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犯
罪
が
文
学
的
素
材
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
悲
劇
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
犯
罪
に
か

ら
ん
で
い
る
。
犯
罪
に
お
い
て
人
は
最
も
よ
く
悩
む
、
そ
し
て
悩
む
こ
と
に
お
い
て
人
は
最
も
激
し
く
生
命
を
燃
焼
さ
せ
る
か
ら
で
あ

る
。
刑
罰
と
な
る
と
少
し
事
情
が
違
う
。
刑
罰
は
通
常
犯
罪
の
余
儀
な
い
事
後
処
理
と
考
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
近
頃
多
く
の
刑
事
法

学
者
が
言
い
出
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
当
は
憎
悪
や
腹
癒
せ
の
よ
う
な
人
間
の
原
始
的
感
情
か
贈
罪
や
応
報
の
よ
う
な
宗
教
的
感
情
に

よ
っ
て
し
か
支
持
さ
れ
え
な
い
所
の
理
論
的
根
拠
の
は
っ
き
り
し
な
い
し
ろ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
執
行
す
る
役
人
も
受
け
る
犯
罪
者

も
、
た
て
ま
え
で
は
と
も
か
く
実
際
に
は
、
執
行
す
る
こ
と
（
行
刑
）
受
け
る
こ
と
（
受
刑
）
自
体
に
対
し
て
心
か
ら
納
得
で
き
る
よ

う
な
使
命
観
や
意
義
を
見
出
し
う
る
な
ど
と
は
信
じ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
こ
と
に
関
し
て
本
気
に
悩
む
こ
と
を
始
め
か

ら
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
女
子
少
年
院
の
あ
る
ベ
テ
ラ
ソ
法
務
官
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。
法
務
教
官
に
な
っ
て
「
何
日
も
経
っ
て

い
な
い
あ
る
日
、
朝
の
教
務
課
会
議
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
話
し
合
っ
て
い
た
。
『
朝
の
少
年
の
洗
濯
干
し
の
時
、
誰
が
保
安
の
応
援

に
行
く
の
が
い
い
で
し
ょ
う
か
？
』
そ
の
時
の
私
に
は
そ
れ
が
ひ
ど
く
つ
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
自
庁
研
修
で
教
え
ら
れ
た
こ
と

も
ま
た
・
何
故
か
興
味
を
引
か
な
か
っ
た
。
『
生
徒
が
跡
金
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
夜
勤
時
に
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
…
・
：
』
等
々
の



謝
研
修
が
な
さ
れ
た
が
、
私
に
は
自
分
の
学
ん
で
い
る
こ
と
が
、
い
か
に
も
低
級
に
思
え
た
。
…
…
思
え
ば
、
私
は
法
務
教
官
に
な
る
前

優
雅
な
世
界
に
居
過
ぎ
た
。
友
達
と
話
す
こ
と
と
い
え
ば
、
『
仮
登
記
』
で
あ
っ
た
り
『
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
』
で
あ
っ
た
り

し
た
。
私
は
法
学
部
出
な
の
で
あ
る
。
付
き
合
う
社
会
人
と
い
え
ば
、
大
学
教
授
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
急
に
『
少
年
の
洗
濯
干
し
』

の
話
題
で
あ
る
。
落
差
が
大
き
過
ぎ
た
の
だ
。
（
藤
田
捲
美
「
文
化
シ
・
ッ
ク
」
刑
政
九
一
巻
四
号
昭
和
五
五
年
一
〇
一
頁
）
」
こ
の
人
自
身
は

「
学
生
か
ら
社
会
人
に
な
っ
て
幻
滅
す
る
の
は
一
般
的
な
こ
と
で
す
か
ら
」
と
い
う
先
輩
の
言
葉
で
自
分
を
納
得
さ
せ
（
「
不
思
議
な

こ
と
に
、
こ
の
一
言
が
そ
の
後
の
私
を
救
っ
た
。
私
一
人
が
が
っ
か
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
学
生
か
ら
社
会
人
と
な
っ
た
他
の
人

も
味
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
こ
と
が
。
（
同
上
）
」
）
、
そ
し
て
こ
の
言
葉
を
改
め
て
新
し
く
矯
正
職
員
と
な
っ
た
人
達
に
言
い
た
い
、

と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
，
筆
者
に
は
気
休
め
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
幻
滅
は
一
般
の
幻
滅
と
は
質
が
違
う
。
行
刑
を
矯
正
と
か
教

育
と
か
の
理
念
で
意
義
づ
け
よ
う
と
す
る
「
優
雅
な
」
法
理
論
と
、
「
付
き
合
う
人
の
選
択
も
許
さ
れ
」
ず
「
何
も
か
も
上
司
や
同
僚

に
相
談
し
な
が
ら
、
仕
事
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
」
ず
「
自
分
で
こ
う
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
実
行
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ

は
筆
舌
に
尽
し
難
い
」
（
以
上
同
上
よ
り
引
用
）
行
刑
の
現
実
と
の
「
落
差
」
は
、
単
な
る
程
度
の
差
で
は
な
い
。
白
と
黒
、
す
べ
て
と

無
の
違
い
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
行
刑
・
受
刑
を
め
ぐ
つ
て
行
刑
官
・
受
刑
者
に
文
学
の
素
材
と
な
り
う
る
よ
う
な
真
の
悩
み
が
も

し
在
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
落
差
の
両
端
に
ま
た
が
っ
て
生
き
る
こ
と
の
悩
み
に
こ
そ
在
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
行
刑
官
が
こ
の
悩
み
を
真
に
悩
む
こ
と
は
、
受
刑
者
が
そ
う
す
る
こ
と
よ
り
も
一
般
に
遙
か
に
困
難
で
あ
る
。
受
刑
者

の
そ
の
悩
み
は
、
そ
の
落
差
つ
ま
り
行
刑
の
た
て
ま
え
の
虚
偽
性
と
そ
の
虚
偽
に
支
え
ら
れ
て
い
る
行
刑
制
度
・
刑
罰
権
そ
し
て
法
そ

の
も
の
及
び
そ
の
虚
偽
の
偶
像
に
い
け
に
え
と
し
て
献
げ
ら
れ
た
自
己
・
受
刑
者
そ
し
て
犯
罪
者
一
般
が
置
か
れ
た
状
況
の
不
条
理
性

に
対
す
る
批
判
．
攻
撃
．
不
平
．
葱
慧
・
や
り
き
れ
な
さ
等
々
と
し
て
現
わ
れ
、
受
刑
者
自
身
の
自
責
の
念
や
価
値
喪
失
感
を
伴
な
わ

な
い
が
、
こ
の
悩
み
を
悩
む
行
刑
官
は
（
も
し
居
る
と
す
れ
ば
）
必
然
的
に
、
真
実
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
シ
ラ
ジ
ラ



劉依況
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塒
し
く
も
真
赤
な
嘘
を
つ
き
続
け
て
い
る
自
己
の
人
生
と
ま
と
も
に
向
か
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
質
的
に
ナ
ル
シ
シ
ス
ト
で
あ

る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
耐
え
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
わ
け
で
、
受
刑
者
自
身
が
、
又
は
受
刑
者
の
立
場
に
立
っ
て
作
家
が
受
刑
体
験
を
テ
ー
マ
に
し
て
書
い
た
文
学
作
品
（
受

