
人
〉
の
境
界
と
い
う
よ
り
、〈
他
人
〉
に
属
す
る
と
前

提
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
遠
い
縁
故
に
す
が
り
、「
父
の
従
弟
の

嫁
の
実
家
」
に
寄
寓
す
る
清
太
兄
妹
の
扱
わ
れ
方
の
変
遷
か
ら
「
戦

争
は
、
地
縁
と
か
血
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
共
同
体
を
引
き
裂
い

た
。
と
い
う
よ
り
、
平
和
な
時
代
に
は
、
地
縁
と
か
血
縁
と
い
う
言

葉
が
蔽
い
隠
し
て
い
る
関
係
を
剥
き
出
し
に
し
て
み
せ
た
。」（12

）

と
し
て
伝
統
的
な
共
同
体
の
崩
壊
と
呼
ん
だ
。
そ
の
崩
壊
と
は
、
日

本
と
い
う
共
同
体
の
崩
壊
を
意
味
し
、
こ
の
共
同
体
を
基
盤
に
し
た

文
化
の
崩
壊
で
あ
る
と
論
じ
た
。
前
掲
し
た
菊
池
氏
の
論
も
併
せ
る

と
、
清
太
兄
妹
の
死
に
至
る
ま
で
の
食
べ
物
を
巡
る
争
い
は
戦
時
下

と
い
う
特
殊
な
状
況
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
争
い

は
、
日
本
共
同
体
、
日
本
文
化
の
崩
壊
に
帰
結
し
て
い
る
と
し
て
、

「
火
垂
る
の
墓
」
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
團
野
光
晴
氏
も
清
太
兄
妹
の
「
父
の
従
弟
の
嫁
の
実
家
」

で
展
開
さ
れ
た
食
べ
物
を
巡
る
争
い
か
ら
「
戦
況
の
悪
化
と
食
糧
不

足
の
た
め
、
す
で
に
戦
時
下
に
お
い
て
戦
後
の
「
焼
跡
闇
市
」
的
な

弱
肉
強
食
の
風
潮
が
、
隠
微
に
蔓
延
し
て
い
る
」（13

）
と
し
て
、
エ

ゴ
イ
ス
ト
の
象
徴
に
未
亡
人
を
位
置
づ
け
、
共
同
体
の
崩
壊
を
論
じ

て
い
る
。
更
に
「
い
っ
そ
節
子
さ
え
お
ら
な
ん
だ
ら
」
と
い
う
清
太

の
言
葉
か
ら
彼
自
身
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
れ

を
打
破
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
清
太
が

「
焼
跡
闇
市
」
的
な
弱
肉
強
食
の
世
界
に
敗
北
し
、
無
縁
仏
と
し
て

名
前
も
個
性
も
喪
失
す
る
。
こ
こ
に
戦
争
と
い
う
惨
劇
が
兄
妹
愛
を

貫
こ
う
と
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
破
壊
す
る
機
能
を
持
つ
と
し
て

「
火
垂
る
の
墓
」
を
論
じ
て
い
る
。「
焼
跡
闇
市
」
と
い
う
戦
争
特
有

の
文
化
と
そ
の
中
で
顕
現
す
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
、〈
人
間
ら

し
さ
〉
を
破
壊
す
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
團
野
氏
は
「
焼
跡
闇
市
」
に
注
目
し
た
が
、「
戦
災
孤
児

等
保
護
対
策
要
綱
」
と
い
う
法
案
に
注
目
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ

る
。
昭
和
二
十
年
九
月
二
十
二
日
と
い
う
詳
細
な
日
付
と
伴
に
「
戦

災
孤
児
等
保
護
対
策
要
項
」
成
立
の
次
の
日
が
清
太
の
命
日
で
あ
る
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と
い
う
描
写
は
、
読
者
に
深
い
印
象
を
与
え
る
。

　

前
掲
の
米
村
氏
は
「
妹
節
子
が
終
戦
の
一
週
間
後
に
死
に
、
清
太

は
そ
の
敗
戦
の
一
ヶ
月
後
「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
の
決
定

が
な
さ
れ
た
翌
日
に
死
亡
す
る
設
定
に
は
、
戦
争
が
敗
戦
に
よ
る
終

焉
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
生
き
延
び
た
清
太
で
あ
る
野
坂

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
〈
戦
後
〉

と
い
う
時
代
の
中
で
、
何
を
受
け
入
れ
、
何
と
向
き
合
っ
て
き
た
の

か
を
考
え
さ
せ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。（
傍
点
は
原
文
の
ま

ま
）」（14

）
と
解
説
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
、
八
月
十
五
日
で
戦
争
が
終
っ
た
の
で
は
な
く
、「
戦

災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
が
成
立
施
行
さ
れ
た
今
日
で
も
悲
劇
は

幕
を
下
ろ
し
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
が
読
み
取
れ
る
。
も
う
一
歩
踏

み
込
ん
で
言
え
ば
、
終
戦
し
て
か
ら
一
ヶ
月
と
い
う
間
、
戦
災
孤
児

へ
の
対
策
を
講
じ
な
か
っ
た
社
会
の
怠
慢
さ
を
訴
え
て
い
る
、
と
読

む
こ
と
さ
え
で
き
る
。

　

中
島
康
二
氏
は
、「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
に
つ
い
て

「「
も
う
少
し
決
定
が
早
け
れ
ば
、
清
太
は
死
な
な
か
っ
た
」、
も
し

く
は
「
決
定
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
要
綱
が
効
果
的
に
機
能
し
な

か
っ
た
ば
か
り
に
清
太
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
決
定
の
日
付
、
そ
し
て
清
太
の

死
ん
だ
日
付
に
こ
そ
、
清
太
が
作
中
に
お
い
て
、
死
な
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
意
図
と
い
う
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。」（15

