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戦
後
の
虫
に
関
す
る
作
品
か
ら
見
た
死
生
観
(
上
)
1
11

は
じ
め
に

尾
崎
一
雄
(
一
八
九
九

1
一
九
八
三
)
は
私
小
説
家
で
あ
り
、
ニ
度
の
大
病

に
悩
ま
さ
れ
関
東
大
震
災
や
太
平
洋
戦
争
を
体
験
し
た
作
家
で
も
あ
る
。
そ
の

作
家
生
活
の
中
で
特
に
目
立
つ
の
が
虫
に
関
す
る
作
品
で
あ
る
。
問
時
代
評
に

お
い
て
も
、
斎
藤
兵
衛
氏
の
「
尾
崎
一
雄
が
『
轟
の
い
ろ
い
ろ
』
は
い
ふ
ま
で

も
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
作
に
も
し
ば
し
ば
轟
に
つ
い
て
の
観
察
や
感
慨
を
も
り

こ
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
誰
で
も
知
っ
て
ゐ
る
。
」

一と
い
う
指
摘
や
本
多
秋
五
氏
の

「
虫
の
話
が
出
て
く
る
と
、
急
に
生
き
生
き
し
て
く
る
か
ら
、
妙
で
あ
る
。
」
二

と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
一
雄
が
虫
作
品
三
を
多
く
書
く
こ
と
は
周
知
の

事
実
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
一
雄
自
身
も
「
わ
が
小
説
」
(
「
朝
日
新
聞
」
一
九
六
一
年
一
一
月
九

日
)
で
「
六
十
一
歳
の
現
在
、
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
自
然
の
前
に
は
人
間

も
虫
け
ら
も
、
と
い
う
考
え
が
ず
っ
と
つ
づ
い
て
い
る
。
|
|
い
や
、
つ
づ
い

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
う
い
う
考
え
が
一
層
強
く
な
っ
て
い
る
。
」
と
述
べ
て

お
り
、
一
雄
の
作
家
人
生
に
お
い
て
虫
作
品
は
重
要
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
と
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い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
虫
作
品
の
量
は
、
太
平
洋
戦
争
の
前
と
後
で
変
化

す
る
。
文
章
を
書
き
、
初
め
て
原
稿
料
を
も
ら
っ
た

『
二
月
の
蜜
蜂
』
を
処
女

作
と
す
る
と
、
戦
前
の
一
八
年
間
で
は
『
二
月
の
蜜
蜂
』
一
作
品
だ
け
で
あ
っ

た
虫
作
品
が
、
戦
後
五
年
間
で
は
四
作
品
と
増
え
て
い
る
。
そ
こ
で
戦
争
が
一

雄
の
執
筆
活
動
に
何
ら
か
の
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
仮
定
し
、
処
女
作
で
あ
る

『
二
月
の
蜜
蜂
』
と
、
太
平
洋
戦
争
後
五
年
間
(
一
九
四
五
年
九
月
i
一
九
五

O
年
九
月
)
に
書
か
れ
た
虫
作
品
に
注
目
し
、

虫
の
描
写
に
ど
の
よ
う
な
変
化

が
あ
る
の
か
を
見
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
的
に
一
雄
が
戦
争
か
ら
ど
う
い
っ
た

影
響
を
受
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
死
生
観
や
人
生
観
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ

た
の
か
を
採
り
た
い
。
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私
小
説
に
お
け
る
一
維
の
技
法
と
思
想

作
品
論
に
入
る
前
に
、
ま
ず
は
私
小
説
に
お
け
る
一
雄
の
技
法
を
見
て
い
き

た
い
。
一
雄
は
自
身
の
随
筆
「
私
の
小
説
作
法
」
困
で
自
ら
の
作
品
の
表
現
方

法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
り
、
『
虫
も
樹
も
』
E

と
い
う
作
品
の
題
の
下
に
「
人
間



も
」
と
い
う
こ
と
が
余
韻
と
し
て
あ
る
と
い
う
雑
誌
の
合
評
を
評
価
し
、

「『い

っ
た
方
が
よ
い
』
こ
と
を
『
い
わ
な
い
』
の
が
、
私
の
作
法
の
一
つ
」
と
述
べ

て
い
る
。
さ
ら
に
虫
と
人
間
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
序
章
で
も
述
べ
た
よ

う
に

「わ
が
小
説
」
で
処
女
作
『
二
月
の
蜜
蜂
』
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
、
以

下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

書
き
た
か

っ
た
の
は
自
然
の
前
に
は
人
間
も
虫
け
ら
も
同
じ
だ
と
い
う

陳
腐
き
わ
ま
る
考
え
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
ぬ

腹
立
だ
し
さ
を
、
や
っ
き
と
な
っ
て
書
い
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
妹

の
死
が
し
ゃ
く
に
さ
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
(
略
)
六
十
一
歳
の
現
在
、
振

り
か
え
っ
て
み
る
と
、
自
然
の
前
に
は
人
間
も
虫
け
ら
も
、
と
い
う
考
え

が
ず
っ
と
つ
づ
い
て
い
る
|
!
い
や
、
つ
づ
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ

う
い
う
考
え
が
一
層
強
く
な
っ
て
い
る
六

以
上
の
二
つ
の
文
か
ら
一
雄
の
作
品
の
中
に
は
「
自
然
の
前
に
は
人
間
も
虫

け
ら
も
同
じ
」
と
い
う
思
想
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
の
思

想
は
処
女
作
『
二
月
の
蜜
蜂
』
の
書
く
際
は
腹
立
た
し
い
も
の
だ
っ
た
が
、
作

家
活
動
を
続
け
る
中
で
長
く
繋
が
る
思
想
と
な
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の

思
想
は
妹
の
死
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
死
L
」虫
の
描
写
に
は

密
接
な
関
係
性
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
技
法
に
つ
い
て
は
指

摘
が
見
ら
れ
な
か
っ
た。

そ
こ
で
さ
ら
に
一
雄
の
技
法
を
明
か
す
た
め
、
次
に
同
時
代
評
や
先
行
研
究

の
指
摘
を
助
け
と
し
た
い
。
ま
ず
浅
見
淵
氏
は
「
尾
崎
一
雄
論
」
七
で
、
私
小

説
は
厳
密
に
言
う
と
私
小
説
と
心
境
小
説
に
区
別
さ
れ
る
と
し
、
以
下
の
よ
う

に
続
け
て
い
る
。

私
小
説
は
自
我
を
粗
野
の
俸
制
御
り
出
し
て
身
辺
を
描
き
出
し
た
も
の
で
、

(
略
)
心
境
小
説
は
同
じ
く
身
辺
璃
事
を
叙
し
な
が
ら
も
、
「
私
」
の
姿
を

理
想
化
す
る
と
共
に
、
必
然
的
に
、
「私
」
の
そ
の
時
々
の
精
神
的
欲
望
に

よ
っ
て
描
く
も
の
を
選
択
す
る
。

尾
崎
自
身
も
こ
の
こ
と
を
口
で
い
ひ
、
ま
た
、
鹿
々
感
想
に
も
書
い
て

ゐ
る
。
そ
し
て
、
自
分
は
私
小
説
家
で
は
な
く
心
境
小
説
家
で
あ
る
と
、

ハ
ツ
キ
リ
宣
言
し
て
ゐ
る
。

一
雄
を
心
境
小
説
家
と
す
る
な
ら
ば
、
浅
見
氏
の
言
う
理
想
化
さ
れ
た
「私」

の
姿
や
精
神
的
欲
望
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
高
橋
英
夫
氏
は
「
存

在
の
橘
ら
ぎ
と
重
さ
」
八
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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一
口
に
私
小
説
と
言
い
切
ら
れ
て
い
る
尾
崎
一
雄
的
世
界
に
は
、
こ
の

作
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
場
合
、
こ
う
い
う
人
間
の
カ
の
範
囲
を
こ
え
た

も
の
へ
の
感
受
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
は
作
者

自
身
に
も
隠
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

高
橋
英
夫
氏
は
「
人
間
の
カ
の
範
囲
を
こ
え
た
も
の
」
と
し
て
水
の
音
や
蜜

蜂
の
描
写
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
唐
戸
民
雄
氏
は
「
尾
崎

一
雄

〈独
自
性〉

の
獲
得

l
i
『
二
月
の
蜜
蜂
』
と
『
暢
気
眼
鏡
』
を
中
心
に
」
九
で
心
情
を
表

す
媒
体
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る。

尾
崎

一
雄
は
自
分
自
身
を
裁
断
し
な
が
ら
、
作
品
を
構
築
す
る
私
小
説



作
家
で
あ
る
が
、
直
接
心
情
を
吐
露
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
。
心
的
に
触

発
さ
れ
る
媒
体
と
し
て
の
登
場
人
物
を
作
中
に
配
置
し
、
そ
れ
と
の
密
接

な
関
係
を
通
し
て
間
接
的
に
自
己
を
表
白
す
る
方
法
を
採
る
か
ら
だ
。

こ
の
「
心
的
に
触
発
さ
れ
る
媒
体
」
と
は
虫
作
品
に
お
い
て
自
然
描
写
の
こ

と
を
指
す
と
言
え
る
。
こ
れ
に
高
橋
英
夫
氏
の
指
摘
も
含
め
る
と
、
一
雄
は
心

境
小
説
家
と
し
て
自
然
描
写
に
よ
っ
て
事
実
に
理
想
と
精
神
的
欲
望
を
加
え
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
自
然
描
写
、
特
に
今

回
テ

l
マ
と
す
る
虫
の
描
写
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
ご
と
に
認
識
が
異
な
っ
て

い
る
。
例
え
ば
、
石
原
千
秋
氏
は
「
『
私
』
は
そ
こ
で
蜘
妹
の
身
の
処
し
方
(
?
)

と
死
と
い
う
も
の
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
自
分
と
を
重
ね
て
考
え
る
」

一O
K、

虫
の
動
き
と
人
間
の
動
き
の
同
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
で
、
永
淵
道
彦
氏

