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特
集
テ
ー
マ

　
今
号
の
特
集
は
、
二
〇
二
三
年
の
春
に
出
た
一
本
の
記
事
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に
よ
っ
て
、
前
年

の
秋
か
ら
約
半
年
に
わ
た
っ
て
一
七
七
一
万
羽
の
鶏
が
「
殺
処
分
」
さ

れ
た
こ
と
を
報
じ
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
問
題
は
、「
卵
の
価
格
高
騰
」、

「
養
鶏
業
の
大
規
模
化
と
集
約
化
に
問
題
」
な
ど
と
、
も
っ
ぱ
ら
経
済

ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
鶏
の
大
量
の
死

は
、
私
た
ち
が
「
殺
す
」
立
場
に
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
す
な
わ
ち
私

た
ち
の
「
暴
力
性
」
を
突
き
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、〈
動
物
〉
を
通
し

て
自
分
自
身
と
改
め
て
向
き
合
い
、〈
人
間
〉
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ

と
を
迫
る
も
の
で
し
た
。
本
特
集
は
そ
ん
な
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て

い
ま
す
。

　
今
日
、
動
物
保
護
や
ヴ
ィ
ー
ガ
ニ
ズ
ム
が
高
い
関
心
を
集
め
て
い
ま

す
が
、
近
年
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
〈
動
物
〉
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、

そ
う
し
た
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、〈
人
間
〉
と
〈
動
物
〉
と
い
う
私
た
ち

が
ご
く
自
然
に
用
い
て
い
る
区
分
が
、
実
は
〈
動
物
〉
に
対
す
る
暴
力
を

正
当
化
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、〈
動
物
〉と
い
う
概
念
に
は
、理
性
を
も
た
ず
、そ
の
た
め〈
人

間
〉
に
よ
っ
て
管
理
・
利
用
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
殺

し
て
も
よ
い
存
在
」
だ
と
い
う
含
意
が
あ
る
か
ら
で
す
。
問
題
は
そ
れ

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
定
の
人
た
ち
を
〈
動
物
〉、
つ
ま
り
劣
等
の

生
き
も
の
と
見
な
し
、
そ
の
尊
厳
を
奪
い
、
存
在
を
抹
消
す
る
こ
と
ま

で
も
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
、
現
に

今
ガ
ザ
で
起
き
て
い
る
出
来
事
な
ど
、
今
日
な
お
根
強
く
残
る
弱
者
に

対
す
る
様
々
な
暴
力
・
差
別
の
事
実
が
そ
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
は〈
動
物
〉と〈
人
間
〉の
関
係
を
、ど
う
捉
え
る
べ
き
で
し
ょ

う
か
。〈
動
物
〉
と
し
て
〈
人
間
〉
に
踏
み
つ
け
ら
れ
て
き
た
存
在
の
苦

し
み
や
痛
み
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
す
る
多
様
な
考
え
や
思
い
を
共

有
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
が
あ
り
う
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず

れ
も
、
多
様
な
視
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
考
え
続
け
る
べ
き
問
い
で

し
ょ
う
。
本
特
集
で
は
、文
学
の
世
界
に
表
れ
た〈
動
物
〉に
対
す
る〈
人

間
〉の
暴
力
性
や
共
生
の
可
能
性
、畜
産
と
い
う
営
み
に
お
け
る〈
動
物
〉

と
飼
育
者
と
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
関
係
、〈
動
物
〉
を
「
畜
生
」
と

み
な
し
て
き
た
仏
教
に
「
ペ
ッ
ト
葬
」
と
い
う
現
代
の
ト
レ
ン
ド
が
突

き
つ
け
る
問
い
、
そ
し
て
人
を
〈
動
物
〉
と
見
な
し
て
支
配
と
暴
力
の

対
象
と
す
る
今
日
の
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
ま
で
、〈
動
物
〉
を
め
ぐ
っ
て
最

先
端
で
思
索
を
重
ね
て
き
た
方
々
に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
も
主
張
も
表
現
も
多
様
で
あ
り
、
読
者
の
受
け
止
め
も
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
本
特
集
が
扱
う
問
題
の
複

雑
さ
、
幅
と
奥
行
き
の
反
映
で
も
あ
り
ま
す
。
本
特
集
を
通
し
て
、〈
動

物
〉
か
ら
問
わ
れ
る
〈
人
間
〉
に
つ
い
て
思
索
を
深
め
る
た
め
の
手
が

か
り
を
、
読
者
と
と
も
に
尋
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー　
徳
田 