刑
文
学
）
は
比
較
的
数
も
多
く
傑
作
に
も
事
欠
か
な
い
が
、
行
刑
官
自
身
が
又
は
行
刑
官
の
立
場
で
作
家
が
行
刑
体
験
を
テ
ー
マ
に
し

て
書
い
た
文
学
作
品
（
行
刑
文
学
）
は
実
に
蓼
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
古
い
所
で
は
、
強
盗
団
に
加
わ
り
殺
人
ま
で
犯
し
絞
首
刑
の
宣

告
を
受
け
た
フ
ラ
ソ
ス
中
世
の
大
詩
人
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
「
遺
言
詩
集
」
等
の
詩
篇
や
ド
ス
ト
イ
エ
ブ
ス
キ
ー
が
自
己
の
受

刑
体
験
を
綴
っ
た
「
死
の
家
の
記
録
」
な
ど
が
西
洋
文
学
に
お
け
る
前
者
の
代
表
作
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
し
、
わ
が
国
で
も
、
戦
前
で

は
入
獄
体
験
の
あ
る
作
家
の
自
伝
的
作
品
（
例
え
ば
島
木
健
作
）
、
戦
後
で
は
丸
山
健
二
の
「
朝
日
の
当
た
る
家
（
講
談
社
）
」
、
杉
本
研

士
の
「
蓮
の
実
し
な
ど
雑
誌
「
群
象
」
に
発
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の
作
品
、
軒
上
泊
の
「
九
月
の
町
（
文
芸
春
秋
社
）
」
、
加
賀
乙
彦
の
「
宣

告
（
新
潮
社
）
」
、
佐
々
木
隆
三
の
「
復
讐
す
る
は
我
に
在
り
」
な
ど
、
文
学
作
品
と
し
て
か
な
り
優
れ
た
作
品
が
幾
つ
か
知
ら
れ
て
い

る
。
丸
山
の
作
品
は
受
刑
者
を
主
人
公
と
し
て
刑
務
所
内
で
の
彼
と
看
守
と
の
や
り
と
り
を
通
じ
、
閉
鎖
社
会
の
異
常
性
、
そ
の
中
に

生
き
る
受
刑
者
の
虚
無
感
や
抑
圧
さ
れ
た
怒
り
な
ど
を
澹
々
と
描
写
し
て
い
る
。
佐
々
木
の
作
品
も
そ
の
類
型
に
属
す
る
。
杉
本
の
一

連
の
作
品
は
医
療
少
年
院
の
医
務
官
の
眼
を
通
し
て
少
年
た
ち
の
生
活
や
心
理
を
見
つ
め
た
も
の
で
、
後
述
加
賀
の
作
品
同
様
医
務
官

を
主
人
公
と
し
つ
つ
描
こ
う
と
す
る
対
象
は
少
年
に
在
る
と
い
う
一
種
屈
折
し
た
構
成
に
特
徴
が
あ
る
。
軒
上
の
作
品
は
、
犯
罪
少
年

が
少
年
鑑
別
所
か
ら
少
年
院
に
送
ら
れ
る
途
中
眺
め
た
港
町
に
心
を
囚
え
ら
れ
、
九
月
に
出
院
し
た
ら
そ
こ
に
住
み
た
い
と
の
希
望
か

ら
そ
の
町
に
関
す
る
空
想
の
観
念
を
ふ
く
ら
ま
す
心
の
成
長
過
程
、
少
年
院
の
中
で
の
事
故
で
罰
を
受
け
グ
ラ
ウ
ソ
ド
を
走
ら
さ
れ
る

最
中
九
月
の
町
の
空
想
の
観
念
が
現
わ
れ
そ
の
町
の
中
を
走
っ
て
い
る
と
い
う
錯
覚
に
浸
る
心
理
描
写
の
中
に
、
現
実
と
虚
構
と
の
混

清
し
た
受
刑
生
活
の
本
質
を
読
み
取
ら
せ
る
。
加
賀
の
作
品
は
、
医
務
官
と
死
刑
囚
と
の
交
流
を
通
じ
死
刑
の
宣
告
を
受
け
た
人
の
心



鵬
理
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
観
念
的
虚
構
に
よ
っ
て
人
の
命
を
奪
う
と
い
う
現
実
の
不
条
理
こ
そ
、
刑
罰
を
め
ぐ
る
悩
み
の
最
も
心
を
動

か
す
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
原
因
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
、
わ
が
国
受
刑
文
学
は
近
年
花
盛
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
比
べ
て
行
刑
文
学
の
公
表
さ
れ
た
作
品
と
し
て
寡

見
に
入
っ
た
も
の
は
、
丸
山
健
二
の
芥
川
賞
受
賞
作
品
「
夏
の
流
れ
（
文
芸
春
秋
文
庫
）
」
が
在
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
刑
務

所
の
看
守
と
死
刑
囚
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
置
き
つ
つ
主
人
公
で
あ
る
看
守
の
行
刑
官
と
し
て
の
生
活
と
彼
の
職
場
外
で
の
市
民
生
活

と
を
極
め
て
簡
潔
に
対
比
し
て
み
せ
た
傑
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
一
つ
と
は
如
何
に
も
淋
し
い
。
殊
に
行
刑
官
自
身
が
自
己
の
行
刑
体
験

を
述
べ
た
行
刑
文
学
と
な
る
と
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
。
（
前
記
加
賀
の
作
品
も
、
あ
る
程
度
作
中
の
医
務
官
の
気
持
に
托
し
、
自
己
の
医
務
官

と
し
て
の
体
験
に
基
づ
く
行
刑
制
度
へ
の
批
判
な
ど
を
記
し
て
い
る
が
、
重
点
は
死
刑
囚
の
心
理
に
在
る
。
）
受
刑
者
自
身
が
自
己
の
受
刑
体
験
を

（
し
ば
し
ば
誇
ら
し
げ
に
）
語
っ
た
受
刑
文
学
に
傑
作
が
多
い
の
と
、
は
っ
き
り
し
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
先
程
述
べ

た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
少
し
不
十
分
な
感
じ
も
す
る
。
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
は
、
自
己
を
あ
か
ら
さ
ま
に
美
化
す
る
単
純
素

朴
な
形
態
（
鏡
を
前
に
お
し
ゃ
れ
し
た
己
が
姿
に
う
っ
と
り
見
入
る
女
の
心
理
）
の
外
に
、
逆
に
自
己
の
虚
栄
を
あ
ば
く
こ
と
に
よ
り
い
た
わ

り
の
対
象
と
し
て
の
い
と
し
き
自
己
及
び
自
己
を
い
た
わ
る
や
さ
し
き
自
己
に
見
惚
れ
る
と
い
う
屈
折
し
た
形
態
が
あ
り
、
わ
が
国
の

文
学
作
品
に
は
比
較
的
後
の
タ
イ
プ
が
多
く
人
気
も
一
般
に
高
い
。
太
宰
治
の
諸
作
品
な
ど
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
わ
が
行
刑
官
の
中