は
「
『
私
』
と
蜘
妹
を
は
じ
め
と
す
る
虫
た
ち
と
を
『
生
あ
る
も
の
』
と
し
て
対

等
に
対
峠
す
る
」
二
と
い
う
人
間
と
虫
が
同
じ
立
場
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し

て
い
る
。
先
行
研
究
ご
と
に
指
摘
は
異
な
る
が
人
間
と
虫
の
関
係
性
が
虫
作
品

に
取
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

次
に
私
小
説
に
お
け
る
一
雄
の
思
想
を
見
る
。
ま
ず
思
想
を
探
る
上
で
重
視

す
べ
き
こ
と
は
、
一
雄
の
生
ま
れ
た
家
が
代
々
神
奈
川
県
下
曽
我
の
宗
我
神
社

で
神
官
を
務
め
て
い
る
家
系
で
あ
る
こ
と
だ
。
一
雄
の
宗
教
に
つ
い
て
は
永
藤

武
氏
が
「
尾
崎
一
雄
の
宗
教
的
感
性
」

一ニ
で
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
。
永
藤
氏

は
「
現
実
の
祖
父
や
父
の
生
き
た
姿
を
ぬ
き
に
し
て
は
神
道
な
る
も
の
を
考
え

ら
れ
な
い
」
と
指
摘
し
た
上
で
一
雄
は
祖
父
の
こ
と
は
嫌
っ
て
お
り
、
父
に
対

し
て
の
思
い
は
屈
折
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
雄
は
、
父
の
「
敬
神
家
」
一
三

で
あ
る
面
に
つ
い
て
異
質
さ
や
寂
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
「
少
年
時
代
か
ら
一

種
の
共
感
と
敬
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」
と
永
藤
氏
は
指
摘

し
、
ま
と
め
と
し
て
以
下
の
よ
う
述
べ
て
い
る
。

父
八
束
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
尾
崎
一
雄
は
神

道
家
で
も
敬
神
家
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
他
の
い
か
な
る
既
成
宗
教
に
も

価
値
的
に
与
し
よ
う
と
し
な
い
点
に
お
い
て
、
無
信
仰
と
言
わ
れ
る
べ
き

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
も
っ
て
し
て
尾
崎
を
、
反
神

道
的
も
し
く
は
反
宗
教
的
と
す
る
な
ら
、
全
く
当
を
得
て
は
い
な
い
。
そ

の
宗
教
性
を
根
底
で
支
え
る
感
性
は
、
他
な
ら
な
い
神
道
的
な
も
の
で
あ

る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

永
藤
氏
は
、
一
雄
が
神
道
家
で
も
敬
神
家
で
も
な
い
も
の
の
感
性
に
は
神
道

的
な
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
神
道
と
は
、
「
日
本
民
族
の
あ
い
だ
に
発
生

し
た
固
有
の
民
族
信
仰
と
、
そ
れ
を
根
底
と
し
た
精
神
的
な
営
み
」
一
四
の
こ
と

だ
が
、
教
義
や
教
典
が
な
く
、
特
色
の
あ
る
性
格
を
形
成
し
て
い
る
。
神
道
の

性
格
つ
い
て
『
万
有
百
科
大
辞
典
四
哲
学
宗
教
』
一
王
か
ら
一
部
抜
粋
す
る
。

η
t
 

qo 

(
一
)
多
神
を
承
認
す
る
。
神
道
で
の
カ
ミ
は
唯
一
の
絶
対
者
で
は
な
い
。
神

道
の
カ
ミ
は
、
古
代
に
自
然
と
の
か
か
わ
り
の
深
い
生
活
の
な
か
で
自
然
現

象
や
自
然
物
の
驚
異
的
な
威
力
、
呪
カ
を
畏
怖
し
、
そ
れ
を
カ
ミ
と
し
、
つ

い
で
そ
れ
に
働
く
霊
、
魂
の
カ
を
カ
ミ
と
し
、
さ
ら
に
民
族
の
始
祖
も
カ
ミ

と
し
て
崇
拝
す
る
よ
う
に
な
り
、
国
家
統
一
の
段
階
で
そ
れ
ら
の
神
は
最
高

神
を
中
心
と
し
て
の
統
合
し
た
形
で
認
識
さ
れ
た
。

(
ニ
)
ヒ
ト
は
カ
ミ
に
よ
り
生
命
を
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
世
に
何

ら
か
の
使
命
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
き
て
い
る
と
の
自
覚
を
有
し
て
い
た
。

会
一
)
共
同
体
意
識
が
強
い
。



(
囚
)
自
然
と
の
調
和
。
カ
ミ
は
ヒ
ト
だ
け
で
な
く
、
自
然
物
、
動
物
、
植
物
、

無
生
物
を
も
ヒ
ト
同
様
に
生
命
を
与
え
、
生
か
し
め
て
い
る
。

(
五
)
明
る
さ
、
善
意
に
み
ち
た
も
の
を
示
す
。

(
六
)
現
世
中
心
的
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
四
番
の
「
自
然
と
の
調
和
」
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
虫
の
描
写
に
生
か
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
ま
た
、
他
の
項
目
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
ら
の
性
格
が
実
際
の
作
品
で
現
れ
る
か
ど
う
か
も
見
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

一
雄
と
戦
争

虫
作
品
の
戦
前
、
戦
後
の
変
化
を
検
証
す
る
た
め
、
各
時
期
の
一
雄
の
心
境

を
『
あ
の
日
こ
の
日
』

一六
を
参
考
に
し
、
見
て
い
き
た
い
。
『
あ
の
日
こ
の
日
』

に
よ
る
と
、
太
平
洋
戦
争
前
に
「
海
の
会
」
一
七
に
参
加
し
て
い
た
一
雄
は
海
軍

省
に
よ
る
正
式
の
慰
問
団
、
海
軍
前
戦
慰
問
団
の
一
員
と
し
て
海
南
島
か
ら
仏

印
方
面
へ
渡
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
雄
は
海
軍
の
様
子
を
観
察
し
、
海
軍
へ
の

信
頼
を
強
め
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
海
空
軍
の
様
子
は
、
半
月
で
つ
ぶ
さ

れ
る
ほ
ど
の
弱
体
と
は
金
輪
際
思
へ
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
言
葉
や
「
私
は
み
ん

な
よ
り
日
本
海
軍
の
カ
を
信
じ
て
ゐ
た
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
読
み
と
る
事
が
出

来
る
。そ

の
一
方
で
社
会
は
開
戦
へ
と
着
実
に
足
を
進
め
、
一
九
四
一
年
(
昭
和
一

六
)
十
二
月
八
日
三
時
一
九
分
、
日
本
軍
に
よ
る
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
の
空
襲
。
即

日
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
。
こ
の
時
の
自
ら
の
気
持
ち
に
つ
い
て

一
雄
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
よ
く
米
英
相
手
の
戦
争
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
で
あ

り
、
エ
ラ
イ
こ
と
に
な
っ
た
、
と
先
づ
思
っ
た
が
、
真
珠
湾
の
大
戦
果
に

は
全
く
驚
き
、
同
時
に
歓
喜
昂
奮
し
た
。
(

ま
た
開
戦
し
た
直
後
に
一
雄
が
書
い
た
「
時
至
る
」
(
「
都
新
聞
」
一

九
四
一

年
(
昭
和

二
ハ
)
一

二
月
八
日
)
と
い
う
随
筆
で
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

緒
戦
に
は
、
国
民
の
橡
期
以
上
の
大
戦
果
を
挙
げ
た
。
わ
が
海
箪
の
長

い
聞
の
苦
心
錬
成
と
、
隠
忍
自
重
の
極
発
せ
る
果
敢
さ
と
に
よ
っ
て
こ
の

輝
か
し
い
門
出
を
見
た
こ
と
は
、
何
よ
り
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン

人
を
亜
細
亜
か
ら
放
逐
せ
よ
、
と
叫
び
た
い
。
彼
等
は
彼
等
の
犯
せ
る
罪

の
荷
を
背
負
っ
て
自
分
の
生
れ
た
所
へ
帰
っ
て
ゆ
く
が
い
い
。
亜
細
亜
は

初
め
て
亜
細
亜
に
な
る
の
だ
。
日
本
を
盟
主
と
す
る
亜
細
亜
民
族
の
大
行

進
は
始
ま
っ
た
。
民
族
の
大
い
な
る
ロ
マ
ン
の
夜
は
明
け
た
の
だ
。
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以
上
の
よ
う
に
、
開
戦
置
後
の

一
雄
は
日
本
軍
に
よ
る
真
珠
湾
攻
磐
成
功
に

歓
喜
し
日
本
軍
を
称
え
て
い
る
。
こ
の
勝
利
の
後
も
日
本
軍
は
一
九
四
二
年
に

入
り
テ
イ
モ

l
ル
島
な
ど
、
次
々
と
島
を
占
領
し
た
。
し
か
し
六
月
の
ミ
ツ
ド

ウ
ェ

l
海
戦
に
よ
っ
て
日
本
は
四
空
母
を
失
い
戦
局
は
悪
く
な
っ
て
い
く
。
一

雄
は
こ
の
頃
の
こ
と
を
「
私
(
ば
か
り
で
は
勿
論
無
い
)
の
中
に
は
悲
観
的
見

通
し
が
徐
々
に
ふ
く
ら
み
始
め
た
J
と
書
い
て
い
る
。

そ
の
後
、
一
雄
は
胃
潰
蕩
の
大
出
血
で
倒
れ
下
曽
我
へ
と
疎
開
す
る
。
そ
の

一
年
後
、

一
九
四
五
年
(
昭
和
二
O
)
八
月
上
旬
に
は
広
島
と
長
崎
に
原
爆
が

投
下
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
ソ
速
が
宣
戦
布
告
し
た
こ
と
で
日
本
は
窮
地
に
立



た
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
様
子
を
一
雄
は
「
何
か
も
う
滅
茶
苦
茶
と
い
っ
た
感
じ