）

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
を
、
清
太
や
他
の

戦
災
孤
児
へ
の
救
済
と
位
置
づ
け
て
読
む
こ
と
は
多
く
の
読
者
の
共

通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。

　

し
か
し
、「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
の
実
態
は
、

　

昭
和
二
十
一
年
当
初
浮
浪
児
は
ま
だ
大
し
た
数
で
は
な
く
月

二
、三
回
の
一
斉
収
容
に
毎
回
四
、五
○
人
の
程
度
で
大
部
分
は
本

院
に
収
容
し
た
が
、
施
設
の
不
備
、
処
遇
の
関
係
等
で
そ
の
多
く

は
直
ち
に
逃
亡
す
る
も
の
が
続
出
し
た
。
こ
の
た
め
一
時
は
大
島

に
隔
離
収
容
す
る
案
を
樹
て
、
同
年
二
月
末
現
地
視
察
を
行
っ
た

が
、
地
元
の
反
対
に
あ
い
実
現
で
き
な
か
っ
た
。（16

）

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
石
井
光
太
氏
は
、
浮
浪
児
を
取
材

し
つ
つ
、
孤
児
院
の
実
態
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

初
期
の
孤
児
院
の
多
く
は
、
浮
浪
児
の
収
容
を
目
的
と
し
て
い

た
。
特
に
都
や
県
が
運
営
し
て
い
る
公
立
の
施
設
は
そ
う
だ
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
施
設
側
は
子
供
た
ち
の
脱
走
を
防
ぐ
た
め
に

窓
に
鉄
格
子
を
は
め
て
、
ド
ア
を
二
重
、
三
重
に
し
て
鍵
を
か
け

る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

浮
浪
児
た
ち
の
間
で
評
判
が
悪
か
っ
た
の
が
、「
東
水
園
」
だ
。

一
九
四
六
年
に
東
京
湾
の
芝
浦
岸
壁
か
ら
八
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
海
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上
、
今
の
お
台
場
に
あ
っ
た
東
京
水
上
警
察
署
第
五
台
場
見
張
所

を
利
用
し
て
建
設
さ
れ
た
離
島
の
よ
う
な
施
設
で
、
四
方
を
海
に

囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
一
度
船
で
運
ば
れ
て
し
ま
え
ば
、
自
力
で

抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
ん
な
こ
と
か
ら
浮
浪
児
た
ち
は
、
こ
こ
に
送
ら
れ
る
こ
と
を

「
島
流
し
」
と
呼
ん
で
い
た
。
島
の
施
設
は
陸
の
施
設
同
様
に
極

度
の
食
糧
不
足
に
陥
っ
て
お
り
、
子
供
同
士
の
い
じ
め
や
、
職
員

か
ら
の
乱
暴
も
横
行
し
て
い
た
。
子
供
た
ち
の
中
に
は
泳
い
で
脱

走
を
図
ろ
う
と
す
る
者
が
い
た
が
、
途
中
で
潮
に
流
さ
れ
て
溺
死

す
る
と
い
う
事
件
も
起
き
て
い
た
。（17

）

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
孤
児
院
の
環
境
が
い
か
に
劣
悪
で
あ
っ
た
か
を

如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
〈
語
り
手
〉
は
清
太
の
死
に
つ
い
て
詳
細
な
日
付
を
冒
頭
と
作
品

末
の
二
回
に
亘
っ
て
語
り
、
読
者
に
「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」

を
強
く
印
象
付
け
て
い
る
。
野
坂
は
こ
う
し
た
孤
児
院
の
実
態
を
知

悉
し
た
上
で
「
戦
災
孤
児
等
対
策
保
護
要
項
」
を
作
品
に
書
き
込
ん

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
証
左
と
し
て
、
野
坂
は
、

　

僕
自
身
が
死
を
一
番
意
識
し
た
の
は
、
終
戦
後
、
生
き
る
た
め

に
盗
み
を
や
っ
て
捕
ま
り
、
少
年
院
に
送
ら
れ
た
と
き
。
そ
こ
は

戦
争
孤
児
の
吹
き
溜
ま
り
、
飢
え
に
さ
い
な
ま
さ
れ
、
朝
起
き
る

と
一
人
は
死
ん
で
い
る
と
い
う
毎
日
だ
っ
た
。
隅
の
桶
に
う
ん
こ

を
す
る
の
だ
が
、
後
ろ
を
向
い
て
他
の
奴
に
「
お
い
、
肛
門
見
え

る
か
」
と
聞
く
。
肛
門
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
筋
肉

が
落
ち
脱
肛
状
態
に
な
る
こ
と
で
、
見
え
た
ら
お
よ
そ
四
、五
日

で
死
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
こ
こ
に
い
た
ら
僕
は
死

ぬ
。
じ
わ
じ
わ
来
る
飢
え
死
に
の
恐
怖
…
…
（18

）

と
述
べ
て
い
る
。
戦
争
孤
児
は
「
保
護
」
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
収
監
」
さ
れ
、
飢
え
の
中
で
死
を
待
っ
て
い
た
の
だ
。

　

こ
の
実
態
に
基
づ
い
て
考
え
れ
ば
、「
戦
災
孤
児
等
対
策
保
護
要

項
」
が
成
立
、
施
行
さ
れ
た
と
し
て
も
清
太
の
絶
命
す
る
場
所
が
変

わ
る
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
戦
災
孤
児
等
保
護
対

策
要
綱
」
が
施
行
さ
れ
て
い
れ
ば
、
清
太
が
救
済
さ
れ
た
と
読
む
こ

と
は
、
法
案
の
名
称
に
誘
導
さ
れ
た
安
直
な
解
釈
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
清
太
が
「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
決
定
の

翌
日
に
絶
命
す
る
と
い
う
悲
哀
を
誘
う
設
定
に
引
き
ず
ら
れ
て
「
火

垂
る
の
墓
」
は
、
反
戦
文
学
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
は
、
清
太
の
絶
命
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を