に
太
宰
型
の
文
学
愛
好
者
が
幾
人
か
居
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
行
刑
官
自
身
に
よ
る
行
刑
文
学
の
不
毛
の
原
因

と
し
て
は
、
前
述
の
外
更
に
こ
れ
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
太
宰
的
性
格
の
行
刑
官
が
居
て
自
己
の
行
刑
体
験
を
文
学
作
品

に
表
わ
し
た
い
と
願
っ
て
も
、
心
理
的
物
理
的
な
強
制
を
加
え
て
何
と
し
て
も
そ
れ
を
阻
止
せ
ず
に
は
お
か
な
い
程
に
、
他
の
多
く

の
、
特
に
指
導
的
地
位
に
在
る
行
刑
理
論
家
・
実
務
家
の
単
純
素
朴
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が
強
烈
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
付
け
加
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
、
刑
罰
権
の
美
化
・
聖
化
こ
そ
、
刑
罰
権
を
窮
極
の
実
力
的
支
柱
と
し
て
い
る
国



家
権
力
の
存
立
に
と
っ
て
絶
対
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
権
力
者
・
支
配
階
級
の
階
級
的
利
益
と
完
全
に
一
致
す

る
。
そ
れ
故
上
記
心
理
的
物
理
的
強
制
に
よ
る
阻
止
は
、
単
な
る
私
集
団
の
要
望
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
国
家
権
力
の
公
的
要
請
と
な

り
従
っ
て
制
度
的
強
制
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
刑
の
部
外
者
で
あ
る
筆
者
に
と
っ
て
は
従
来
単
に
理
論
上
の
推
測
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
こ
の
推
測
と
い
さ
さ
か
関
わ
り
の
あ
り
そ
う
な
事
実
を
知
っ
た
の
で
、
以
下
に
報
告
す
る
。

劉依嶽勃激翻

日

　
当
時
大
阪
拘
置
所
の
職
員
だ
っ
た
百
田
重
行
は
、
大
阪
矯
正
管
区
の
機
関
誌
で
あ
る
「
矯
正
教
育
」
の
年
に
一
度
の
文
芸
作
品
募
集

に
自
己
の
刑
務
官
と
し
て
の
体
験
に
基
づ
く
短
編
小
説
「
葬
送
」
を
以
て
応
じ
入
選
し
た
。
こ
の
作
品
は
昭
和
五
三
年
三
月
下
旬
同
誌

に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
活
字
印
刷
に
ま
わ
る
直
前
に
百
田
は
編
集
者
に
呼
ば
れ
鄭
重
に
「
貴
君
の
作
品
は
掲
載
で
き

な
い
こ
と
に
な
っ
た
」
と
告
げ
ら
れ
た
。
作
品
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

葬

送

，

珈
　
　
　
　
一

　
戦
後
に
現
れ
た
暴
行
殺
人
魔
の
な
か
で
、
K
は
日
本
犯
罪
史
上
二
番
目
に
挙
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
凶
悪
さ
を
当
時
の
新
聞
紙
上
で
報
道

さ
れ
た
。
婦
女
子
に
対
す
る
K
の
犯
行
の
す
べ
て
を
、
池
添
鶴
三
が
知
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
実
話
物
と
呼
ば
れ
る
ヶ
バ
ヶ
バ
し
い
原

色
表
紙
の
月
刊
雑
誌
か
ら
で
あ
っ
た
。
K
が
絞
首
刑
に
価
す
る
極
悪
人
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
ま
ち
が
い
も
な
く
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
鶴
三
は
少
し
も
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
、
K
が
い
ま
ど
こ
の
監
獄
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま



伽
た
い
つ
、
ど
こ
の
死
刑
執
行
場
で
処
刑
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
彼
の
知
る
由
も
な
か
っ
た
。

　
そ
ん
な
セ
ソ
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
雑
誌
記
事
を
読
み
捨
て
て
、
数
年
も
し
て
か
ら
鶴
三
は
、
長
年
続
け
た
工
員
勤
め
を
見
限
っ
た
。
西

日
本
最
大
の
大
都
会
に
出
て
来
て
、
拘
置
所
職
員
を
拝
命
し
た
。

　
四
国
の
片
隅
に
あ
る
小
さ
な
塵
紙
製
造
工
場
に
こ
の
ま
ま
辛
抱
し
て
い
た
の
で
は
、
自
分
は
こ
の
巨
大
な
煙
突
の
下
で
や
が
て
は
殺

さ
れ
て
行
く
だ
ろ
う
と
、
彼
は
本
気
で
思
い
こ
ん
だ
の
だ
っ
た
。
昼
夜
隔
週
勤
務
で
一
日
十
二
時
間
以
上
の
労
働
が
常
勤
の
、
こ
の
地

獄
の
釜
の
底
の
よ
う
な
職
場
は
、
辛
く
て
貧
し
く
、
暗
く
て
わ
び
し
い
も
の
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
四
六
時
中
で
も
、
読
書
好
き
の
鶴
三
は
毎
日
日
記
を
書
き
続
け
て
い
た
し
、
週
に
一
度
の
図
書
館
通
い
の
習
慣
は
捨
て
な
い

で
い
た
。
余
暇
を
探
し
て
雑
学
と
い
う
名
の
勉
強
を
し
て
い
た
甲
斐
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
彼
は
四
国
地
区
刑
務
官
試
験
に
合
格
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
イ

て
、
製
紙
工
か
ら
国
家
公
務
員
に
一
躍
立
身
出
世
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
国
税
局
の
役
人
に
パ
ス
し
た
彼
の
甥
に
次
い
で
、
お
上
に
奉

公
す
る
二
人
目
の
役
人
を
出
し
た
と
、
親
類
一
同
は
大
い
に
喜
ん
で
く
れ
た
。
こ
の
時
、
彼
は
二
十
九
歳
に
も
な
っ
て
い
て
、
試
験
合

格
者
の
な
か
で
も
最
年
長
者
に
位
置
し
て
い
た
。

　
池
添
鶴
三
の
生
家
は
、
高
松
市
松
島
町
（
現
在
は
松
福
町
に
改
称
）
に
所
在
す
る
高
松
刑
務
所
の
す
ぐ
目
と
鼻
の
先
に
あ
っ
た
。
生

家
の
裏
手
に
は
、
源
平
合
戦
で
名
高
い
屋
島
の
秀
麗
な
遠
山
姿
が
眺
望
で
き
た
。
高
松
刑
務
所
と
い
う
名
の
監
獄
は
、
地
元
付
近
の
人

々
か
ら
は
“
松
島
大
学
“
と
い
う
別
称
で
親
近
感
を
持
た
れ
て
い
た
。

　
「
オ
レ
は
松
島
大
学
上
が
り
だ
！
」

と
い
う
台
詞
は
ま
わ
り
の
人
た
ち
の
爆
笑
を
買
う
ほ
ど
、
地
元
の
少
年
た
ち
に
流
行
し
て
い
た
。

　
少
年
時
代
の
彼
は
仲
間
と
共
に
、
こ
の
監
獄
裏
手
に
あ
る
溜
め
池
へ
食
用
蛙
を
釣
り
に
よ
く
出
か
け
た
も
の
だ
っ
た
。
溜
め
池
周
辺