で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
。

そ
し
て
一
九
四
五
年
(
昭
和
二

O
)
八
月
十
五
日
、
つ
い
に
日
本
は
無
条
件

降
伏
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
た
。
一
雄
は
そ
の
時
の
気
持
ち
を
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

覚
悟
の
上
と
は
言
で
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
シ
ョ
ッ
ク
は
ち

ょ
っ
と
名
状
し
が
た
い
。
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
。
(
略
)
先
づ
痛
感
し

た
の
は
、
か
う
い
ふ
際
に
病
気
な
ど
し
て
ゐ
る
我
が
腕
甲
斐
無
さ
で
あ
っ

た。
こ
の
よ
う
に
戦
前
に
は
軍
の
力
を
信
じ
戦
争
の
勝
利
を
信
じ
た
一
雄
が
、
ミ

ッ
ド
ウ
ェ

l
海
戦
の
敗
戦
で
自
信
を
失
い
、
戦
艦
陸
奥
の
爆
沈
に
絶
望
し
て
い

く
と
い
う
変
化
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
海
軍
前
戦
慰
問
団
と
し
て
海
軍

の
強
固
さ
を
直
接
見
た
一
雄
に
と
っ
て
海
軍
の
敗
北
は
何
よ
り
衝
撃
的
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
敗
戦
が
近
づ
く
と
と
も
に
一

雄
の
体
調
も
崩
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
と
病
気
が
重
な
っ
た
こ

と
は
一
雄
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
。

次
に
敗
戦
後
の
一
雄
の
心
境
を
見
て
い
く
。
無
条
件
降
伏
を
し
た
日
本
で
は

マ
ツ
カ
ツ
サ
ー
に
よ
る
間
接
統
治
が
始
ま
る
。
一
雄
は
こ
の
頃
の
気
持
ち
を
こ

う
述
べ
て
い
る
。

疑
心
暗
鬼
と
い
ふ
か
、
占
領
に
と
も
な
ふ
あ
ら
ゆ
る
災
厄
が
想
定
さ
れ

て
、
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
た
。
(
略
)
寝
て
ゐ
る
私
は
、
新
聞
で
読
み
、
人

づ
て
に
聞
く
だ
け
で
、
当
時
の
実
際
を
自
分
の
目
で
見
た
わ
け
で
は
な
い
。

(
略
)
こ
の
際
最
も
戒
心
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
自
分
の
病
勢
ら
し
い
、

と
思
は
れ
て
き
た
。

戦
後
の
一
雄
に
と
っ
て
占
領
と
い
う
事
実
は
気
が
か
り
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
よ
り
も
自
ら
の
病
状
の
方
へ
と
意
識
は
移
っ
て
い
く
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

作
品
論
は
戦
争
か
ら
病
気
へ
の
意
識
の
変
化
や
神
道
的
思
想
に
注
目
し
て
進
め

て
い
き
た
い
。

二
月
の
蜜
蜂

『
二
月
の
蜜
蜂
』
一
八
は
、
主
人
公
の
「
私
」
一
九
が
蜜
蜂
の
観
察
か
ら
妹
の

死
を
回
想
す
る
話
で
あ
る
。
「
私
」
の
家
の
隣
家
で
蜂
蜜
を
養
っ
て
お
り
、
巣
箱

の
前
に
来
る
と
様
々
な
蜂
が
思
い
思
い
に
遣
い
回
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
そ

ん
な
中
、
老
蜂
が
巣
の
外
に
出
さ
れ
る
の
を
見
て
「
私
」
は
二
十
で
死
ん
だ
妹

の
美
枝
を
思
い
浮
か
べ
る
。
大
正
一
年
三
月
十
八
日
に
妹
美
枝
は
腎
臓
炎
等
の

病
気
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
「
私
」
は
妹
の
苦
し
み
と
悲
し
み
は
全
て
「
私
」

が
背
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
そ
れ
か
ら
二
年
が
経
ち
、
今
の
「
私
」
は
頭

の
中
で
妹
が
自
由
に
起
き
伏
し
す
る
の
を
お
だ
や
か
な
顔
付
で
見
守
る
の
で
あ

っ
た
。ま

ず
こ
の
作
品
の
虫
の
描
写
と
、
人
と
虫
の
関
係
性
を
見
て
い
き
た
い
。
『
二

月
の
蜜
蜂
』
の
時
系
列
は
、
「
私
」
が
観
察
す
る
蜜
蜂
の
動
き
が
基
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
に
過
去
が
付
属
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
全
体
を
通
し
て
「
私
」
が
蜜

蜂
の
観
察
者
で
あ
る
描
写
が
多
い
が
、
そ
の
観
察
対
象
で
あ
る
蜜
蜂
の
動
き
は

様
々
だ
。
例
え
ば
、
作
品
官
頭
に
以
下
の
文
が
あ
る
。
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ま
た
考
へ
込
ん
で
ゐ
る
、
さ
う
恩
ひ
、
意
識
を
蜂
に
向
け
る
の
だ
っ
た
。

|
|
無
暗
と
後
じ
さ
り
を
し
て
ゐ
る
奴
が
あ
る
。
そ
い
つ
は
後
じ
さ
り
を

し
な
が
ら
、
と
う
く
巣
に
入
っ
て
了
っ
た。

「私
」
は
よ
く
蜜
蜂
を
見
な
が
ら

「ぼ
ん
や
り
と
考
へ
込
む
」
の
だ
が
、
そ

の
意
識
は
虫
に
向
い
て
い
な
い
。
し
か
し
「
私
」
が
蜜
蜂
に
意
識
を
集
中
さ
せ

た
際
、
蜜
蜂
は
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
の
「
私
」
と
蜜
蜂
の
関
係
性
は

密
接
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
「
私
」
が
蜜
蜂
の
死
を
見
た
瞬
間
、
「私」

は
妹
の
死
を
想
起
す
る
。
こ
の
点
に
は
両
者
の
密
接
な
関
係
性
が
見
え
る
。
そ

の
蜜
蜂
の
描
写
は
以
下
の
文
で
あ
る
。

入
違
ひ
に
一
匹
の
蜂
が
第
れ
た
同
類
を
引
い
て
出
て
来
た
。
さ
う
し
て

一
寸
身
構
へ
た
と
思
ふ
と
、
そ
れ
を
腹
の
下
に
抱
へ
て
、
ぶ
ー
ん
と
羽
音

を
さ
せ
て
飛
び
立
っ
た
。
巣
の
掃
除
を
始
め
た
な
、
私
は
恩
っ
た
。
役
に

立
た
な
い
老
蜂
は
、
若
い
者
た
ち
が
噛
み
殺
し
て
了
ふ
、
働
い
て
働
い
て

そ
の
巣
に
自
分
達
の
子
孫
の
手
で
殺
さ
れ
て
了
ふ
の
だ
(
略
)
だ
が
、
殺

さ
れ
た
彼
等
は
、
兎
に
角
為
す
べ
き
こ
と
を
し
て
了
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
二

十
で
死
ん
だ
妹
の
美
枝
は
|
|

こ
こ
で
は
、
倒
れ
た
老
蜂
が
一
匹
の
蜂
に
腹
の
下
に
抱
え
飛
び
立

っ
て
い
る

様
子
を
見
て
、
「
私
」
は
す
べ
き
こ
と
を
し
て
子
孫
に
殺
さ
れ
た
蜜
蜂
と
対
照
的

な
妹
の
こ
と
を
連
想
し
て
い
る
。
こ
の
一
匹
の
蜂
が
倒
れ
た
老
蜂
を
抱
え
飛
び

立
っ
た
描
写
と
重
な
る
の
が
作
中
に
あ
る
妹
美
枝
の
描
写
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

美
枝
の
死
の
き
っ
か
け
と
も
な
っ
た
日
の
出
来
事
、
膝
を
つ
き
歩
け
な
く
な
っ

た
美
枝
を
「
私
」
が
お
ぶ
さ
り
歩
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

美
枝
が
、
不
意
に
が
っ
く
り
と
膝
を
つ
い
た
の
だ
。
膝
が
雪
に
埋
ま
っ

た
。
は
ず
み
を
喰
っ
て
私
は
よ
ろ
く
と
し
た
。
「
し
っ
か
り
し
ろ
?
」
云
ふ

私
の
声
が
少
し
上
づ
っ
て
ゐ
る
。
(
略
)
「
よ
し
、
お
ぶ
っ
て
や
る
。
お
ぶ

さ
る
ん
だ
。
」
私
は
屈
ん
で
、
頑
張
っ
て
背
中
を
出
し
た
。
「
さ
ア
来
い」

妹
は
直
ぐ
お
ぶ
さ
っ
た
。
(
略
)
濡
れ
て
も
い
与
と
思
ひ
、
私
は
傘
を
閉
じ

た
。
と
じ
た
傘
を
背
後
に
廻
し
、
そ
れ
に
両
手
を
掛
け
て
妹
を
支
へ
た
。

こ
の
妹
の
描
写
が
、
改
作
さ
れ
た
上
で
付
け
加
え
ら
れ
た
場
面
と
い
う
こ
と

は
注
目
す
べ
き
点
だ
。
『
二
月
の
蜜
蜂
』
は

一
九
二
五
年
(
大
正
一
四
)
四
月
同

人
雑
誌
「
主
潮
」
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
後

一
九
二
六
年
(
大
王
十
五
)

「
新
潮
」

で
『
早
春
の
蜜
蜂
』
と
改
題
し
場
面
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場