安
津
樹
）
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特
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大
江
健
三
郎
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
奇
妙
な
仕
事
」（『
大

江
健
三
郎
全
小
説
』
第
一
巻
、
講
談
社
、
二
〇
一
八
年
、

初
出
『
東
京
大
学
新
聞
』
一
九
五
七
年
五
月
）
は
、
三

人
の
大
学
生
が
実
験
用
に
飼
わ
れ
た
一
五
〇
匹
の
犬
を

撲
殺
す
る
ア
ル
バ
イ
ト
に
就
く
話
だ
。

　

犬
た
ち
は
吠
え
な
か
っ
た
が
僕
が
入
っ
て
行
く

と
一
斉
に
こ
ち
ら
を
見
た
。
一
五
〇
匹
の
犬
に

一
斉
に
見
つ
め
ら
れ
る
の
は
奇
妙
な
感
じ
だ
っ
た
。

三
百
の
脂や

に

色い
ろ

の
曇
り
の
あ
る
犬
の
眼
に
映
っ
て
い

る
三
百
の
僕
の
小
さ
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
と
僕
は
考

え
た
。
そ
れ
は
小
さ
い
身
震
い
を
僕
に
感
じ
さ

せ
た
。

　

犬
た
ち
の
謎
め
い
た
ま
な
ざ
し
と
、
そ
れ
ら
に
感
応

し
て
「
僕
」
に
起
こ
る
、「
小
さ
い
身
震
い
」
を
伴
う
自

己
同
一
性
の
解
体
の
体
験
。
こ
の
犬
の
殺
害
の
現
場
に

読
者
と
し
て
立
ち
会
っ
た
私
は
、
こ
れ
以
降
、
長
い
迷

い
路
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
そ
れ
は
人
間
と
動
物
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
想
像
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
課
題

だ
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
。
個
々
の
文
学
作
品
に
よ
る

触
発
の
な
か
で
、
動
物
を
め
ぐ
る
私
自
身
の
想
像
力
が

ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
き
た
か
を
以
下
で
は
素
描
し
て

み
た
い
。

　

大
江
の
初
期
小
説
に
は
、
動
物
が
頻
出
す
る
。
こ
の

こ
と
の
意
味
を
考
え
て
い
た
と
き
、
南
ア
フ
リ
カ
出
身

の
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
、
Ｊ
・
Ｍ
・
ク
ッ
ツ
ェ
ー
『
動
物

動
物
と
い
う
迷
い
路

村
上
　
克
尚

MURAKAMI 
Katsunao



3

〈
動
物
〉
か
ら
問
わ
れ
る〈
人
間
〉

の
い
の
ち
』（
森
祐
希
子
・
尾
関
周
二
訳
、
大
月
書
店
、

二
〇
〇
三
年
）
に
収
め
ら
れ
た
、「
哲
学
者
と
動
物
」、「
詩

人
と
動
物
」
と
い
う
二
篇
の
小
説
に
出
会
っ
た
。
そ
こ

で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
コ
ス
テ
ロ
と
い
う
架
空
の
女
性

作
家
が
、
動
物
の
立
場
に
共
感
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を

訴
え
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ト
レ
ブ
リ
ン
カ
強
制
収
容
所
に

運
搬
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
と
、
食
肉
工
場
に
運
搬
さ
れ
る

家
畜
と
を
、
あ
え
て
重
ね
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
聴
衆

に
語
り
か
け
て
い
た
。

　

恐
ろ
し
い
の
は
、
殺
す
側
が
犠
牲
者
の
立
場
に

立
っ
て
考
え
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
し
、
他
の
人
も

み
な
同
じ
だ
っ
た
と
い
う
点
な
の
で
す
。
彼
ら
は

『
が
た
が
た
と
通
り
す
ぎ
て
い
く
家
畜
車
の
な
か
に

い
る
の
は
、や
つ
ら
な
ん
だ
』
と
言
い
ま
し
た
。『
そ

の
家
畜
車
の
な
か
に
い
る
の
が
自
分
だ
っ
た
ら
、

ど
う
だ
ろ
う
？
』
と
は
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。『
あ

の
家
畜
車
の
な
か
に
い
る
の
は
自
分
だ
』
と
は
言

わ
な
か
っ
た
の
で
す
。『
き
ょ
う
焼
か
れ
て
い
る
の

は
死
ん
だ
者
た
ち
に
違
い
な
い
。
い
や
な
匂
い
を

撒
き
散
ら
し
、
灰
に
な
っ
て
私
の
キ
ャ
ベ
ツ
の
上

に
降
っ
て
く
る
』
と
言
い
ま
し
た
。『
自
分
が
焼
か

れ
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
？
』
と
は

言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。『
私
は
焼
か
れ
て
い
る
。
私

は
灰
に
な
っ
て
降
っ
て
い
る
』
と
も
言
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