の
官
営
農
園
に
は
、
青
い
服
を
着
た
囚
人
た
ち
が
、
官
帽
官
服
姿
の
刑
務
官
に
付
添
わ
れ
て
姿
を
現
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
秋
晴
れ
の
青



劃駅
況

現
の学文嚇

本日

空
の
下
で
黒
土
に
㈱
を
入
れ
て
い
る
腰
を
二
つ
折
り
し
た
囚
人
と
、
官
帽
の
下
で
腕
組
み
し
て
棒
立
ち
し
て
い
る
刑
務
官
と
が
、
時
た

ま
、
十
年
来
の
知
己
同
士
の
よ
う
に
談
笑
し
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
光
景
を
、
鶴
三
少
年
は
奇
異
の
念
に
打
た
れ
な
が
ら

よ
く
見
守
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
刑
務
所
役
人
と
囚
人
と
は
い
つ
の
時
代
で
も
犬
猿
の
仲
ば
か
り
と
、
探
偵
小
説
好
き
の
こ
の
少
年
は
思

い
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
将
来
、
自
分
が
塵
紙
製
紙
工
に
な
ろ
う
と
も
、
ま
た
拘
置
所
職
員
に
な
ろ
う
と
も
思
い
及
ぼ
な
い
年
ご
ろ
の
日
々
で
あ
っ
た
。

　
池
添
鶴
三
が
看
守
教
習
生
と
な
っ
て
、
ま
だ
日
も
浅
い
昭
和
三
八
年
五
月
の
あ
る
日
、
こ
の
拘
置
所
内
で
絞
首
刑
が
一
件
執
行
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
晩
春
の
ま
だ
薄
ら
寒
さ
の
残
る
曇
り
日
で
あ
っ
た
。
先
輩
連
の
陰
口
か
ら
、
き
ょ
う
ー
1
金
曜
日
午
前
一
〇
時
に

”
落
と
さ
れ
る
奴
“
が
、
常
日
頃
か
ら
担
当
職
員
泣
か
せ
の
大
変
な
憎
ま
れ
者
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
知
っ
た
。
そ
の
死
刑
囚
の
氏
名
を

教
え
て
も
ら
っ
た
が
、
こ
の
新
米
教
習
生
に
と
っ
て
は
つ
い
ぞ
思
い
当
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、

　
「
戦
後
二
番
目
の
強
姦
魔
じ
ゃ
な
い
か
！
」

と
註
釈
を
つ
け
ら
れ
て
、
鶴
三
は
あ
っ
！
　
と
叫
ん
だ
。
数
年
前
に
読
み
捨
て
た
あ
の
怪
し
げ
な
表
紙
の
雑
誌
が
、
彼
の
追
憶
深
層
の

底
で
埋
れ
火
の
炎
を
赤
く
と
も
し
た
。

　
」
ー
そ
う
か
。
あ
の
雑
誌
記
事
の
主
人
公
か
！

　
あ
の
戦
標
す
べ
き
主
人
公
を
葬
送
す
る
制
服
刑
務
官
の
一
員
に
自
分
が
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
は
、
当
時
の
池
添
鶴
三
に
と
っ

て
は
ま
っ
た
く
夢
に
も
考
え
て
見
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

伽

　
　
　
二

教
誇
堂
で
最
後
の
祈
と
う
を
捧
げ
た
死
刑
囚
は
、
刑
場
ま
で
に
お
も
む
く
所
内
通
路
と
し
て
雑
居
舎
房
第
一
房
舎
の
建
物
内
を
通
り



／

㎜
ぬ
け
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
曇
り
日
の
金
曜
日
の
朝
、
池
添
鶴
三
は
警
戒
支
援
職
員
の
一
人
と
し
て
、
こ
の
第
一
房

舎
の
中
央
廊
下
の
片
隅
に
配
さ
れ
て
い
た
。

　
建
物
内
の
く
す
ん
だ
壁
面
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
柱
時
計
が
、
午
前
十
時
に
数
分
前
を
指
し
て
い
た
。
明
治
生
ま
れ
の
監
獄
法
に
変
わ

ら
ぬ
忠
誠
を
以
て
刻
々
と
時
間
を
刻
ん
で
き
た
よ
う
な
、
そ
の
古
ぼ
け
た
ご
面
相
の
上
で
、
長
短
針
二
つ
の
腕
木
が
、
左
角
度
に
傾
い

て
V
字
形
に
構
え
て
い
た
。
柱
時
計
の
眼
下
で
は
、
死
刑
囚
を
送
迎
す
る
た
め
の
準
備
が
い
ま
終
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
採
光
と
換
気

の
悪
い
老
朽
建
物
内
で
動
く
人
影
は
、
各
舎
房
の
視
察
孔
か
ら
視
察
孔
へ
と
忍
者
か
幽
鬼
の
よ
う
に
伝
わ
り
歩
い
て
い
る
現
場
担
当
者

ぼ
か
り
で
あ
っ
た
。
官
服
の
両
肩
に
と
め
ら
れ
て
い
る
白
ニ
ッ
ケ
ル
製
桜
花
旭
日
章
が
、
灰
暗
い
黄
色
電
灯
の
下
で
白
く
照
ら
し
出
さ

れ
て
い
た
。

　
裁
判
所
出
廷
や
家
族
面
会
の
た
め
の
被
告
人
等
の
連
行
は
、
も
う
途
絶
え
て
い
た
。
各
舎
房
前
の
廊
下
で
先
刻
ま
で
立
ち
働
い
て
い

た
受
刑
雑
役
夫
は
、
す
で
に
空
房
の
一
室
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
房
扉
の
一
枚
一
枚
に
取
り
付
け
ら
れ
て
あ
る
金
具
把
手
の
輝
き

が
、
夜
間
飛
行
機
を
滑
走
路
に
導
入
す
る
並
列
照
明
灯
の
よ
う
に
、
木
造
建
物
の
暗
闇
の
奥
へ
奥
へ
と
金
色
に
光
っ
て
伸
び
て
い
た
。

　
今
朝
の
死
刑
執
行
の
こ
と
は
、
被
告
人
や
受
刑
夫
に
は
絶
対
内
証
事
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
午
前
一
〇
時
直
前
に
厳
粛
な
る
御
一
行

の
遅
々
た
る
歩
み
が
、
こ
の
第
一
房
舎
の
中
央
廊
下
に
導
か
れ
て
往
来
す
る
の
を
知
ら
な
い
の
は
誰
一
人
い
な
か
っ
た
。

　
い
ま
も
舎
房
居
室
の
内
側
か
ら
木
製
報
知
器
を
下
ろ
し
て
、
水
道
の
故
障
を
訴
え
て
来
た
チ
ン
ピ
ラ
少
年
を
、
池
添
教
習
生
は
、

　
「
少
し
ぐ
ら
い
、
静
か
に
し
と
け
ー
己

と
怒
鳴
り
つ
け
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　
少
年
は
激
昂
し
た
。

　
池
添
教
習
生
は
、
こ
の
正
当
な
申
し
出
を
足
蹴
に
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
秘
密
保
持
の
立
場
か
ら
よ
ど
み
な
く
答
え
る
こ
と
が
で
き