面
は
以
下
の
五
つ
で
あ
る
。

-40-

一、

二
年
前
の
美
枝
の

一
周
忌
を
思
い
だ
す
場
面
。
三
年
前
の
妹
の
死
に
よ
っ

て
二
月
の
気
候
が
心
を
陰
惨
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二、

Y
氏
が
蜂
に
刺
さ
れ
た
様
子
に
「
私
」
は
見
入
る
。
三
年
後
の
自
分
は
妹

の
追
憶
か
ら
そ
の
よ
う
な
蜜
蜂
の
刺
針
の
一
撃
に
比
す
べ
き
痛
み
は
感
じ

な
い
と
考
え
る
。

三
、
八
年
前
の
或
る
朝
、
「
私
」
は
美
枝
が
大
人
の
体
に
な
っ
た
こ
と
を
母
か
ら

知
ら
さ
れ
る
。

四
、
四
年
前
の
二
月
半
ば
、
雪
の
中
美
枝
を
迎
え
に
行
く
。
美
枝
は
弱
り
切
っ

て
そ
の
場
で
膝
を
つ
い
て
し
ま
う。
「
私
」
は
美
枝
を
背
負
い
、
歩
き
だ
す。

玉
、
妹
の
親
友
K
子
は
妹
の
墓
に
毎
朝
花
を
添
え
て
い
た
が
、
そ
の
K
子
も
一

O
日
ほ
ど
前
に
亡
く
な
っ
た
。



梶
井
基
次
郎
氏
は
こ
の
追
加
さ
れ
た
場
面
が
「
首
尾
照
応
し
て
さ
き
の
蜜
蜂

を
生
か
し
て
は
ゐ
る
。
」

}δ
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
美
枝
が
大
人
の
体

に
な
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
友
達
も
死
ん
で
し
ま
っ
た

こ
と
な
ど
、
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
の
理
不
尽
さ
が
強
く
現
れ
る
描
写
で

あ
る
。
し
か
し
四
年
前
の
出
来
事
は
そ
の
こ
つ
と
は
違
い
死
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
「
死
に
至
っ
た
過
程
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
や
は
り
四
年
前
の
出

来
事
を
あ
え
て
書
い
た
の
は
興
味
深
い
。
私
は
こ
の
描
写
の
妹
が
老
蜂
と
重
な

り
、
働
い
て
す
べ
き
こ
と
を
し
た
蜂
と
ま
だ
二
十
歳
と
い
う
年
齢
で
苦
し
み
な

が
ら
死
ぬ
事
に
な
っ
た
妹
の
違
い
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

一
匹
の
蜂
が
老
賂
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
蜂
の
中
で
の
ル
!
ル

で
不
可
欠
な
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
「
妹
」
は
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
と
し
て

社
会
で
生
き
る
中
ま
だ
大
人
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
両
者

は
ど
ち
ら
も
「
死
」
を
迎
え
て
し
ま
う
。
こ
の
理
不
尽
さ
こ
そ
が
「
わ
が
小
説
」

で
一
雄
が
述
べ
た
「
腹
立
た
し
さ
」
と
い
う
気
持
ち
を
生
ん
だ
の
だ
と
考
え
る
。

こ
の
話
で
は
「
私
」
は
一
貫
し
て
蜂
の
観
察
者
だ
が
、
「
私
」
の
生
死
に
対
す

る
考
え
は
蜂
か
ら
の
影
響
が
強
い
。
つ
ま
り
こ
の
作
品
全
体
に
蜂
か
ら
人
間
へ

の
関
係
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
平
野
謙
氏
の
「
自
然
(
こ
の
自
然
に
は
人
間

の
本
能
的
な
も
の
も
ふ
く
ま
っ
て
い
る
)
と
人
間
と
い
う
問
題
の
入
り
口
か
ら
、

こ
う
し
て
作
者
は
生
と
死
の
問
題
に
は
い
っ
て
ゆ
く
。
」
二
一
と
い
う
指
摘
の
通

り
、
虫
の
描
写
が
妹
の
生
死
を
考
え
る
入
口
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
、
『
二
月
の
蜜
蜂
』
の
中
で
見
ら
れ
る
死
生
観
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

父
の
死
後
、
胸
部
の
病
を
抑
え
て
登
記
所
に
行
く
「
私
」
の
一
冗
に
妹
節
子
が
美

枝
の
急
変
を
知
ら
せ
る
場
面
が
あ
る
。
節
子
は
来
る
途
中
雪
の
上
に
転
び
手
に

怪
我
を
負
い
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
様
子
に
「
私
」
は
「
こ
れ
は
少

し
酷
す
ぎ
る
」
と
感
情
を
露
わ
に
す
る
。
「
い
〉
加
減
に
し
て
貰
ひ
た
い
も
の
だ
、

お
と
な
し
く
し
て
ゐ
る
か
ら
と
て
余
り
莫
迦
に
す
る
な
。
」
と
何
者
か
に
対
し
て

憤
り
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
憤
り
の
対
象
が
何
か
は
記
述
さ
れ
て
お
ら

ず
、
「
私
」
は
結
局
「
得
体
の
知
れ
ぬ
何
物
か
に
対
し
て
、
実
に
し
ん
か
ら
腹
を

立
て
〉
ゐ
た
」
に
も
拘
わ
ら
ず
特
に
行
動
は
取
ら
ず
た
だ
立
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
次
の
場
面
で
も
、
妹
が
二
十
歳
の
若
さ
で
な
く
な
っ
た
こ
と
に
「
私
」

は
「
眼
に
見
え
ぬ
、
無
法
極
ま
る
何
者
か
に
対
し
て
、
猛
然
と
つ
か
み
掛
ろ
う
」

と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
先
程
と
は
違
い
「
回
想
が
浮
ぶ
度
に
私
は
頭
を

振
」
り
、
追
想
を
拒
否
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
気
持
ち
の
動
き
に
は
続
き
が
あ
る
こ
と
を
一
雄
は
『
あ
の
日

こ
の
日
』
で
明
か
し
て
い
る
。
抹
消
処
分
し
た
小
品
「
億
ひ
出
し
た
こ
と
」
の

一
節
を
以
下
の
よ
う
に
上
げ
て
い
る
。
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人
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
ぬ
っ
て
、
夢
見
が
ち
な
若
い
女
が
死
ん
で

ゆ
く
。
こ
れ
程
ま
で
に
死
ぬ
の
を
厭
が
り
な
が
ら
、
死
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ

で
済
む
の
か
、
と
何
も
の
か
に
対
し
て
|
|
詰
寄
る
、
と
で
も
一
お
ひ
た
い

様
な
気
が
し
た
。
や
が
て
、
興
奮
は
鎮
ま
っ
て
来
た
。
淋
し
い
、
と
思
ふ
。

底
の
無
い
寂
し
さ
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
理
想
的
人
間
意
志
に
何
の
関
わ

り
も
な
い
冷
厳
な
成
る
力
、
そ
れ
は
我
々
に
対
し
て
善
意
も
な
く
、
悪
意

も
な
い
。
悪
意
で
も
せ
め
て
持
っ
て
ゐ
て
く
れ
た
ら
、
そ
れ
を
敵
と
し
て

闘
ふ
こ
と
も
出
来
る
。
だ
が
、
虚
ろ
な
無
関
心
を
我
々
は
ど
う
動
か
し
得

よ切っ。

こ
こ
で
何
物
か
に
詰
め
よ
る
「
私
」
の
、
興
奮
が
鎮
ま
っ
た
後
の
気
持
ち
が

書
か
れ
て
あ
る
。
「
私
」
は
そ
の
何
物
か
が
「
冷
厳
な
或
る
力
」
で
善
意
も
悪
意



も
な
い
こ
と
に
何
の
動
き
ょ
う
の
な
い
「
寂
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
の
だ
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
『
二
月
の
蜜
蜂
』
で
は
「
或
る
カ
」
に
対
し
て
憤
り
か
ら
拒
否
、

寂
し
さ
へ
と
気
持
ち
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

ま
た
作
品
中
で
「
私
」
が
蜂
に
意
識
を
向
け
た
際
、
蜂
は
後
ず
さ
り
し
て
巣

に
戻
る
よ
う
に
、
「
私
」
も
「
何
者
か
」
に
直
面
し
た
際
頭
を
振
っ
て
拒
否
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
観
察
者
の
立
場
と
し
て

「
人
間
」
と
同
じ
よ
う
に
「
或

る
力
」
が
あ
り
、
観
察
対
象
と
し
て
「
虫
」
と
「
人
閑
」
が
同
じ
世
界
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
対
比
こ
そ
が
、

一
雄

に
「
人
間
」
と
「
或
る
カ
」
の
明
確
な
違
い
を
気
付
か
せ
、
「
寂
し
さ
」
と
い
う

気
持
ち
を
生
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
「
或
る
カ
」
に
関
し
て
は
先
行
研
究
で
、
永
藤
氏
が
「
神
な
る
も
の
へ

の
連
想
」
一
一
二
を
生
ん
だ
と
し
、
唐
戸
氏
が
「
そ
の
正
体
を
見
極
め
る
為
に
創
作

活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
」
二
一
ニと
指
摘
し
て
い
る
。
『
ま
ぼ
ろ
し
の
記
』
-函
で

中
学
時
代
父
に
、
「
神
様
つ
で
も
の
は
本
当
に
あ
る
の
か
し
ら
」
と
質
問
し
叱
略

さ
れ
て
い
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
一
雄
が
す
ん
な
り
と
「
神
な
る
も

の
」
を
結
論
に
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
私
は
唐
戸
氏
の
、
正
体
を
見
極
め
る