論
じ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
本
稿
で
は
、「
火
垂
る
の
墓
」
に
見
ら

れ
る
作
品
末
尾
の
初
出
と
初
刊
の
本
文
異
同
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
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加
除
が
ど
の
よ
う
に
読
み
を
転
換
さ
せ
る
か
を
考
察
し
て
い
く
。

二
　「
火
垂
る
の
墓
」
に
見
ら
れ
る
初
出
と
初
刊
の
本
文
異
同

（
一
）「
火
垂
る
の
墓
」
の
加
除

　
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、『
オ
ー
ル
讀
物
』
に
掲
載
さ
れ
た
初
出
の
も

の
と
、
初
刊
で
あ
る
単
行
本
『
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き
・
火
垂
る
の
墓
』

所
収
の
も
の
と
で
、
作
品
末
尾
に
加
筆
と
削
除
が
認
め
ら
れ
る
。

　

昭
和
二
十
年
九
月
二
十
二
日
午
後
、
三
宮
駅
構
内
で
野
垂
れ
死

に
し
た
清
太
は
、
他
に
二
、三
十
は
あ
っ
た
浮
浪
児
の
死
体
と
共

に
、
布
引
の
上
の
寺
で
荼
毘
に
付
さ
れ
、
骨
は
無
縁
仏
と
し
て
納

骨
堂
へ
お
さ
め
ら
れ
た
。

右
の
文
章
は
、
定
本
の
「
火
垂
る
の
墓
」
作
品
末
で
あ
る
。
物
語
は
、

清
太
が
荼
毘
に
付
さ
れ
、
個
人
と
し
て
の
名
前
す
ら
も
奪
わ
れ
た
形

で
結
ば
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
初
出
の
作
品
末
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　

三
宮
駅
構
内
で
野
垂
れ
死
に
し
た
清
太
は
、
他
に
二
、三
十
は

あ
っ
た
浮
浪
児
の
死
体
と
共
に
、
布
引
の
上
の
寺
で
荼
毘
に
付
さ

れ
、
骨
は
無
縁
仏
と
し
て
納
骨
堂
へ
お
さ
め
ら
れ
た
。

　

そ
の
夜
、
布
引
の
谷
あ
い
の
螢
、
無
数
に
と
び
立
ち
、
一
筋
の

流
れ
と
な
り
、
三
宮
駅
浜
側
の
夏
草
の
し
げ
み
に
流
れ
お
ち
、
く

さ
む
ら
一
面
無
数
の
螢
火
に
か
ざ
ら
れ
た
と
い
う
、
う
ち
捨
て
ら

れ
た
節
子
の
骨
を
、
守
る
よ
う
に
あ
や
す
よ
う
に
。（19

）（
傍
線
は
、

論
者
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
傍
線
部
が
削
除
さ
れ
、
冒
頭
部
に
詳
細
な
日
時
を
加
筆

し
た
も
の
が
定
本
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
火
垂
る
の
墓
」
を
最
初
に
読
ん
だ
『
オ
ー
ル
讀
物
』
元
編
集
者

の
鈴
木
琢
二
氏
は
、
作
品
末
尾
の
加
除
を
指
摘
し
つ
つ
、
加
筆
の
理

由
に
関
し
て
は
留
保
し
つ
つ
も
、
削
除
の
理
由
に
関
し
て
は
、
海
音

寺
潮
五
郎
の

　

不
思
議
な
才
能
で
あ
る
。
大
坂
こ
と
ば
の
長
所
を
利
用
し
て
の

冗
舌
は
、
縦
横
無
尽
の
よ
う
で
い
な
が
ら
、
無
駄
な
お
し
ゃ
べ
り

は
少
し
も
な
い
。
十
分
な
計
算
が
あ
る
。
見
事
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。
前
者
に
使
わ
れ
て
い
る
材
料
は
ぼ
く
の
好
み
で
は
な
い
が
、

描
写
に
少
し
も
い
や
し
さ
が
な
く
、
突
飛
な
効
果
が
笑
い
を
さ
そ

う
。
感
心
し
た
。
後
者
の
結
末
は
明
治
調
す
ぎ
て
、
古
め
か
し
す

ぎ
て
乗
っ
て
い
け
な
か
っ
た
が
、
自
伝
的
な
も
の
が
あ
り
そ
う
だ

か
ら
、
こ
う
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。（20

）
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と
い
う
直
木
賞
の
選
評
を
受
け
て
野
坂
が
加
除
を
施
し
た
と
推
測
し

て
い
る
（21

）。
し
か
し
、
作
品
末
尾
の
一
段
落
は
、「
火
垂
る
の
墓
」

と
い
う
題
を
強
く
表
現
し
て
い
る
箇
所
と
捉
え
ら
れ
る
。
更
に
、
作

品
末
尾
の
一
段
落
こ
そ
野
坂
の
実
妹
へ
の
悔
悟
の
念
を
表
出
す
る
為

に
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
を
削
除
す
る
こ
と
は
、
彼
の
実
妹
に

対
す
る
贖
罪
、
鎮
魂
の
念
を
超
え
て
為
さ
れ
た
操
作
で
あ
る
と
い
う

解
釈
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
削
除
さ
れ
た
節
子
の
死

　

鈴
木
氏
は
、
海
音
寺
の
直
木
賞
選
評
に
作
品
末
尾
削
除
の
原
因
が

あ
る
と
推
測
し
た
が
、
他
の
選
考
委
員
で
あ
る
石
坂
洋
二
郎
氏
は
、

「
野
坂
昭
如
氏
の
二
作
の
う
ち
、
私
は
「
火
垂
る
の
墓
」
が
い
い
と

思
っ
た
。
／
こ
の
題
材
で
は
「
婦
人
公
論
読
者
賞
」
に
選
ば
れ
た
二

つ
の
作
品
に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
が
、
こ
う
短
く
き
れ
ぎ
れ
に
書
か
な