蜀駅
獺勃激枡

日
魏
．

な
か
っ
た
。
少
年
は
威
勢
よ
く
喚
き
は
じ
め
た
。
何
事
か
と
駈
け
つ
け
て
来
た
、
小
島
と
い
う
老
看
守
が
、
ひ
そ
ひ
そ
声
で
重
大
秘
密

事
項
を
打
明
け
た
の
で
、
こ
の
チ
ソ
ピ
ラ
は
や
っ
と
納
得
し
て
舌
鋒
を
鎮
め
た
。

　
池
添
教
習
生
も
旗
色
悪
か
っ
た
自
分
の
立
場
が
救
わ
れ
て
ホ
ッ
と
し
た
。
こ
れ
で
房
舎
内
に
は
、
早
朝
と
昼
飯
前
の
境
い
目
に
訪
れ

て
来
た
突
然
の
、
森
奥
の
沼
地
の
よ
う
な
静
寂
さ
の
訳
を
知
ら
な
い
者
は
一
人
も
い
な
く
な
っ
た
。

　
狭
苦
し
く
湿
度
の
高
い
舎
房
内
で
肩
と
肩
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
被
告
人
た
ち
と
、
薄
暗
い
中
央
廊
下
で
た
た
ず
む
舎
房
勤
務
者
の
だ

れ
も
が
、
い
ま
は
、
ど
ん
な
物
音
を
も
立
て
ま
い
と
苦
心
し
て
い
た
し
、
ま
た
、
ど
ん
な
小
さ
な
物
音
を
も
自
分
た
ち
の
耳
朶
か
ら
聞

き
洩
ら
す
ま
い
と
、
神
経
の
緊
張
を
強
め
て
い
た
。

　
午
前
一
〇
時
五
分
前
、
刑
務
官
の
常
時
携
帯
し
て
い
る
戸
門
鍵
が
、
大
き
く
て
古
び
た
鉄
扉
の
鍵
穴
に
忍
び
入
り
カ
チ
カ
チ
と
音
立

て
た
。
事
務
庁
舎
と
戒
護
舎
房
区
と
を
、
一
枚
の
頑
丈
な
鋲
打
ち
鉄
板
で
分
界
し
て
い
る
仕
切
扉
が
、
第
一
房
舎
建
物
の
内
側
へ
と
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
う
お
う

し
開
か
れ
た
。
巨
漢
揃
い
の
警
備
隊
員
た
ち
が
、
官
服
の
左
腕
に
金
モ
ー
ル
製
鵬
鳳
に
抱
か
れ
た
銀
色
旭
日
章
を
輝
か
せ
て
、
舎
房
入

り
し
て
来
た
。
警
戒
先
導
の
一
隊
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
い
く
人
か
は
、
中
央
廊
下
の
片
隅
に
身
を
ひ
そ
め
て
い
る
よ
う
に
し
て
、
応

援
勤
務
に
つ
い
て
い
る
新
拝
命
教
習
生
た
ち
を
見
て
、
見
く
び
る
よ
う
な
白
い
歯
を
見
せ
た
。

　
明
治
生
ま
れ
の
監
獄
法
下
で
息
ず
い
て
い
る
”
密
行
主
義
世
界
”
1
、
そ
の
象
徴
で
も
あ
る
巨
大
な
鉄
製
仕
切
扉
を
押
し
開
い
て

出
現
し
た
の
が
、
刑
場
に
む
か
う
御
一
行
で
は
な
く
、
刑
場
ま
で
の
全
通
路
を
移
動
警
備
す
る
柔
剣
道
の
猛
者
連
と
判
り
、
池
添
教
習

生
と
小
島
老
看
守
と
は
、
ゼ
ソ
マ
イ
の
も
ど
け
た
よ
う
な
薄
笑
い
を
お
互
い
に
見
せ
合
っ
た
。

　
「
池
添
君
と
違
っ
て
、
オ
レ
は
非
夜
勤
明
け
や
ぜ
。
早
よ
う
、
終
ら
ん
か
い
な
」

と
小
島
老
人
は
冗
談
半
分
で
言
っ
た
。

　
ふ
た
た
び
鍵
穴
で
戸
門
鍵
の
立
て
る
物
音
が
、
小
さ
な
悲
鳴
の
よ
う
に
第
一
房
舎
建
物
の
中
に
ひ
び
い
て
き
た
。
再
度
の
開
扉
の
前



魏
触
れ
で
あ
る
。
立
哨
位
置
に
着
い
た
ば
か
り
の
警
備
隊
員
た
ち
は
、
兵
隊
人
形
の
よ
う
に
直
立
姿
勢
を
執
っ
た
。

習
生
た
ち
と
、
夜
勤
明
け
の
非
番
勤
務
者
た
ち
に
も
無
言
の
気
を
付
け
エ
ー
！
姿
勢
が
か
か
っ
た
。

　
古
色
蒼
然
た
る
鉄
扉
は
開
か
れ
た
。

応
援
勤
務
の
新
任
教

　
　
　
　
三

　
開
か
れ
た
鉄
扉
の
長
方
形
の
明
る
い
光
の
枠
の
な
か
に
、
沢
山
の
人
た
ち
が
黒
い
塊
の
数
珠
つ
な
ぎ
と
な
っ
て
溢
れ
て
来
た
。
池
添

教
習
生
の
視
線
が
最
初
に
捕
え
た
の
は
、
ま
ず
一
人
の
盛
装
し
た
教
講
師
と
、
彼
の
胸
前
に
抱
か
れ
た
等
身
大
の
金
色
造
花
束
だ
っ

た
。
長
方
形
ト
ソ
ネ
ル
の
よ
う
に
狭
い
中
央
廊
下
の
上
に
現
れ
、
六
〇
W
の
裸
電
灯
の
下
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
一
団
は
、
樽
底
の
穴
か

ら
ふ
く
れ
落
ち
る
一
粒
一
粒
の
水
滴
の
よ
う
に
、
鉄
扉
の
こ
ち
ら
側
へ
と
一
人
ず
つ
移
っ
て
き
た
。
金
色
に
輝
く
造
花
の
色
彩
だ
け
が

鮮
か
で
、
そ
れ
は
一
団
の
頭
上
に
掲
げ
ら
れ
た
豪
華
で
不
吉
な
紋
章
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　
教
誇
師
の
す
ぐ
背
後
で
、
池
添
鶴
三
の
初
め
て
見
る
K
ー
そ
し
て
数
分
後
に
は
永
遠
に
二
度
と
見
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
K

l
が
、
そ
の
両
脇
を
保
安
課
長
と
警
備
隊
長
と
に
抱
き
か
か
え
ら
れ
て
続
い
て
い
た
。
坊
主
頭
の
K
は
、
叩
き
つ
ぶ
さ
れ
た
白
い
紙

袋
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
顔
色
は
土
気
色
に
な
り
、
異
様
な
光
沢
を
た
た
え
た
彼
の
両
眼
は
自
ら
の
眼
前
に
も
う
何
も
見
て
い
な
い

よ
う
で
あ
っ
た
。
今
朝
突
然
に
自
房
を
訪
れ
て
来
た
保
安
課
長
か
ら
、
荘
重
な
語
調
で
“
お
迎
え
”
を
告
げ
ら
れ
た
時
、
K
は
現
世
か