為
創
作
活
動
を
続
け
て
い
る
と
い
う
主
張
に
沿
い
、
今
後
こ
の
一
雄
が
こ
の
「或

る
カ
」
と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
か
を
見
て
い
き
た
い
。

四

畑
に
ゐ
る
盆

『
畑
に
ゐ
る
議
』
は
一
九
四
五
年
(
昭
和
二

O
)
九
月
に
「
オ

i
ル
読
物
」
に

掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
親
子
五
人
揃
っ
て
東
京

か
ら
小
岡
原
に
疎
開
し
、
配
給
の
不
足
を
補
う
為
畑
地
を
ふ
や
す
こ
と
に
な
っ

た
。
「
私
」
は
冷
え
を
防
ぐ
た
め
下
駄
を
履
き
毎
日
畑
仕
事
を
す
る
。
あ
る
日
村

役
場
の
人
が
武
器
調
べ
を
し
に
訪
れ
、
「
私
」
は
槍
や
薙
万
と
い

っ
た
原
始
的
な

こ
と
で
敵
を
や
っ
つ
け
ら
れ
る
の
か
と
不
安
に
な
る
。
ま
た
敵
が
上
陸
し
た
際
、

家
族
は
ど
う
逃
げ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
な
が
ら
、
「
私
」

は
黙
々
と
畑
に
い
る
虫

を
駆
除
し
始
め
る
。
そ
し
て
戦
後
。
一
か
ら
十
ま
で
不
満
だ
ら
け
な

「私
」
だ

っ
た
が
、
娘
は
米
空
軍
の
機
銃
の
薬
爽
を
見
つ
け
嬉
し
そ
う
に
弄
ん
で
い
た
。

『あ
の
日
こ
の
日
』
に
よ
る
と
、
こ
の
『
畑
に
ゐ
る
轟
』
が
発
表
さ
れ
る
一

年
前
の
一
九
四
四
年
(
昭
和
一
九
)
九
月
末
、
一
雄
は
病
気
の
為
妻
松
枝
と
母

が
い
る
小
田
原
の
家
へ
と
移
動
す
る
。
そ
し
て
一
九
四
五
年
(
昭
和
二
O
)
六

月
頃
は
、
体
調
も
「
自
分
で
思
ふ
よ
り
は
悪
化
し
て
」
お
り
、
戦
後
の
二
十
一、

二
年
に
は
「
若
し
か
し
た
ら
危
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
。

一
方
で
世
間
は

一
九
四
五
年
(
昭
和
二

O
)
八
月
一
五
日
に
玉
音
放
送
が
流

さ
れ
日
本
が
無
条
件
降
伏
、
太
平
洋
戦
争
が
終
結
す
る
。
そ
れ
か
ら
国
内
は
被

占
領
と
い
う
流
れ
を
受
け
混
乱
す
る
。
そ
ん
な
中
、
病
気
の

一
雄
に
短
編
の
依

頼
が
届
く
。
『
あ
の
日
こ
の
日
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
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車
谷
君
は
『
オ
1
ル
読
物
』
の
編
輯
を
し
て
ゐ
て
、
私
に
短
編
を
垂直け、

と
言
ひ
に
来
た
の
だ
。
腹
違
ひ
で
な
け
れ
ば
も
の
の
書
け
ぬ
私
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
勿
論
苦
行
だ
っ
た
が
、
し
か
し
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
文
か
ら
、
『
畑
に
ゐ
る
轟
』
が
ま
さ
に
病
気
と
戦
争
が
重
な
り
弱
っ
て
い

た
だ
ろ
う
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
な
の
だ
と
分
か
る
。
高
橋
宏
宣
氏
、
も
こ
の
作

品
中
の
「
私
」
に
つ
い
て
「
『
私
』
は
『
感
傷
的
』
に
な
る
。
そ
し
て
『
感
傷
的
』

で
あ
る
限
り
、
戦
後
の
行
方
を
見
定
め
よ
う
に
も
『
頭
』
は
働
か
ず
、

『
恩
考
』

は
徽
密
さ
を
欠
き
、
ま
と
ま
ら
な
い
。」

二
五
と
述
べ
て
お
り
、

一
雄
の
鰍
密
な

意
図
が
隠
さ
れ
た
心
境
小
説
と
い
う
面
よ
り
も
一
雄
の
敗
戦
直
後
の
思
い
が
込



め
ら
れ
た
一
作
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
含
め
、
虫
と
生
死
観
の
繋
が

り
よ
り
も
虫
と
戦
争
の
関
わ
り
に
つ
い
て
今
作
は
見
て
い
く
。

『
畑
に
ゐ
る
轟
』
で
一
番
始
め
に
書
か
れ
る
虫
の
描
写
は
以
下
の
文
で
あ
る
。

私
は
例
に
よ
っ
て
下
駄
ば
き
の
ま
〉
畑
に
踏
み
入
っ
た
。
ト
マ
ト
、
茄

子
の
テ
ン
ト
ウ
虫
、
サ
ル
虫
、
白
小
豆
の
油
虫
、
瓜
の
ウ
リ
パ
エ

l
l朝

夕
の
二
回
丁
寧
に
見
る
の
で
こ
れ
ら
の
虫
も
多
く
は
つ
い
て
ゐ
な
い
が
、

全
滅
と
ま
で
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
私
が
い
つ
も
の
よ
う
に
畑
に
入
り
仕
事
を
す
る
様
子
が
書
か
れ
て

い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
文
章
の
前
に
「
私
」
の
戦
争
に
対
す
る
不
安
が

描
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

い
ろ
く
の
情
況
か
ら
、
私
共
は
こ
の
地
へ
の
敵
軍
上
陸
を
い
つ
か
覚
悟

し
て
ゐ
た
。
近
所
の
社
で
は
、
早
朝
か
夕
方
、
竹
槍
使
ひ
の
訓
練
を
や
っ

て
ゐ
た
。
(
略
)
こ
ん
な
原
始
的
な
こ
と
で
、
敵
を
や
っ
つ
け
ら
れ
る
と
思

っ
て
ゐ
る
の
か
知
ら
。
何
故
戦
車
爆
破
用
爆
薬
の
使
ひ
方
で
も
教
へ
な
い

の
か
ね
。
せ
め
て
機
銃
操
作
ぐ
ら
ゐ
習
は
し
て
も
好
さ
さ
う
な
も
の
だ
。

以
上
の
よ
う
な
軍
へ
の
不
信
、
そ
し
て
そ
の
後
に
い
っ
か
く
る
敵
軍
上
陸
を

覚
悟
し
な
が
ら
家
族
が
一
体
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
不
安
も
あ
り
つ
つ

「
何
と
か
な
る
だ
ら
う
J
と
「
私
」
は
言
っ
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
後
に
「
私
」

は
「
そ
れ
、
虫
を
見
て
来
よ
う
。
南
瓜
の
花
は
君
見
て
く
れ
」
と
言
い
、
虫
の

観
察
を
始
め
る
。
し
か
し
『
あ
の
日
こ
の
日
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
一
雄
は
畑

仕
事
に
直
接
手
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
「
野
菜
類
の
手
入
れ
を
一
手

に
引
受
け
て
ゐ
る
(
実
際
に
は
母
と
松
枝
、
が
や
り
、
私
は
口
を
だ
す
だ
け
ご
と

述
べ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
作
品
内
の
「
私
」
は
野
菜
の
為
虫
を
駆
除
し
て
い

る
。
つ
ま
り
こ
の
虫
を
駆
除
す
る
「
私
」
は
一
雄
が
意
図
し
て
取
り
入
れ
た
話

だ
と
言
っ
て
い
い
。

さ
ら
に
、
『
畑
に
ゐ
る
議
』
で
「
私
」
が
朝
夕
二
回
畑
を
訪
れ
、
虫
を
駆
除
し

て
い
る
が
全
滅
と
ま
で
は
い
か
な
い
、
と
い
う
記
述
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
文

章
と
繋
が
る
の
が
『
あ
の
日
こ
の
日
』
で
一
雄
が
述
べ
て
い
る
終
戦
間
近
の
小

田
原
の
様
子
で
あ
る
。

回
畑
に
ゐ
る
農
夫
で
も
、
回
舎
道
を
歩
く
者
で
も
、
人
影
と
見
れ
ば
狙

ふ
や
う
に
な
っ
た
。
人
々
は
道
端
の
溝
や
小
橋
の
下
に
身
を
隠
し
た
。
各

戸
共
防
空
壕
は
造
っ
て
ゐ
た
の
で
、
皆
々
そ
こ
へ
も
ぐ
り
込
ん
だ
。

。。
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終
戦
間
近
の
小
田
原
は
、
グ
ラ
マ
ン
機
が
幾
度
も
海
岸
線
か
ら
侵
入
し
人
と

見
れ
ば
撃
つ
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
こ
の
事
実
か
ら
、
グ
ラ
マ
ン

機
の
行
動
は
、
虫
を
追
う
「
私
」
と
被
り
、
小
田
原
に
住
む
人
間
た
ち
は
追
わ

れ
る
虫
達
と
被
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
繋
、
が
り
の
あ
る
描
写
に
よ
っ
て
人

の
世
界
と
虫
の
世
界
が
混
同
し
、
そ
の
結
果
「
私
」
は
虫
の
世
界
へ
と
入
り
込

む
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
の
後
に
続
く
十
六
テ
ン
ト
ウ
虫
の
描
写
を
見
て
い
き
た
い
。

十
六
テ
ン
ト
ウ
虫
は
、
油
虫
を
よ
く
喰
っ
た
。
私
は
こ
の
虫
を
見
つ
け

る
と
、
油
虫
の
ゐ
る
葉
や
蓋
に
移
し
て
や
っ
た
。
彼
は
初
め
う
ろ
た
へ
て

無
暗
と
駆
け
廻
る
が
、
ふ
と
油
虫
に
ゆ
き
嘗
る
と
も
う
何
も
彼
も
忘
れ
て

そ
れ
を
喰
ひ
始
め
る
の
だ
っ
た
。



こ
こ
で
は
「
私
」
が
直
接
虫
を
殺
す
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
油
虫
の
天
敵
で

も
あ
る
十
六
テ
ン
ト
ウ
虫
を
油
虫
の
も
と
へ
移
動
し
て
や
り
、
そ
の
後
の
行
動

を
「
私
」

が
観
察
し
て
間
接
的
に
虫
対
虫
の
環
境
を
作
り
出
し
て
い
る
。
油
虫

の
保
護
者
た
る
蟻
共
と
い
う
記
述
を
借
り
れ
ば
「
私
」
は
十
六
テ
ン
ト
ウ
虫
の

保
護
者
と
し
て
油
虫
と
対
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
「
私
」
は
人
間
こ
そ
が
「
最
大
の
害
虫
た
る
場
合
が
あ
り