い
で
、
こ
の
題
材
で
長
篇
を
書
か
れ
た
ら
―
―
と
残
念
に
思
っ
た
。」

（22

）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
源
氏
鶏
太
氏
は
、「
今
回
の
二
作
に

つ
い
て
は
文
句
の
つ
け
よ
う
が
な
か
っ
た
。」（23

）
と
絶
賛
し
て
お

り
、
他
の
選
考
委
員
も
、
好
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

海
音
寺
氏
も
作
品
末
尾
こ
そ
批
判
し
た
も
の
の
選
評
の
内
容
で

は
、
賛
辞
を
述
べ
て
い
る
。
選
考
委
員
全
員
が
好
評
価
を
下
す
中
で
、

海
音
寺
氏
の
批
判
一
つ
を
受
け
て
削
除
し
た
と
考
え
る
の
は
、
論
拠

が
乏
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

作
品
末
尾
の
変
更
は
、
作
品
全
体
の
評
価
、
解
釈
の
転
換
を
迫
る

も
の
で
あ
る
。

　

野
坂
が
エ
ッ
セ
イ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
実
妹
に
対
す
る
贖
罪
と

鎮
魂
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
節
子
の
霊
魂
を
鎮
め
る
か
の

よ
う
な
描
写
と
な
っ
て
い
る
作
品
末
尾
の
一
段
落
は
、
必
要
で
あ
ろ

う
。

　

初
出
作
品
末
尾
を
削
除
し
た
場
合
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
清
太
が

無
縁
仏
と
し
て
荼
毘
に
付
さ
れ
る
こ
と
で
結
ば
れ
る
。
即
ち
、
節
子

の
死
で
は
な
く
、
清
太
の
死
で
作
品
が
完
結
す
る
。
團
野
氏
は
、「
他

に
二
、三
十
は
あ
っ
た
浮
浪
児
の
死
体
と
共
に
、
布
引
の
上
の
寺
で

荼
毘
に
付
さ
れ
、
骨
は
無
縁
仏
と
し
て
納
骨
堂
へ
お
さ
め
ら
れ
た
」

こ
と
か
ら
、
清
太
も
ま
た
「
名
前
や
個
性
も
」
喪
失
し
て
「
二
、

三
十
」
の
「
浮
浪
児
」
の
一
人
に
組
み
込
ま
れ
た
（24

）
と
述
べ
て
い

る
。
作
品
末
尾
の
削
除
を
踏
ま
え
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
團

野
氏
に
よ
る
清
太
の
死
の
捉
え
方
は
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　

作
品
末
尾
の
削
除
は
、「
火
垂
る
の
墓
」
を
餓
死
し
た
哀
れ
な
妹

へ
の
贖
罪
の
物
語
の
み
な
ら
ず
、
妹
思
い
の
少
年
の
死
の
物
語
と
い

う
面
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
し
て
、
清
太
は
「
二
、三
十
は
あ
っ

た
浮
浪
児
の
死
体
と
共
に
」「
無
縁
仏
」
と
な
り
、
個
性
を
喪
失
す

る
。
そ
れ
は
、
作
品
が
清
太
節
子
兄
妹
の
固
有
の
物
語
で
留
ま
る
こ
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と
を
許
さ
な
い
。
清
太
の
死
を
多
く
の
戦
災
孤
児
の
一
人
の
物
語
に

拡
大
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
加
筆
さ
れ
た
詳
細
な
日
時

　
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、

　

何
日
な
ん
や
ろ
な
、
何
日
な
ん
や
ろ
か
と
そ
れ
の
み
考
え
つ

つ
、
清
太
は
死
ん
だ
。

　

そ
の
前
日
、「
戦
災
孤
児
等
保
護
対
策
要
綱
」
の
決
定
さ
れ
た
、

昭
和
二
十
年
九
月
二
十
一
日
の
深
夜
で
、
お
っ
か
な
び
っ
く
り
虱

だ
ら
け
の
清
太
の
着
衣
調
べ
た
駅
員
は
、
腹
巻
の
中
に
ち
い
さ
な

ド
ロ
ッ
プ
の
缶
を
み
つ
け
出
し
、（
中
略
）
ド
ロ
ッ
プ
の
缶
も
て

余
し
た
よ
う
に
ふ
る
と
、
カ
ラ
カ
ラ
と
鳴
り
、
駅
員
は
モ
ー
シ
ョ

ン
つ
け
て
駅
前
の
焼
跡
、
す
で
に
夏
草
し
げ
く
生
え
た
あ
た
り
の

暗
が
り
へ
ほ
う
り
投
げ
、
落
ち
た
拍
子
に
そ
の
ふ
た
が
と
れ
て
、

白
い
粉
が
こ
ぼ
れ
、
ち
い
さ
い
骨
の
か
け
ら
が
三
つ
こ
ろ
げ
、
草

に
宿
っ
て
い
た
蛍
お
ど
ろ
い
て
二
、三
十
あ
わ
た
だ
し
く
点
滅
し

な
が
ら
と
び
か
い
、
や
が
て
静
ま
る
。

と
い
う
よ
う
に
詳
細
な
日
時
を
記
し
て
清
太
の
死
を
語
る
こ
と
で
始

ま
る
。
そ
の
後
〈
語
り
手
〉
は
、
昭
和
二
十
年
六
月
五
日
の
神
戸
大

空
襲
に
ま
つ
わ
る
回
想
を
語
り
、「
母
の
長
じ
ゅ
ば
ん
腰
ひ
も
が
ま

る
ま
っ
て
い
た
か
ら
、
拾
い
上
げ
、
ひ
っ
か
つ
い
で
、
そ
の
ま
ま
壕

に
は
も
ど
ら
な
か
っ
た
」
以
降
の
清
太
の
動
向
を
、
冒
頭
部
に
照
応

さ
せ
、「
三
宮
駅
構
内
で
野
垂
れ
死
に
し
た
清
太
」
の
死
後
に
つ
い

て
語
る
。
作
品
末
尾
に
お
い
て
時
空
を
冒
頭
部
に
引
き
戻
す
こ
と
で

「
火
垂
る
の
墓
」
と
い
う
物
語
は
、
円
環
の
構
造
を
成
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。