ら
の
落
籍
に
お
び
え
き
っ
て
、
も
う
独
り
歩
き
が
出
来
な
く
な
っ
て
い
た
。
薄
汚
れ
た
鼠
色
ポ
ロ
セ
ー
タ
ー
、
バ
ン
ド
の
無
い
布
地
の

傷
ん
だ
作
業
ズ
ボ
ソ
に
ゴ
ム
草
履
ば
き
の
姿
こ
そ
が
、
稀
代
の
暴
行
魔
の
最
期
を
飾
る
死
装
束
だ
っ
た
。
K
は
親
族
・
友
人
た
ち
か
ら

も
見
放
さ
れ
て
お
り
、
一
銭
の
金
、
一
枚
の
下
着
す
ら
差
入
れ
て
く
れ
る
者
と
い
っ
て
は
、
こ
の
数
年
間
途
絶
え
て
い
た
。

　
情
け
な
い
こ
と
に
K
は
、
念
珠
と
蓮
華
の
造
花
一
輪
す
ら
自
力
で
持
て
な
く
て
、
盛
装
し
た
教
講
師
の
掌
中
に
預
け
て
い
た
。
三
途



蜀依蹴勃激朝

日

糊
Q
川
を
渡
る
白
頭
布
の
亡
者
に
と
つ
て
、
一
番
大
切
な
装
飾
品
す
ら
K
は
持
参
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
（
あ
れ
ほ

ど
の
数
の
婦
女
子
を
拒
殺
し
た
あ
の
K
の
狂
気
は
、
い
ま
ど
こ
に
、
そ
の
悪
魔
的
姿
影
を
潜
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
担
当
職

員
を
税
金
泥
棒
呼
ば
わ
り
し
て
、
最
後
ま
で
毒
づ
く
こ
と
を
止
め
な
か
っ
た
K
の
叛
気
は
、
な
ぜ
今
と
な
っ
て
沈
黙
を
決
め
こ
ん
で
し

ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
K
の
狂
気
と
叛
気
と
は
、
K
自
身
を
悪
鬼
的
所
業
に
教
唆
し
て
も
、
K
と
こ
の
世
の
最
後
ま
で
手
を
結
び
合
っ
た

最
後
の
同
盟
者
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
　
K
は
、
親
族
一
同
の
者
ぽ
か
り
で
な
く
、
K
自
身
の
内
部
に
巣
食
っ
て
い
た
狂
気
か

ら
も
見
放
さ
れ
た
孤
独
人
間
に
な
っ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
従
来
か
ら
死
刑
囚
の
多
く
は
、
刑
場
ま
で
の
所
定
通
路
に
散
開
し
て
目
送
す
る
刑
務
官
に
対
し
て
、
長
々
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

と
、
頭
を
深
々
と
下
げ
る
の
が
所
内
で
の
長
年
の
慣
習
と
な
っ
て
い
た
。
居
な
ら
ぶ
刑
務
官
も
ま
た
、
死
の
数
分
前
の
極
刑
囚
に
対
し

て
、
雪
白
の
手
套
礼
を
も
っ
て
葬
送
す
る
の
が
、
刑
場
ま
で
の
厳
か
な
儀
式
光
景
と
な
る
の
だ
っ
た
。

　
だ
が
、
い
ま
K
に
対
し
て
挙
手
の
礼
を
尽
く
す
刑
務
官
は
だ
れ
一
人
い
な
か
っ
た
。
警
備
隊
員
は
武
装
し
た
表
情
で
、
保
安
課
職
員

は
冷
淡
な
眼
付
き
で
K
を
取
り
囲
ん
で
い
た
。
立
会
の
検
察
官
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
私
服
諸
氏
は
、
狩
猟
に
と
り
つ
か
れ
た
者
の

お
ご
り
の
身
振
り
で
、
K
の
足
跡
を
追
っ
て
い
た
。

　
K
が
恐
怖
の
あ
ま
り
身
動
き
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
、
K
の
保
身
に
と
っ
て
は
幸
い
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
K
が
、
か
つ

て
婦
女
子
に
用
い
た
暴
力
沙
汰
を
も
っ
て
、
こ
の
場
面
と
状
況
で
暴
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
ま
た
日
頃
の
毒
舌
暴
言
を
用
い
て
喚
き
散

ら
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
葬
送
す
る
刑
務
官
た
ち
は
た
ち
ま
ち
地
獄
の
青
鬼
赤
鬼
に
も
変
じ
て
、
．
制
圧
と
い
う
名
の
合
法
手
段
翻
の

下
で
K
を
つ
か
み
、
蹴
飛
ぽ
し
、
曳
き
ず
り
廻
し
て
、
K
を
ほ
ん
と
う
に
叩
き
つ
ぶ
し
た
べ
シ
ャ
ソ
コ
の
紙
袋
の
よ
う
に
し
て
し
ま
う

の
に
情
容
赦
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
狡
智
の
長
け
た
悪
党
ほ
ど
警
察
や
、
拘
置
所
・
刑
務
所
の
中
で
は
暴
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
累
犯
加
重
の
前
科
者
ほ
ど
、
刑
務



悩
所
で
は
手
間
の
か
か
ら
な
い
実
直
な
働
き
者
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
K
は
そ
う
し
た
悪
知
恵
か
ら
で
は
な
く
、
正
真
正
銘
の

小
心
さ
か
ら
怯
え
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
あ
の
暴
行
殺
人
魔
の
正
体
と
は
、
い
ま
自
ら
の
死
に
怯
え
て
失
神
す
る
ほ
ど
の

貧
弱
な
体
格
の
中
年
男
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
鶴
三
は
も
う
信
じ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
K
に
は
か
弱
い
女
性
相
手
に
殺
人
の

狂
気
は
あ
や
つ
れ
て
も
、
い
ま
ま
で
刑
場
の
露
と
消
え
て
行
っ
た
死
刑
囚
の
多
く
が
最
後
に
見
せ
た
礼
儀
正
し
い
微
笑
演
技
を
、
と
て

も
披
露
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
K
の
正
体
と
は
、
い
ざ
自
分
の
順
番
と
な
っ
て
は
立
派
に
．
ハ
ラ
キ
リ
卍
で
き
な
い
、

虫
酸
の
走
る
よ
う
な
日
本
人
の
屑
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
－
こ
ん
な
臆
病
な
中
年
の
小
男
に
殺
さ
れ
た
、
多
く
の
女
性
被
害
者
た
ち
の
哀
し
い
霊
魂
は
、
い
ま
ど
ん
な
感
慨
を
も
っ
て
、
地

上
の
K
を
眺
め
下
ろ
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
！
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
・
，
－

と
池
添
鶴
三
は
気
分
の
深
く
沈
む
の
を
感
じ
た
。

　
l
K
に
較
べ
て
、
．
ナ
チ
ス
ー
・
ド
イ
ッ
の
ヒ
ッ
ト
ラ
！
は
立
派
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
米
ソ
両
軍
の
殺
気
だ
っ
た
兵
隊
た
ち
の
乱
入