得
る
」
の
だ
と
感
じ
た
後
、
直
接
油
虫
を
指
で
つ
ぶ
し
て
い
る
。
こ
の
人
間
こ

そ
最
大
の
害
虫
と
い
う
思
考
は
「
私
」
が
植
物
や
虫
の
立
場
か
ら
人
間
を
見
た

際
に
感
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で

「私」

H
虫
と
い
う
関
係
が
見
え
る
。

『
二
月
の
蜜
蜂
』
で
は
蜜
蜂
の
様
子
を
見
て
「
私
」
は
「
人
間
も
虫
け
ら
も

同
じ
」
と
い
う
現
実
を
突
き
付
け
ら
れ
腹
が
立
っ
て
い
る
も
の
の
観
察
者
で
あ

り
続
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
内
で
は
人
間
も
虫
た
る
場
合
が
あ
る
と
気

づ
い
た
途
端
「
そ
ん
な
中
学
生
の
や
う
な
感
想
」
と
感
じ
な
が
ら
も
遠
慮
な
く

虫
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
南
瓜
の
様
子
を
見
に
行
っ
た
妻
も

蜂
の
代
わ
り
に
雌
花
に
雄
花
の
花
粉
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
、
人
が
虫
の
生
態

系
に
入
り
込
ん
だ
と
い
う
事
実
を
助
長
す
る
描
写
だ
と
号
一
早
え
る
。

「
腹
立
た
し
さ
」
が
な
く
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
高
橋
宏
宣
氏
の
述
べ
た
「感

傷
的
」
な
状
態
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
も
う
一
つ
は
一
雄
が
病
気
で
床

に
伏
せ
、
「
何
時
人
間
で
な
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
二
六
と
い
う
、
人
聞
と
し

て
の
存
在
意
識
に
危
機
感
を
持
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
加

え
て
戦
争
に
お
け
る
自
分
遠
の
追
わ
れ
る
立
場
が
虫
の
生
態
系
に
お
け
る
人
と

虫
の
対
立
を
作
者
に
想
起
さ
せ
た
の
だ
。

五

こ
ほ
ろ
ぎ

『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
は

一
九
四
六
年
(
昭
和
二
二
九
月
に

「新
潮
」

に
発
表
さ

れ
た
作
品
で
あ
る
。
秋
ま
で
あ
と
二
、
三
週
間
と
い

っ
た
あ
る
日
、
枯
草
の
聞

か
ら
幼
い
こ
お
ろ
ぎ
が
飛
び
出
し
、
「
私
」
は
そ
い
つ
を
捕
ま
え
て
子
供
た
ち
に

渡
し
虫
館
に
入
れ
る
。
こ
お
ろ
ぎ
を
見
た
二
女
の
圭
子
は
疎
開
す
る
前
に
上
野

の
家
で
も
夜
こ
お
ろ
ぎ
が
鳴
い
て
い
た
こ
と
を
「
私
」
に
告
げ
る
。
圭
子
が
こ

お
ろ
ぎ
に
向
か

っ
て
用
を
足
し
た
次
の
日
の
朝
「
私
」
が
病
気
に
な
っ
た
の
だ

と
。
そ
の
言
葉
に
「
私
」
は
そ
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
戦
時
中
の
あ
る
日
、

圭
子
の
言
っ
て
い
た
朝
「
私
」
の
体
は
病
気
に
蝕
め
ら
れ
る
。
そ
の
事
を
圭
子

が
知
っ
て
い
る
こ
と
に

「私
」
は
可
笑
し
く
感
じ
、
さ
ら
に
最
近
自
分
が
虫
な

ど
に
心
を
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
っ
た
。

『あ
の
日
こ
の
日
』
に
よ
る
と
『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
を
執
筆
し
た
の
は

一
九
四
六

年
(
昭
和
二一

)
七
月
。
日
本
の
社
会
は
G
H

Q
に
よ
る
間
接
統
治
が
続
く
一

方
で
食
糧
不
足
に
よ
っ
て
闇
市
が
全
国
で
広
が
り
そ
の
取
締
り
が
実
施
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し

『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
に
は
そ
う
い
っ
た
日
本
の
状
況
に
関
す
る
記
述

は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、

一
雄
の
病
状
が
悪
化

し
て
お
り
、
社
会
よ
り
も
自
ら
の
身
体
に
意
識
が
向
い
て
い
た
か
ら
だ
と
言
え

る。

『あ
の
日
こ
の
日
』
で
も
『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
に
つ
い
て

一
雄
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る。
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「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
は
、
敗
戦
前
年
の
八
月
末
の
早
朝
、

上
野
桜
木
町
の
家

で
吐
血
し
た
前
後
の
こ
と
を
書
い
た
三
十
何
枚
の
短
編
で
、
執
筆
時
の
二

十
一
年
七
月
時
分
、
私
は
も
う
弱
気
の
病
人
に
な
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
今
読

み
返
す
と
、
ど
こ
と
な
く
追
ひ
つ
め
ら
れ
た
も
の
の
気
持
が
感
じ
ら
れ
る
。



『
畑
に
ゐ
る
轟
』
で
は
敗
戦
に
よ
っ
て
「
私
」
は
「
感
傷
的
」
に
な
っ
て
い

た
が
、
こ
こ
で
は
病
気
に
よ
っ
て
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
「
私
」
の
姿
が
あ
る

と
い
う
。
そ
の
姿
を
明
か
す
前
に
ま
ず
、
虫
の
描
写
を
探
っ
て
い
く
。
『
こ
ほ
ろ

ぎ
』
で
は
作
品
中
で
「
私
」
が
直
接
虫
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
部
分
が
多
々

見
ら
れ
る
。
ま
ず
虫
へ
の
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

自
分
が
こ
の
頃
虫
だ
と
か
草
だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
に
心
を
惹
か
れ
が

ち
な
こ
と
を
思
っ
て
ゐ
た
(
略
)
今
ま
で
気
に
も
止
め
な
か
っ
た
小
さ
な

弱
い
者
た
ち
が
、
小
さ
い
な
り
に
元
気
よ
く
動
き
廻
り
、
生
き
て
居
、
謂

は
ば
生
存
を
主
張
し
て
ゐ
る
の
を
見
る
こ
と
が
、
何
か
嬉
し
い
の
だ
。
そ

れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
あ
る
安
心
を
感
じ
て
ゐ
る

l
!と
、
さ

う
云
へ
さ
う
な
の
だ
。

こ
こ
か
ら
小
さ
な
虫
や
雑
草
と
い
っ
た
気
に
も
止
め
な
か
っ
た
小
さ
な
弱
い

者
た
ち
が
生
存
を
主
張
し
て
い
る
様
に
嬉
し
さ
と
安
心
を
感
じ
る
「
私
」
の
姿

が
見
え
る
。
ま
た
、
今
ま
で
気
に
も
止
め
な
か
っ
た
も
の
を
気
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
作
品
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
俺
は
弱
っ
て
ゐ
る
の
だ
、
参
っ
て
ゐ
る
の
だ
、
と
私
は
思
ふ
。

一
番
判
り
易
い
と
こ
ろ
で
は
、
身
体
の
衰
へ
に
因
る
だ
ら
う
。
こ
れ
は
目

に
見
え
る
こ
と
で
、
ご
ま
か
し
ゃ
う
も
無
い
。
次
に
は
戦
争
に
敗
け
た
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
の
世
の
様
、
こ
れ
が
気
力
を
萎
え
さ
せ
る
。

こ
の
文
か
ら
身
体
の
衰
え
と
戦
争
に
負
け
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
に
よ
っ
て
「弱

っ
て
い
る
」
「
参
っ
て
い
る
」
こ
と
が
「
私
」
に
小
さ
な
虫
な
ど
の
存
在
を
意
識

さ
せ
た
と
あ
る
。
そ
し
て
、
遂
に
作
中
の
最
後
に
は
「
私
の
仲
間
は
、
小
さ
な

弱
い
生
き
も
の
共
だ
。
」
と
述
べ
、

虫
が

「
仲
間
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

で
は
こ
の

「
仲
間
」
と
い
う
意
識
は
作
中
の
ど
こ
に
見
ら
れ
る
か
、
作
中
を

見
て
い
く
。

『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
で
は
冒
頭
か
ら
虫
の
描
写
が
描
か
れ
る
。
以
下
は
そ

の
文
で
あ
る
。

毎
日
の
習
慣
で
、
夕
方
、
茄
子
畠
を
見
廻
り
、
て
ん
た
う
虫
だ
ま
し
や

そ
の
幼
虫
で
あ
る
さ
る
む
し
な
ど
を
捜
し
て
い
る
と
、
茄
子
の
根
方
に
敷

い
た
枯
箪
の
聞
か
ら
、
幼
げ
な
こ
ほ
ろ
ぎ
が
飛
び
だ
し
た
。
長
い
触
角
の

先
が
白
い
、
そ
れ
を
活
発
に
動
か
し
て
ゐ
る
。
別
に
つ
か
ま
へ
る
気
で
も

な
く
延
ば
し
た
私
の
掌
に
飛
び
込
ん
だ
の
で
、
そ
れ
を
捕
え
、
茄
子
の
害

虫
と
り
は
も
う
止
め
て
家
の
中
へ
入
る
と
、
子
供
に
虫
績
を
持
っ
て
来
さ

せ
、
小
さ
な
奴
を
そ
の
中
へ
入
れ
た
。

r
D
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「私」

は
農
業
を
す
る
人
聞
と
し
て
、
敵
で
あ
る
害
虫
の
て
ん
と
う
虫
だ
ま

し
を
捜
し
て
い
る
が
そ
こ
に
現
れ
た
の
は
害
虫
で
は
な
い
こ
お
ろ
ぎ
。
幼
い
こ

お
ろ
ぎ
は
自
然
と
延
ば
し
た
私
の
掌
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
『
二
月
の
蜜
蜂
』
で