　

初
出
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
清
太
の
死
を
語
る
こ
と
で
冒
頭
部
の

時
空
に
還
る
。
定
本
「
火
垂
る
の
墓
」
も
、「
昭
和
二
十
年
九
月

二
十
二
日
午
後
」
と
い
う
明
確
な
日
時
を
記
す
こ
と
で
冒
頭
部
に
読

者
を
引
き
戻
す
。

　

最
終
段
落
に
日
付
を
記
す
こ
と
は
、
冒
頭
部
で
清
太
が
絶
命
し
た

日
付
と
対
応
し
て
神
戸
大
空
襲
に
ま
つ
わ
る
回
想
を
明
確
に
す
る
。

二
つ
の
日
付
に
よ
っ
て
枠
に
囲
ま
れ
て
浮
か
び
上
が
っ
た
回
想
部

は
、
読
者
に
清
太
の
死
を
よ
り
鮮
明
に
刻
み
つ
け
る
。

　

ま
た
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、
冒
頭
部
「
草
に
宿
っ
て
い
た
蛍
お
ど

ろ
い
て
二
、三
十
あ
わ
た
だ
し
く
点
滅
し
な
が
ら
と
び
か
」
っ
た
蛍

と
、
荼
毘
に
付
さ
れ
る
「
浮
浪
児
」
の
数
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
が

印
象
的
で
あ
る
。
清
太
と
「
二
、三
十
」
の
「
浮
浪
児
」
を
何
時
、

荼
毘
に
付
し
た
か
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
初
出
は
、
清
太
の
死
体
が

い
つ
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
た
か
も
曖
昧
に
す
る
。
清
太
の
絶
命
か
ら

荼
毘
に
付
さ
れ
る
ま
で
の
時
間
が
経
過
す
る
ほ
ど
「
浮
浪
児
の
死
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体
」
は
、
増
え
て
い
く
。
即
ち
、
最
終
段
落
で
「
浮
浪
児
の
死
体
」
は
、

「
二
、三
十
」
を
超
え
て
増
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

冒
頭
部
「
草
に
宿
っ
て
い
た
蛍
お
ど
ろ
い
て
二
、三
十
あ
わ
た
だ

し
く
点
滅
し
な
が
ら
と
び
か
」
っ
た
蛍
と
最
終
段
落
で
「
他
に
二
、

三
十
は
あ
っ
た
浮
浪
児
の
死
体
」
を
照
応
さ
せ
て
鎮
魂
す
る
に
は
、

荼
毘
に
付
す
日
時
を
清
太
絶
命
の
翌
日
に
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　
お
わ
り
に

　
「
火
垂
る
の
墓
」
の
初
刊
に
際
し
て
施
さ
れ
た
加
筆
は
、
作
品
の

構
造
を
明
確
に
し
た
。
作
品
末
尾
に
お
け
る
削
除
は
、
戦
争
の
惨
禍

に
見
舞
わ
れ
た
の
は
清
太
兄
妹
だ
け
で
は
な
く
、
数
多
い
る
戦
災
孤

児
た
ち
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
野
坂
個
人
の
妹

に
対
す
る
鎮
魂
の
物
語
か
ら
、
戦
災
孤
児
た
ち
へ
の
鎮
魂
の
物
語
へ

と
昇
華
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
清
太
兄
妹
固
有
の
物
語
か
ら
戦
災
孤
児

全
体
の
物
語
へ
と
拡
大
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

同
時
に
そ
れ
は
、
実
妹
へ
の
鎮
魂
、
贖
罪
小
説
で
あ
っ
た
野
坂
昭

如
個
人
の
問
題
か
ら
「
火
垂
る
の
墓
」
を
解
放
す
る
こ
と
で
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（25

）。

註

（
１
）
團
野
光
晴
「〝
国
民
的
映
画
〟
の
成
立　

映
画
『
火
垂
る
の
墓
』
と

戦
争
の
〝
記
憶
〟」

　
　
（
米
村
み
ゆ
き
編
著
『
ジ
ブ
リ
の
森
へ
』
二
○
○
八
年
四
月　

森
話

社
）

（
２
）
高
畑
勲
「
映
画
を
作
り
な
が
ら
考
え
た
こ
と
」

　
　
（『
映
画
を
作
り
な
が
ら
考
え
た
こ
と
』
一
九
九
一
年
八
月　

徳
間
書

店
）

（
３
）
文
化
欄
［
ス
ク
リ
ー
ン
］
火
垂
る
の
墓
（
新
潮
社
）
と
な
り
の
ト

ト
ロ
（
徳
間
書
店
）

　
　

叙
情
性
ア
ニ
メ
（『
読
売
新
聞
』
夕
刊
一
九
八
八
年
四
月
十
五
日
）

（
４
）（
２
）
に
同
じ

（
５
）
野
坂
昭
如
「
ア
ニ
メ
恐
る
べ
し
」

　
　
（『
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
作
品
関
連
資
料
集
Ⅱ
』
一
九
九
六
年
八
月　

徳

間
書
店
）

（
６
）
栗
坪
良
樹
「『
火
垂
る
の
墓
』
―
〈
生
き
恥
〉
の
は
じ
ま
り
」

　
　
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
三
七
（
七
）
一
九
七
二
年
六
月　

至
文
堂
）

（
７
）
菊
池
昌
典
「
野
坂
昭
如　

昭
和
一
桁
世
代
の
反
国
家
的
原
型
『
火

垂
る
の
墓
』
と
戦
争
体
験
」

　
　
（『
國
文
學:

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九(

一
五)

一
九
七
四
年
一
二

月　

學
燈
社
）

（
８
）
大
堀
敏
靖
「「
火
垂
る
の
墓
」「
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き
」
―
野
坂
昭
如

と
戦
争
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

　
　
（『
群
系
』
第
三
五
号
二
○
一
五
年
十
一
月　

群
系
の
会
）

（
９
）
米
村
み
ゆ
き
「
火
垂
る
の
墓
」
解
説
〝
焼
跡
〟
か
ら
敗
戦
・
戦
後

を
問
う
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（『
文
学
で
考
え
る
〈
日
本
〉
と
は
何
か
』
二
○
○
七
年
四
月　

双
文

社
出
版
）

（10
）
野
坂
昭
如
「
焼
け
跡
闇
市
派
宣
言
」(

『
新
戦
後
派
』　

一
九
六
九
年

三
月　

毎
日
新
聞
社)

　
　

こ
の
野
坂
の
言
葉
は
『
新
戦
後
派
』「
焼
け
跡
闇
市
派
宣
言
」
の
み

な
ら
ず
、『
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
の
子
守
唄
』
で
も
内
容
が
重
複
し
て
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（11

）
野
坂
昭
如
「
母
国
語
が
お
ろ
そ
か
に
な
れ
ば
、
即
ち
植
民
地
」

　
　
（『
こ
の
国
の
な
く
し
も
の
―
何
が
わ
れ
ら
を
去
勢
し
た
の
か
―
』

一
九
九
七
年
八
月　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所)

（12

）
岩
佐
壯
四
郎
「「
火
垂
る
の
墓
」
を
読
む
」
第
二
章
「
父
の
従
弟
の

嫁
の
実
家
」

　
　
（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教

材
論
〉
へ
５
』
一
九
九
九
年
七
月　

右
文
書
院
）

（13

）（
１
）
に
同
じ

（14

）（
９
）
に
同
じ

（15

））
中
島
康
二
「
境
界
の
狭
間
に
位
置
す
る
も
の
―
『
火
垂
る
の
墓
』

を
精
読
す
る
―
」

　
　
（『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』（
三
三
）
二
○
○
六
年
六
月　

京

都
教
育
大
学
国
文
学
会
）

（16

）
東
京
都
養
育
院
編
『
養
育
院
八
十
年
史
』
二
六
九
頁
（
東
京
都
養

育
院　

一
九
五
三
年
一
月
）

（17

）
石
井
光
太
「
孤
児
院
」（『
浮
浪
児
１
９
４
５
―
戦
争
が
生
ん
だ
子

供
た
ち
』

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月　

新
潮
社
）

（18

）
妹
尾
河
童　

野
坂
昭
如
「
少
年
の
眼
に
映
っ
た
「
死
」
と
「
飢
え
」

第
六
節
「
一
歳
四
ヶ
月
と
九
ヶ
月
で
逝
っ
た
二
人
の
妹
た
ち
」」（『
少

年
Ｈ
と
少
年
Ａ
』
一
九
九
八
年
八
月　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）

（19

）『
オ
ー
ル
讀
物
』
昭
和
四
十
二
年
十
月
号 (

文
藝
春
秋　

一
九
六
七

年
九
月)

（20

）
海
音
寺
潮
五
郎
「
第58

回
（
昭
和42

年
度
下
半
期
）
直
木
三
十
五

賞　

選
評
」

　
　
「
描
写
に
卑
し
さ
が
な
い
」（『
オ
ー
ル
讀
物
』
一
九
六
八
年
四
月
号　

文
藝
春
秋
）

（21

）
鈴
木
琢
二
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
ま
る
ま
る
一
段
落
が
け
ず
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て

加
え
ら
れ
た
の
が
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
九
月
二
十
二
日
午
後
、

と
い
う
日
付
で
あ
る
。
こ
れ
に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
け
ず

ら
れ
た
方
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
直
木
賞
の
選
評
に
ひ
そ
ん
で
い

る
よ
う
だ
。
前
回
と
違
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き
」「
火
垂
る
の

墓
」
は
ほ
と
ん
ど
全
会
一
致
の
満
票
を
得
て
の
受
賞
だ
っ
た
が
、

海
音
寺
潮
五
郎
は
作
品
を
認
め
つ
つ
も
あ
る
注
文
を
つ
け
て
い

る
。
―
結
末
は
明
治
調
す
ぎ
て
、
古
め
か
し
す
ぎ
て
乗
っ
て
行
け

な
か
っ
た
。
自
伝
的
な
も
の
が
あ
り
そ
う
だ
か
ら
、
こ
う
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
―
お
そ
ら
く
野
坂
さ
ん
は
こ
れ
に
反

応
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
鈴
木
琢
二
「
も
う
ひ
と
つ
の
「
火

垂
る
の
墓
」 (

追
悼 

野
坂
昭
如)

」（『
新
潮45 

』
三
五
（
二
）
二

○
一
六
年
二
月　

新
潮
社
』））

（22
）
石
坂
洋
二
郎
「
第58

回
（
昭
和42

年
度
下
半
期
）
直
木
三
十
五
賞　

選
評
」
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「〝
て
ご
た
え
〟
を
感
じ
さ
せ
る
作
家
」（『
オ
ー
ル
讀
物
』
一
九
六
八

年
四
月
号　

文
藝
春
秋
）

（23
）
源
氏
鶏
太
「
第58

回
（
昭
和42

年
度
下
半
期
）
直
木
三
十
五
賞　

選
評
」「
二
人
に
賛
成
」

　
　
（『
オ
ー
ル
讀
物
』
一
九
六
八
年
四
月
号　

文
藝
春
秋
）

（24

）（
１
）
に
同
じ

（25

）
平
成
二
十
二
年
五
月
号
の
『
オ
ー
ル
讀
物
』
で
「
火
垂
る
の
墓
」
は
、

初
出
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
論
文
（
註
（21

））
で
鈴
木
氏
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
「
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
も
う
一
度
ど
ん
で
ん
返
し
が
待
っ
て
い