直
前
に
、
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
愛
人
と
も
ど
も
立
派
に
自
決
し
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
は
決
し
て
狂
人
で
は
な
く
、
軍
政
的
天
才
だ
つ

た
の
だ
。
狂
人
と
動
物
に
は
自
殺
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
し
か
し
、
西
欧
の
独
裁
者
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
死
ん
で
約
二
〇
年
を
経
た
現
代
に
お
い
て
、
日
本
の
拘
置
所
の
一
角
で
破
廉
恥
な
死
刑
囚

を
葬
送
す
る
一
教
習
生
の
意
識
の
な
か
に
、
な
ぜ
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ッ
総
統
の
英
姿
が
突
如
と
し
て
飛
び
こ
ん
で
き
た
の
か
、
池
添
鶴
三

に
は
お
か
し
く
思
わ
れ
て
き
た
。

　
　
　
四
　
　
、
、
　
　
　
　
、
　
、

藁
人
形
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
進
む
御
一
行
は
、

黒
い
濁
水
の
奔
流
の
よ
う
に
、
中
央
廊
下
の
道
筋
に
温
れ
た
。
・
並
列
状
に



蜀依獺物激細

日

鵬
等
間
隔
の
位
置
で
立
哨
し
て
い
る
警
備
隊
員
た
ち
は
、
濁
水
を
さ
え
ぎ
る
棒
杭
の
よ
う
に
そ
の
屈
強
な
巨
体
を
伸
ば
し
て
い
た
。
夜
勤

明
け
組
や
教
習
生
組
の
方
は
、
後
詰
の
気
安
さ
で
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
。

　
K
の
凶
行
の
全
貌
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
う
ま
で
怯
え
切
っ
て
い
る
中
年
の
小
男
に
、
こ
う
ま
で
厳
重
な
警
備
体
制
と
仰

山
な
葬
送
体
制
と
を
用
意
す
る
拘
置
所
権
力
に
対
し
て
、
抄
紙
工
上
が
り
で
ま
だ
拝
命
の
日
も
浅
い
池
添
鶴
三
は
あ
や
う
く
一
抹
の
不

信
感
を
持
つ
と
こ
ろ
だ
っ
た
。

　
死
刑
執
行
後
に
、
立
会
し
た
お
偉
方
が
談
笑
で
食
卓
を
取
り
囲
み
な
が
ら
、
洋
皿
に
盛
付
け
ら
れ
た
豚
カ
ツ
料
理
を
見
事
に
平
ら
げ

る
と
い
う
噂
話
が
ま
こ
と
し
や
か
に
流
れ
て
い
た
。
受
刑
料
理
夫
の
告
げ
口
で
は
、
K
を
”
落
と
し
た
“
あ
と
で
立
会
人
一
同
が
会
議

室
テ
ー
ブ
ル
の
周
り
に
群
れ
て
、
慣
例
の
会
食
を
催
す
こ
と
は
き
ょ
う
も
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
く
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
仏
式
で

い
う
所
の
精
進
落
と
し
的
意
味
合
い
を
、
こ
の
会
食
は
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
受
刑
料
理
夫
の
腕
に
よ
り
か
け
て
作
ら
れ
た
豪
華
料
理
は
、
刑
場
立
会
人
た
ち
に
か
か
る
と
す
べ
て
き
れ
い
に
食
べ
尽
く
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
。
死
刑
囚
が
踏
板
の
奈
落
の
底
へ
落
下
し
て
行
く
の
は
、
立
会
人
た
ち
に
と
つ
て
は
、
食
卓
上
で
叩
き
殺
さ
れ
た
ハ
エ
を

眺
め
て
い
る
よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
殺
さ
れ
た
糞
バ
エ
を
だ
れ
か
が
爪
先
で
は
じ
き
落
と
し
て
も
、
食
卓
を
囲
む
だ
れ
も

の
食
欲
が
決
し
て
衰
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
・
：
・
：

　
今
日
と
い
う
死
刑
執
行
日
か
ら
数
え
て
何
年
後
、
何
十
年
後
に
立
会
人
た
ち
の
一
人
一
人
が
、
自
分
自
身
の
生
涯
の
終
り
の
日
を
迎

え
た
時
、
は
た
し
て
そ
の
何
人
か
が
従
容
と
し
た
姿
勢
で
い
ら
れ
る
か
と
、
鶴
三
は
自
問
自
答
を
し
て
み
た
。
K
の
臆
病
さ
ば
か
り
を

笑
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
席
上
、
よ
く
喰
べ
よ
く
笑
う
と
い
う
こ
と
も
自
分
の
立
場
の
因
果
さ
と
自
ら
の
死
へ
の
恐
怖

を
払
い
の
け
よ
う
と
す
る
、
大
根
役
者
そ
こ
の
け
の
胃
袋
と
顔
面
の
名
演
技
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。

　
…
…
御
一
行
は
、
池
添
教
習
生
の
鼻
っ
先
を
い
ま
通
り
は
じ
め
て
い
た
。
K
の
両
眼
は
、
波
一
つ
立
た
な
い
暗
夜
の
湖
面
の
よ
う
で



燭
あ
っ
た
…
…

　
鶴
三
は
、
御
一
行
の
後
尾
を
見
送
り
な
が
ら
、
性
懲
り
も
な
く
ひ
ね
く
れ
た
思
索
を
深
め
て
い
た
。
人
間
の
持
つ
狂
気
と
勇
気
と
い

う
も
の
の
両
者
の
落
差
に
思
い
至
る
の
だ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
末
期
、
日
本
近
海
に
侵
攻
し
て
き
た
米
軍
艦
隊
を
震
え
上
が
ら
せ
た
、

日
本
飛
行
機
の
“
カ
、
・
、
カ
ゼ
”
攻
撃
と
は
、
多
く
の
場
合
、
真
の
勇
気
と
い
う
よ
り
猛
々
し
い
狂
気
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
決
行
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ん
し

も
の
で
な
か
ろ
う
か
？
　
鶴
三
の
父
親
は
戦
車
隊
将
校
と
し
て
、
当
時
の
支
那
大
陸
で
金
鶏
勲
章
も
の
の
武
勲
を
立
て
て
い
た
。
鶴
三

は
戦
時
下
の
少
国
民
と
し
て
、
ま
た
父
親
の
要
請
に
従
っ
て
少
年
戦
車
兵
を
目
指
し
て
成
長
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
が
実
戦
用
戦
車

兵
と
し
て
、
敗
色
濃
厚
の
太
平
洋
戦
線
に
赴
い
て
い
た
と
し
た
ら
、
米
軍
の
画
期
的
原
子
爆
弾
に
対
抗
す
る
の
に
日
本
内
地
で
は
古
色

豊
か
な
竹
槍
し
か
手
段
の
な
い
当
時
の
劣
勢
下
で
は
、
役
立
つ
も
の
と
言
え
ば
人
間
の
持
つ
狂
気
だ
け
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
終
戦
と
な
り
、
日
本
が
民
主
々
義
国
と
し
て
輝
か
し
き
復
興
途
上
に
あ
る
時
、
K
は
終
戦
で
亡
び
た
は
ず
の
狂
気
を
武
器
と
し
て
多