は
「
私
」
が
「
意
識
を
蜂
に
向
け
」
た
瞬
間
、
蜜
蜂
は
「
後
じ
さ
り
を
し
な
が

ら
、
と
う
く
巣
に
入
っ
て
」
い
る
が
、
こ
こ
で
は
正
反
対
に
こ
お
ろ
ぎ
か
ら
「
私
」

の
掌
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
こ
れ
は
注
目
す
る
点
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
虫
能
の
中
に
い
る
他
の
虫
に
も
注
目
し
た
い
。
虫
簡
に
は
「
数
匹
の

ニ
イ
ニ
イ
脳
陣
、
カ
ナ
ブ
ン
ブ
ン
、
ト
ン
ボ
、
そ
れ
か
ら
一
匹
の
ク
サ
カ
ゲ
ロ
フ
」

が
入
っ
て
い
る
が
、
こ
の
虫
た
ち
に
は
、
害
虫
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
体
長

が
数
セ
ン
チ
の
小
さ
な
虫
と
い
う
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
「
私
」
は

「手
作
り

の
野
菜
類
に
つ
く
虫
に
な
や
ま
さ
れ
、
こ
れ
を
少
し
で
も
駆
除
し
な
け
れ
ば
、



と
い
ふ
実
際
的
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
頃
虫
ど
も
に
気
を
と
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
あ

る
が
、
そ
の
害
虫
で
あ
る
て
ん
と
う
虫
だ
ま
し
は
虫
績
に
は
い
な
い
。
作
中
に

そ
の
描
写
は
な
い
が
、
「
私
」

の
敵
で
あ
る
害
虫
達
は

「私」

に
よ
っ

て
殺
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し、

そ
う
で
は
な
い
虫
達
、
前
述
し
た

「
小
さ
な
弱
い

生
き
も
の
」
は
子
供
た
ち
の
観
察
下
に
入
る
。

作
中
で
は
こ
の
子
供
た
ち
も
虫
達
と
並
ん
で

「小
さ
く
弱
い
こ
い

つ
ら
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
全
体
を
通
し
て
も
子
供
た
ち
が
メ
イ
ン
と
な
り
話

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
子
供
が
人
と
虫
と
の
関
係
性
に
お
い
て
大
き
な

役
割
を
担
う
の
が
以
下
の
文
だ
。

「も
う
せ
ん
、
上
野
の
お
う
ち
で
、
夜
、
こ
ほ
ろ
ぎ
が
鳴
い
た
ね
エ
、

お
父
ち
ゃ
ん
」
(
略
)
「そ
し
て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
に
、
圭
ち
ゃ
ん
、
お
し

つ
こ

か
け
ち
ゃ
っ
た
ね
エ
」
「
う
ん、

さ
う
だ
さ
う
だ
」
「
そ
し
て
、
朝
、
お
父

ち
ゃ
ん
、
ご
病
気
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
「さ
う
さ
う
、
み
ん
な
覚
え
て
ゐ
る

ん
だ
ね
え
、

圭
ち
ゃ
ん
は
。
」

こ
こ
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
、

二
女
の
圭
子
が
こ
お
ろ
ぎ
に
向
か
っ
て
用
を

足
し
た
次
の
朝
、
「
私
」
が
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
点
だ
ろ
う。

こ
こ
で
は
圭
子

が
「
私
」
と
こ
お
ろ
ぎ
の
密
接
な
相
関
関
係
を
灰
め
か
し
て
い
る
。

そ
の

一
方

で

「私
」
は
、
こ
お
ろ
ぎ
は
ま
だ
鳴
い
て
い
る
が

「圭
ち
ゃ
ん
は
も
う
泣
か
な

い
ね
」
と
一
言
う
よ
う
に
、
こ
お
ろ
ぎ
H

圭
子
の
関
係
を
作
り
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
私
」
は
作
品
を
通
し
て
虫
と
子
供
た
ち
を
同
じ
「
小
さ
く
弱

い
」
存
在
と
し
同
化
さ
せ
て
い
る
が
、
圭
子
が

「私
」
と
こ
お
ろ
ぎ
の
相
関
関

係
を
指
摘
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
「
私
」
も
が
そ
の
「
小
さ
く
弱
い
」
存
在
の
中

に
い
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
て
い
る
。

以
上
虫
の
描
写
を
見
て
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
と
の
大
き
な
違
い
は
三
つ
。

一

つ
目
は
「
私
」
の
立
場
の
変
化
。
「
私
』
は
捕
え
た
虫
は
子
供
に
渡
し
、
子
供
た

ち
が
こ
れ
ま
で
の

「私」

の
役
割
を
引
き
継
ぎ
観
察
者
と
な
っ
て
い
る
。

二
つ

自
は
「
私
」
の
虫
に
対
す
る
興
味
。
観
察
の
必
要
性
も
な
い
小
さ
な
虫
達
に
興

味
を
持
っ

て
い
る
。

そ
し
て
三
つ
目
は

「私
」
と
虫
の
関
係
だ
。
「私」

と
「
小

さ
な
弱
い
生
き
も
の
」
は

「仲
間
」
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
で
現
れ
る
生
死
観
を
見
て
い
こ
う
。
「
私
」
が
子
供
に
渡

し
た
虫
た
ち
は
虫
鐙
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
そ
の
虫
館
で
は
大
方
の
虫
が
死
ん
で

し
ま
い
ク
サ
カ
ゲ
ロ
ウ
だ
け
が
生
き
延
び
る。

そ
の
様
子
を
見
た

「私
」
が
以

下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

蝉
も
ブ
ン
プ
ン
も
、

ご
ろ
ご
ろ
死
ん
で
ゐ
る
の
に
、
命
の
短
い
カ
ゲ
ロ

フ
だ
け
が
、
ち
ゃ
ん
と
卵
を
生
ん
で
ゐ
る
、
つ
と
め
を
果
た
し
て
ゐ
る
。

面
白
い
も
の
だ
ね
。
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命
の
長
短
の
理
不
尽
さ
を
嘆
い
た

『
二
月
の
蜜
蜂
』
と
は
違
い
、
こ
こ
で
は

虫
遠
の
命
の
長
短
を
「
面
白
い
も
の
だ
ね
」
と
言
っ
て
い
る
。

高
橋
宏
宣
氏
は

「『自
然
』
は
如
何
な
る

『
私
』
を
も
許
容
し
、
受
け
入
れ
て

く
れ
る
。『
私
』
は
自
ら
の
生
を
、
『
自
然
』
の
な
か
に
定
位
し
、
『
安
心
』
を
得

る
こ
と
に
成
功
す
る
。」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
の
論
の
通
り
、
こ
れ
ま
で
の
虫

作
品
と
こ
の
作
品
の
大
き
な
違
い
は

「私」

が
虫
の
生
と
死
、
ど
ち
ら
の
側
面

を
見
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
『
二
月
の
蜜
峰
』

で
は
老
蜂
の
死
と
、
妹

の
死
を
比
べ

「
腹
立
た
し
さ
」
を
感
じ
る
が、

『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
で
は
極
限
の
中
で

も
生
き
る
カ
ゲ
ロ
ウ
が
い
る
こ
と
、
小
さ
な
虫
達
も
生
存
を
主
張
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て

「私
」
も
ま
だ

「急
な
こ
と
は
」
な
い
と
い
う
こ
と
。
死
と
い
う



も
の
が
目
の
前
に
あ
り
な
が
ら
も
生
き
て
い
る
こ
と
に
嬉
し
さ
や
安
心
を
覚
え

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
私
は
虫
の
生
に
対
し
て
「
面
白
い
」
と
言
え

た
の
だ
ろ
う
。
生
を
見
る
か
死
を
見
る
か
、
こ
れ
が
二
作
品
の
違
い
で
あ
り
一

雄
の
大
き
な
変
化
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

虫
作
品
を
三
作
品
見
た
結
果
、
戦
前
の
『
二
月
の
蜜
蜂
』
と
戦
後
の
二
作
品

に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

『
二
月
の
蜜
蜂
』
で
は
虫
と
妹
の
死
を
比
較
し
た
こ
と
で
、
死
に
対
す
る
理

不
尽
さ
を
感
じ
、
憤
り
を
露
わ
に
す
る
。
し
か
し
『
畑
に
ゐ
る
轟
』
に
は
そ
の

憤
り
は
見
ら
れ
ず
、
敗
戦
が
「
私
」
の
意
識
を
占
め
、
『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
で
は
身
体

が
弱
っ
て
い
る
こ
と
が
小
さ
な
虫
の
存
在
を
意
識
さ
せ
、
虫
が
生
き
て
い
る
姿

に
「
私
」
は
面
白
さ
を
感
じ
て
い
る
。
「
私
」
が
死
で
は
な
く
生
に
注
目
す
る
こ

と
で
肯
定
的
に
死
を
見
る
視
点
を
手
に
入
れ
た
と
い
う
点
で
『
こ
ほ
ろ
ぎ
』
が

一
雄
の
思
想
の
転
換
点
だ
と
言
え
る
。

一
雄
が
死
で
は
な
く
生
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
は
戦
争
で
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
『
畑
に
ゐ
る
轟
』
の
作
品
論
で
も
触
れ
た
よ
う
に
敗
戦
直
前
に
は
一

雄
が
住
む
小
田
原
に
ま
で
米
軍
の
グ
ラ
マ
ン
機
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
、
死
が

身
近
に
あ
る
状
態
と
な
る
。
『
あ
の
日
こ
の
日
』
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
一
雄
は
「
老

い
た
母
や
病
む
私
と
同
様
、
こ
こ
に
居
据
っ
て
運
任
せ
、
と
い
ふ
人
も
あ
っ
た

だ
ら
う
。
」
と
い
う
よ
う
に
病
に
よ
っ
て
動
け
な
い
為
、
自
ら
の
命
は
「
運
任
せ
」

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
運
任
せ
」
に
し
、
駄
目
な
ら
ば
駄
目
だ
と
諦

め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
こ
そ
、
一
雄
に
「
諦
念
」
を
生
ま
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
「
諦
念
」
は
否
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
『
あ
の
日
こ
の
日
』
に