た
の
だ
。「
オ
ー
ル
讀
物
」
平
成
二
十
二
年
五
月
号
は
創
刊
八
十

年
の
記
念
号
、
編
集
部
は
八
十
年
の
歴
史
を
飾
っ
た
名
作
の
ひ
と

つ
と
し
て
「
火
垂
る
の
墓
」
を
再
録
す
る
の
だ
が
、
こ
の
時
野
坂

さ
ん
は
新
潮
文
庫
版
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
再
録
を
許
し
た

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
火
垂
る
の
墓
」
の
版
が
新
し
く
組
ま
れ

た
の
は
、
こ
れ
が
最
後
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
オ
リ
ジ

ナ
ル
版
が
復
活
し
た
こ
と
に
深
い
意
味
が
あ
る
の
か
、
今
と
な
っ

て
は
も
う
知
る
す
べ
は
な
い
。
／
も
ち
ろ
ん
こ
の
号
は
、
あ
く
ま

で
も
「
オ
ー
ル
讀
物
」
の
再
録
が
主
旨
だ
か
ら
、
そ
れ
を
尊
重
し

て
許
可
し
た
と
い
う
の
は
、
大
い
に
あ
り
得
る
の
だ
が
、
井
伏
鱒

二
が
晩
年
に
い
た
っ
て
名
作
「
山
椒
魚
」
に
手
を
加
え
た
よ
う
に
、

野
坂
さ
ん
の
心
に
も
、
何
か
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。」

　
　

作
品
末
尾
の
加
除
に
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る

為
、
本
稿
で
は
、
再
録
さ
れ
た
「
火
垂
る
の
墓
」
が
初
出
版
で
あ
っ

た
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
再
録
さ
れ
た
「
火
垂
る
の
墓
」
が

初
出
版
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
研
究
し
て
い
く
。

参
考
文
献

池
田
清
『
重
巡
摩
耶
』（
二
○
○
二
年
一
月　

学
研
Ｍ
文
庫
）

石
井
光
太
『
浮
浪
児
１
９
４
５
―
戦
争
が
生
ん
だ
子
供
た
ち
』（
平
成

二
十
九
年
八
月　

新
潮
社
）

伊
藤
隆
・
佐
々
木
隆
・
季
武
嘉
也
・
照
沼
康
孝
編
『
真
崎
甚
三
郎
日
記
』

　
　
（
一
九
八
七
年
一
月　

山
川
出
版
）

伊
藤
忠
「『
火
垂
る
の
墓
』
論
―
お
ぞ
ま
し
い
〈
劇
空
間
〉
の
隠
れ
た
作

者
―
」

　
　
（『
日
本
文
学
』
三
六
（
八
）
一
九
八
七
年
七
月　

日
本
文
学
協
会
）

伊
藤
正
徳
「
連
合
艦
隊
の
最
後
」

　
　
（『
昭
和
戦
争
文
学
全
集
８
連
合
艦
隊
か
く
戦
え
り
』
昭
和
三
十
九
年

十
月　

集
英
社
）

岩
佐
壯
四
郎
「「
火
垂
る
の
墓
」
を
読
む
」

　
　
（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教

材
論
〉
へ
５
』　

一
九
九
九
年
七
月　

右
文
書
院
）

越
前
谷
宏
「
野
坂
昭
如
「
火
垂
る
の
墓
」
と
高
畑
勲
『
火
垂
る
の
墓
』」

　
　
（『
日
本
文
学
』
五
四
（
四
）
二
○
○
五
年
三
月　

日
本
文
学
協
会
）

大
月
隆
寛
「「
は
だ
し
の
ゲ
ン
」
や
「
火
垂
る
の
墓
」
に
涙
し
た
ア
ナ
タ

へ 

　
　
「
戦
争=
悲
惨
」
と
い
う
図
式
の
貧
困
」
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（『
正
論
』（
四
二
八
）
二
○
○
七
年
一
一
月　

産
経
新
聞
社
）

大
堀
敏
靖
「「
火
垂
る
の
墓
」「
ア
メ
リ
カ
ひ
じ
き
」―
野
坂
昭
如
と
戦
争
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

　
　
（『
群
系
』
第
三
五
号
二
○
一
五
年
十
一
月　

群
系
の
会
）

菊
池
昌
典
「
野
坂
昭
如　

昭
和
一
桁
世
代
の
反
国
家
的
原
型
『
火
垂
る
の

墓
』
と
戦
争
体
験
」

　
　
（『
國
文
學:
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九(

一
五)

一
九
七
四
年
一
二

月　

學
燈
社
）

栗
坪
良
樹
「『
火
垂
る
の
墓
』
―
〈
生
き
恥
〉
の
は
じ
ま
り
」

　
　
（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
三
七
（
七
）
一
九
七
二
年
六
月　

至
文
堂
）

清
水
節
治
「「
戦
災
孤
児
」
の
神
話 : 「
火
垂
る
の
墓
」
と
そ
の
作
者
」

（『
日
本
文
學
誌
要
』
三
六
一
九
八
七
年
三
月　

法
政
大
学
）

助
川
德
是
「
火
垂
る
の
墓--

文
体
模
写
で (
野
坂
昭
如
と
井
上
ひ
さ
し) -- 

(

野
坂
昭
如
・
作
品
論)

」

　
　
（『
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』 

一
九(

一
五)
一
九
七
四
年
一
二
月　

學
燈
社
）

　
　
『
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
作
品
関
連
資
料
集
Ⅱ
』
一
九
九
六
年
八
月　

徳

間
書
店

　
　

鈴
木
貞
美
『
日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
二
○
○
五
年
一
二

月　

平
凡
社
新
書)