く
の
婦
女
子
を
殺
し
て
廻
っ
た
。
一
方
、
幸
か
不
幸
か
少
年
戦
車
兵
に
な
れ
な
か
っ
た
池
添
鶴
三
は
、
三
十
歳
近
く
も
な
っ
て
か
ら
狂

気
を
食
欲
に
ふ
る
い
だ
し
た
。
あ
の
過
酷
劣
悪
な
煙
突
の
下
で
の
世
界
に
、
彼
は
必
死
の
防
衛
策
も
む
な
し
く
自
律
神
経
を
乱
し
た
の

で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
胃
袋
を
被
害
者
扱
い
す
る
こ
と
で
、
悪
徳
工
場
主
に
対
す
る
敵
意
を
霧
散
さ
せ
て
い
た
。
K
と
鶴
三
の
両
者

に
、
狂
気
で
は
な
く
真
の
勇
気
の
持
合
せ
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
K
は
死
刑
に
な
る
よ
う
な
犯
罪
行
為
を
犯
さ
な
か
っ
た

ろ
う
し
、
鶴
三
も
ま
た
神
経
性
胃
炎
で
長
く
医
院
通
い
を
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
人
間
と
い
う
も
の
は
、
勇
気
で
は
と
て
も
出
来
な
い
こ
と
ま
で
も
、
狂
気
と
い
う
名
で
は
先
走
っ
て
や
り
す
ぎ
る
も
の
だ
っ
た
。
し

か
も
、
勇
気
と
い
う
も
の
が
何
時
で
も
狂
気
と
い
う
名
の
行
為
の
尻
拭
い
を
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
…
…
御
一
行
の
最
後
尾
が
、
第
＝
房
舎
の
中
央
廊
下
か
ら
消
え
て
行
っ
た
。
…
…

　
「
オ
イ
、
池
添
君
。
待
機
室
へ
引
き
上
げ
よ
う
。
何
を
ボ
カ
ボ
カ
し
て
い
る
ん
だ
。
休
憩
や
、
休
憩
や
」

「



劃駅翻勃激枡

日

　
老
人
に
似
合
わ
な
い
小
島
さ
ん
の
大
声
で
あ
っ
た
。
老
い
た
る
先
輩
の
顔
に
は
、
こ
の
葬
送
応
援
勤
務
の
終
り
の
み
を
喜
ぶ
笑
い
が

溜
っ
て
い
た
。
夜
勤
明
け
職
員
の
数
名
は
も
う
、
鉄
製
仕
切
扉
を
押
し
開
い
て
事
務
庁
舎
の
方
へ
と
歩
き
出
し
て
い
た
。
彼
ら
は
昨
朝

九
時
か
ら
引
き
続
い
て
の
長
い
長
い
、
昼
と
夜
と
翌
朝
へ
の
勤
務
時
間
の
終
り
を
、
た
だ
無
性
に
嬉
し
が
っ
て
い
た
の
だ
。
死
者
数
分

前
の
死
刑
囚
に
対
す
る
感
傷
も
な
く
、
死
刑
存
廃
論
、
是
非
に
つ
い
て
の
思
考
の
余
地
も
彼
ら
に
は
な
か
っ
た
。

　
空
房
の
一
室
に
押
し
こ
め
ら
れ
て
い
た
、
受
刑
雑
役
人
た
ち
が
中
央
廊
下
に
出
た
が
っ
て
、

　
「
担
当
さ
ん
、
担
当
さ
ん
。
こ
こ
を
お
願
い
し
ま
す
」

と
、
舎
房
担
当
者
を
大
声
で
呼
び
立
て
て
い
た
。

　
処
刑
場
行
の
一
団
が
、
そ
の
員
数
を
一
人
減
ら
し
て
、
第
一
房
舎
に
引
き
返
し
て
来
た
時
、
中
央
廊
下
で
は
勤
務
巡
回
中
の
担
当
職

員
に
ま
じ
っ
て
、
多
数
の
被
告
人
が
面
会
・
運
動
で
出
房
し
て
お
り
、
受
刑
雑
役
夫
も
配
湯
車
を
押
し
て
歩
い
て
い
て
、
い
つ
も
の
日

と
変
わ
り
の
な
い
正
午
前
の
忙
し
い
舎
房
風
景
を
復
原
し
て
い
た
。
こ
の
木
造
建
物
内
に
い
る
だ
れ
も
が
、
口
腔
と
胃
袋
と
を
思
い
切

り
大
き
く
大
き
く
開
い
て
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
食
卓
の
あ
る
場
所
に
む
か
っ
て
、
ア
リ
の
群
れ
の
よ
う
に
セ
カ
セ
カ
と
歩
き
廻
っ
て
い

た
。

餅

右
の
事
実
が
果
た
し
て
真
に
筆
者
の
推
測
を
裏
づ
け
う
る
か
否
か
は
、
読
者
の
判
定
に
委
ね
る
。
た
と
え
大
方
の
読
者
の
判
定
が

「
否
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
行
刑
文
学
の
暁
天
の
星
一
つ
を
消
え
な
ん
と
す
る
寸
前
に
見
つ
け
て
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

た
だ
け
で
、
筆
者
の
望
み
は
半
ば
達
せ
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
作
品
に
は
お
偉
方
の
忌
諦
に
触
れ
る
よ
う
な
格
別
の
主
張
や
イ
デ



認
　
　
オ
ロ
ギ
ー
は
全
く
な
い
。
そ
れ
故
掲
載
禁
止
の
理
由
は
入
選
し
た
理
由
と
同
じ
、

1　
　
　
れ
が
描
い
て
み
せ
た
真
実
そ
の
も
の
に
、
在
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

要
す
る
に
そ
の
文
学
と
し
て
の
純
粋
性
に
、
即
ち
そ

（
付
記
）
本
小
稿
で
は
、
「
受
刑
」
文
学
と
「
行
刑
」
文
学
と
を
対
置
さ
せ
、
両
者
を
包
括
す
る
概
念
に
標
題
の
コ
刑
務
L
文
学
の
語
を
当
て
用
い

た
。
し
か
し
、
「
行
刑
し
に
は
そ
れ
を
す
る
者
（
主
体
）
と
そ
れ
を
受
け
る
者
（
客
体
）
と
が
在
る
と
考
え
、
且
つ
今
日
わ
が
国
で
は
行
刑
官
を
刑

務
官
と
呼
称
し
て
い
る
語
感
に
鑑
み
て
、
む
し
ろ
「
受
刑
」
文
学
に
対
置
さ
る
べ
き
は
「
刑
務
」
文
学
で
あ
り
、
「
行
刑
」
文
学
を
以
て
両
者
の
総

称
と
す
べ
き
だ
、
と
の
意
見
も
あ
り
う
る
。
或
い
は
、
行
刑
文
学
と
刑
務
文
学
と
を
同
義
異
語
と
し
て
受
刑
文
学
に
対
置
さ
せ
、
そ
れ
ら
の
総
称

に
は
「
刑
罰
」
文
学
の
語
を
用
い
た
方
が
ま
ぎ
れ
が
な
く
て
よ
い
、
と
す
る
見
解
も
あ
ろ
う
。
付
記
し
て
高
批
を
待
つ
。