も
敗
戦
で
誰
も
が
途
方
に
く
れ
る
中
「
何
と
し
て
で
も
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
「
命

あ
っ
て
の
物
種
、
何
事
も
そ
れ
か
ら
だ
」
と
い
う
こ
と
が
「
最
後
の
防
衛
線
」

と
し
て
心
に
あ
っ
た
と
一
雄
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
死
を
見
る

の
で
な
く
生
を
見
る
こ
と
で
一
雄
は
活
力
を
見
出
す
。
そ
し
て
作
品
内
で
も
死

を
目
の
当
た
り
に
し
た
際
、
他
方
の
生
き
て
い
る
存
在
に
注
目
す
る
。
よ
っ
て

一
雄
の
「
諦
念
」
は
生
へ
の
意
識
を
持
っ
た
肯
定
的
な
「
諦
念
」
だ
と
言
え
る
。

一
斎
藤
兵
衛
「
新
年
号
の
諸
作
品
文
整
時
評
」
(
「
文
学
界
」
一
九
五
三
・
二
)

二本
多
秋
五
「
八
月
号
の
文
芸
作
品
評
」
(
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
一
九
六

一
・
七
)

三
題
名
に
虫
の
名
前
が
入
る
作
品
と
同
時
代
評
や
先
行
研
究
で
虫
の
描
写
に
関
し

て
指
摘
が
あ
っ
た
作
品
を
こ
の
論
文
で
「
虫
作
品
」
と
呼
ぶ
。

四
「
私
の
小
説
作
法
」
(
「
毎
日
新
聞
」

一
九
六
五
・

一
0
・一

O
)

玉
『
虫
も
樹
も
』
(
「
群
像
」
一
九
六
五
・
八
)

六
「
わ
が
小
説
」
(
「
朝
日
新
聞
」
一
九
六
一
・
一

一
・
九
)

七
浅
見
淵
「
尾
崎
一
雄
論
」
(
「
群
像
」
一
九
五
二
・
七
)

八
高
橋
英
夫
「
存
在
の
掘
ら
ぎ
と
重
さ
」
(
「
群
像
」

一
九
七
六
・
九
)

九
唐
戸
民
雄
「
尾
崎
一
雄
〈
独
自
性
〉
の
獲
得
|
|
「
二
月
の
蜜
蜂
」
と
「
暢
気
眼

鏡
」
を
中
心
に
」
|
|
」
(
「
立
正
大
学
国
語
国
文
」
二

O
O
一
年
度
)

一O
石
原
千
秋
「
忘
れ
ら
れ
そ
う
な
小
さ
な
日
常
|
|
尾
崎
一
雄
」
(
「
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
」
二

O
一
一
・
六
)

一
一
永
淵
道
彦
「
尾
崎
一
雄
『
虫
の
い
ろ
い
ろ
』
論
|
|
作
為
あ
る
作
品
構
成
と
私

小
説
的
素
材
を
め
ぐ
っ
て
」
(
「
筑
紫
国
文
」
二

O
O三
・
六
)

一
一
一
永
藤
武
『
尾
崎
一
雄
の
宗
教
的
感
性
」
(
「
神
道
宗
教
」
一
九
七
九
・
九
)

一三
永
藤
武
氏
に
よ
る
と
、
一
雄
ば
「
ま
ぼ
ろ
し
の
記
」
(
「
群
像
」

一
九
六
一
・
八
)

の
中
で
父
の
こ
と
を
「
非
常
な
敬
神
家
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

一
四
相
賀
徹
夫
『
万
有
百
科
大
辞
典
四
哲
学
宗
教
』
(
小
学
館
一
九
七
四
・
二
一
)
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一五
脚
注
一
四
に
同
じ

一六一

九
七

O
年
一
月
1

一
九
七
三
年
一
二
月
ま
で

『群
像
』
で
連
載
し
た
も
の
を
ま

と
め
た
『
あ
の
日
こ
の
日
上
・
下
巻
』
(
講
談
社
、
一
九
七
五

・
こ

と

一
九
七

八
年

一
月
1
一
九
八

O
年
七
月
ま
で
連
載
し
た
も
の
を
ま
と
め
た
『
続
あ
の
日

こ
の
日
』
(
講
談
社
、

一
九
八
二
・
九
)
の
こ
と
を
指
す
。

一七

「
海
の
会
」

と
い
う
軍
事
雑
誌
を
出
す
出
版
社
の
編
集
員
松
本
穎
樹
に
よ

っ
て

結
成
さ
れ
た
会
。
有
志
の
文
学
者
が
集
ま
り
、
海
軍
の
人
聞
か
ら
話
を
聞
い
た
。

-
八
一
九
二
五
年
四
月
同
人
雑
誌
で
主
潮
」
創
刊
号
に
「
二
月
の
蜜
蜂
」
を
発
表。

そ
の
後
一
九
二
六
年
「
新
潮
」
で
「
早
春
の
蜜
蜂
」
と
改
題
。
一
九
三
七
年
第
二

短
編
集
『
竹
盗
人
』
(
砂
子
屋
書
房
)
に
収
録
す
る
際
「
二
月
の
蜜
蜂
」
と
名
前

を
戻
し
て
い
る
。

一
九
一
雄
の
作
品
は
心
境
小
説
で
あ
る
為
、
作
品
内
の
私
が
必
ず
し
も

一
雄
と

一
致

し
な
い
こ
と
か
ら

「
私
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

一
δ
梶
井
基
次
郎
「
新
潮
十
月
新
人
号
小
説
評
」
(
「
青
空
」

一
九
二
六
・
一
二

二
一
平
野
謙
「
今
月
の
小
説
(
中
)
」
(
「
毎
日
新
聞
」
夕
刊
一
九
六

一
・
七
・

二
九
)

二
二
脚
注
二
ニ
に
同
じ

二
三
脚
注
九
に
同
じ

ニ
四
『
ま
ぼ
ろ
し
の
記
』
(
「
群
像
」
一
九
六
一
・
八
)

二
五
高
橋
宏
宣
「
思
考
す
る
主
体
の
確
立
を
め
ぐ
っ
て
|
尾
崎
一
雄
「
田
舎
が
た
り
」

か
ら
「
虫
の
い
ろ
い
ろ
」
ま
で
|
(
『
研
究
紀
要
』
福
島
工
業
高
等
専
門
学
校
二

0
0六
)

二
六
「
文
学
我
観
」
(
「
文
学
行
動
」
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資料編

図一 『二月の蜜嫁』における人と虫の関係図
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図ニ 『畑にゐる轟』における人と虫の関係図
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表 ー尾崎一雄年表

年号 年齢 来臨に発表した作品

( )'"胡太字=虫作品

1899(明32) 。歳 12月25日三重県渡会郡宇治山田町(現伊勢市)

で神宮皇学館教授八束と母タイの長男として

生まれる。弟二人、妹二人の五人兄弟。

1920(大9) 21歳 2月父死去。一雄は一家の長になり遺産を手に

する。 4月に早稲田高等学院に入学し 9月に同

級と共に回覧雑誌「極光」を創刊。

1921 (大 10) 22歳 1月に助膜炎にかかり 1年間休学。

1922 (大 11) 23歳 妹セイが病気のため亡くなる。

1923 (大 12) 24歳 志賀直裁を訪ねる。 9月関東大震災によって下

曾我の郷家全貌

1926 (大 15) 27歳 「早春の蜜蜂」で初めて原稿料を受け取る。 『早春の蜜蜂JU菊潮」

10月号)

1931 (昭 6) 32歳 8月に松枝(大正 2年5月生)と結婚。

1933 (昭 8) 34歳 11月『人物評論』に発表した「暢気眼鏡」が読 「河J(4) 

売新聞にて激賞を受ける。 「暢気眼動(11)

1939 (昭 14) 40歳 1月弟弘夫死す。 4月正男死す。 6月二男誠が生 「焼ヶ岳J(8) 

まれるが 9月死ヲ九 「正男のことJ(8) 

1941 (昭 16) 42歳 1月海軍省属託として、 1か月余り南支方面海 「病馬廠スケッチJ(1) 

軍部慰問視察団の一行に加わり、海南島など各 「狸々 J(9) r抱 (10)

地を巡る。 2月圭子生まれる。

1942 (昭 17) 43歳 7月頃より健康が表え始める

1944 (昭 19) 45歳 8月胃潰場の大出血にて昏倒、郷里へ疎開する 「田舎がたりJ(8) 

ことを決意し、 10月一家を挙げて下曾我に帰

る。一雄はそこで生存第一次計画を立てる。

1945 (昭 20) 46歳 老母と子供ニ人を抱え、無収入で難儀す 「畑にゐる晶J( rオール読

る。また胃潰場の他神経痛にも悩まされ 物J 9月号)

る。

1946 (昭 21) 47歳 「戎る復員兵の話J(2) r山

下一家J(3) r妻の友也 (9)

「うなぎ屋の話J(10) rこほ

ろぎJcr新潮J9月号)

1947 (昭 22) 48歳 4月母タイ、 71歳を以て死す。一雄も病状 「亡友への手紙J(1) r病林

が思わしからす1 記J(6) r落梅J(9) 

卒
論
で
扱
う
年
代

目
E
E
E
B
E
E

・E
B
E
E
-
-
-
-
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1948 (昭 23) 49歳 「美しい墓地からの眺め」

(6) r虫のいろいろJ(r菊調。J

1月号)

1949 (昭 24) 50歳 初めての長編「煩い春」を 3月から 10月 「坊主神主Jr痩せた舶 J

までの 7カ月に渡り『風雪』に連載したこ (1) r煩い春J(3-10) r芳兵衛

とで健康に自信を得る。 物語J(11-) rなめくぢ横丁j

(9) 

1950 (昭 25) 51歳 rn相模湾産後鯨類図譜』

と『アカハタ~J~ (1) rトラ

の話Jr小鳥の声J(4) r冬眠

居閑談J( r展望J8月号)

唱
E
AFD 