鈴
木
琢
二
「
も
う
ひ
と
つ
の
「
火
垂
る
の
墓
」 (

追
悼 

野
坂
昭
如)

」

　
　
（『
新
潮45 

』
三
五
（
二
）
二
○
一
六
年
二
月　

新
潮
社
』）

妹
尾
河
童
『
少
年
Ｈ
上
巻
・
下
巻
』（
一
九
九
九
年
六
月　

講
談
社
文
庫
）

　

妹
尾
河
童　

野
坂
昭
如
『
少
年
Ｈ
と
少
年
Ａ
』（
一
九
九
八
年
八
月　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）

高
木
惣
吉
『
太
平
洋
海
戦
史
』（
一
九
四
九
年
八
月　

岩
波
新
書
）

高
橋
睦
郎
・
塚
本
邦
雄
・
清
水
多
吉
・
片
岡
啓
治
・
佐
々
木
孝
次
・
森
茉

莉
・
野
坂
昭
如　
　

　
　
『
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
父
と
は
な
に
か
』（
一
九
七
二
年
一
月　

社
会

思
想
社
）

高
畑
勲
『
映
画
を
作
り
な
が
ら
考
え
た
こ
と
』
一
九
九
一
年
八
月　

徳
間

書
店
）

帖
佐
勉
『
軍
国
少
年
は
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
』（
二
○
○
八
年
五
月　

南

方
新
社)

東
京
都
養
育
院
編
『
養
育
院
八
十
年
史
』（
東
京
都
養
育
院　

一
九
五
三

年
一
月
）

中
内
敏
夫
『
軍
国
美
談
と
教
科
書
』（
一
九
八
八
年
八
月　

岩
波
新
書
）

中
島
康
二
「
境
界
の
狭
間
に
位
置
す
る
も
の--

『
火
垂
る
の
墓
』
を
精
読

す
る
」

　
　
（『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』（
三
三
）
二
○
○
六
年
六
月　

京

都
教
育
大
学
国
文
学
会
）

野
坂
昭
如
「
焼
け
跡
闇
市
派
宣
言
」(

『
新
戦
後
派
』　

一
九
六
九
年
三
月　

毎
日
新
聞
社)

　
　

―
―
―
―
『
エ
ッ
セ
イ
集
１　

日
本
土
人
の
思
想
』（
一
九
六
九
年

一
二
月　

中
央
公
論
社
）

　
　

―
―
―
―
『
ア
ド
リ
ブ
自
叙
伝
』（
一
九
八
○
年
二
月　

筑
摩
書
房
）

　
　

―
―
―
―
『
新
潮
現
代
文
学73　

エ
ロ
事
師
た
ち
・
火
垂
る
の
墓　

野
坂
昭
如
』　
（
一
九
八
一
年
十
一
月　

新
潮
社
）

　
　

―
―
―
―
『
こ
の
国
の
な
く
し
も
の
―
何
が
わ
れ
ら
を
去
勢
し
た
の

か
―
』（
一
九
九
七
年
八
月　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所)
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―
―
―
―
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』（
二
○
○
○
年
九
月　

国
書
刊
行
会
）

　
　

―
―
―
―
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
』（
二
○
○
○
年
十
一
月　

国
書
刊
行
会
）

　
　

―
―
―
―
『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
３
』（
二
○
○
一
年
一
月　

国
書
刊
行
会
）

　
　

―
―
―
―
『
野
坂
昭
如
リ
タ
ー
ン
ズ
４
』（
二
○
○
三
年
十
一
月　

国
書
刊
行
会
）

　
　

―
―
―
―
『「
戦
争
日
記
」
を
読
む
』（
二
○
一
○
年
七
月　

朝
日
文

庫
）

　
　

―
―
―
―
『
マ
ス
コ
ミ
漂
流
記
』（
二
○
一
五
年
十
月　

幻
戯
書
房
）

　
　

―
―
―
―
『
俺
はN

O
SA

K
A

だ　

ほ
か
傑
作
選
』（
二
○
一
六
年
八

月　

新
潮
社
）

正
岡
茂
明
「
甲
陽
園
地
下
壕
、
火
垂
る
の
墓
、
そ
し
て
今
後
」

　
　
（『
歴
史
と
神
戸
』 

三
九
（
六
） 

二
○
○
○
年
一
二
月　

神
戸
史
学
会
）

松
本
三
之
介
『
明
治
思
想
集
Ⅰ
』（
一
九
七
六
年
三
月　

筑
摩
書
房
）

松
本
善
明
『
軍
国
少
年
が
な
ぜ
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
に
な
っ
た
の
か
』（
二
○

一
四
年
五
月　

か
も
が
わ
出
版)

満
永
さ
ゆ
き
「
野
坂
昭
如
『
火
垂
る
の
墓
』
に
お
け
る
待
遇
表
現
」

　
　
（『
方
言
・
音
声
研
究
』（
二
）
二
○
○
九
年
三
月　

方
言
・
音
声
研

究
会
』）

宮
島
肇
『
戦
後
思
想
の
社
会
史
』（
一
九
六
八
年
七
月　

法
律
文
化
社
）

吉
田
裕
『
日
本
の
軍
隊
―
兵
士
た
ち
の
近
代
史
―
』（
二
○
○
二
年
一
二

年　

岩
波
新
書
）

米
村
み
ゆ
き
編
著
『
ジ
ブ
リ
の
森
へ
』（
二
○
○
八
年
四
月　

森
話
社
）

附　

記

　
　
　

本
稿
は
、
創
価
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会
「
令
和
元
年
度
年
次
大

会
」（
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
五
日　

於
、
創
価
大
学
）
に
お
け
る

研
究
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
御
質
問

や
御
教
示
を
頂
戴
し
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
と
く
な
が
・
あ
つ
し
、
創
価
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

人
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）