こ
こ
で
コ
ス
テ
ロ
が
強
調
す
る
の
は
、「
や
つ
ら
」
＝

「
動
物
」
と
い
う
境
界
区
分
の
も
と
に
、
強
制
収
容
所
に

勤
務
す
る
ド
イ
ツ
人
も
、
周
囲
に
住
む
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

も
、
そ
こ
で
何
が
起
き
て
い
る
か
を
知
り
つ
つ
も
、
殺

さ
れ
る
「
動
物
」
に
心
を
閉
ざ
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
現
在
私
た
ち
が
、
郊
外
の
食
肉
工

場
や
企
業
の
実
験
室
で
動
物
た
ち
に
何
が
起
き
て
い
る

か
を
知
り
つ
つ
も
、
無
知
を
装
っ
て
い
る
こ
と
と
同
じ

で
は
な
い
か
、
と
コ
ス
テ
ロ
は
訴
え
る
。

　

こ
の
二
〇
〇
〇
年
代
の
ク
ッ
ツ
ェ
ー
の
小
説
を
通
じ

て
、
大
江
の
初
期
小
説
に
新
た
な
光
が
当
て
ら
れ
た
気

が
し
た
。「
奇
妙
な
仕
事
」
の
犬
は
、
何
ら
か
の
隠
喩

と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
動

物
に
対
し
て
は
何
を
し
て
も
良
い
」
と
い
う
傲
慢
な
思

い
込
み
の
も
と
で
振
る
わ
れ
る
暴
力
が
描
か
れ
て
い

る
。
実
際
、
大
江
は
、
初
期
小
説
に
つ
い
て
、「
サ
ル
ト

ル
と
強
制
収
容
所
の
記
録
の
二
つ
の
指
標
を
手
が
か
り

に
」
し
た
と
も
語
っ
て
い
る
（「
年
譜
」『
新
鋭
文
学
叢

書
一
二　

大
江
健
三
郎
集
』
筑
摩
書
房
、一
九
六
〇
年
）。

人
間
の
動
物
に
対
す
る
暴
力
は
、
人
間
の
人
間
に
対
す

る
暴
力
と
地
続
き
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
現
在
か
ら
振
り
返
れ
ば
、「
奇
妙
な
仕
事
」

を
ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
と
の
関
連
の
み
で
捉
え
る
こ

と
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
だ
。
二
〇
二
三
年
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
ヨ
ア
ヴ
・
ガ
ラ
ン
ト
国
防
相
は
、
ガ
ザ

の
人
び
と
に
対
し
て
、「
我
々
は
人
間
動
物
（hum

an 
anim

als

）
と
戦
っ
て
い
る
の
だ
」
と
発
言
し
た
。
か
つ

て
「
動
物
」
の
地
位
に
落
と
さ
れ
た
者
が
、
今
度
は
別

の
他
者
を
「
動
物
」
と
定
め
、
自
分
た
ち
の
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
を
正
当
化
す
る
こ
と
の
恐
ろ
し
さ
。
ナ
チ
ス
の
強

制
収
容
所
の
み
を
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
暴
力
の
よ
う

に
扱
う
こ
と
は
、
別
の
場
所
で
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
者

た
ち
へ
の
暴
力
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、「
奇
妙
な
仕
事
」
で
は
、「
人
間
」
と
「
動
物
」

の
境
界
線
は
ど
こ
ま
で
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
作
中
の

「
私
大
生
」
は
、「
爪
の
間
に
犬
の
血
が
こ
び
り
つ
い
て

い
て
と
れ
な
い
ん
だ
。そ
れ
に
石
鹸
で
ど
ん
な
に
こ
す
っ

て
も
犬
の
臭
い
が
と
れ
な
い
」
と
恐
慌
を
き
た
し
、「
僕
」

は
赤
犬
に
腿
を
噛
ま
れ
て
狂
犬
病
の
菌
に
感
染
し
た
か

も
し
れ
な
い
と
怯
え
る
。「
人
間
」
と
「
動
物
」
は
常
に

逆
転
し
得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
学
生
た
ち
は
、
あ
た
か

も
殺
す
側
に
い
る
こ
と
だ
け
が
唯
一
の
「
人
間
」
の
証

明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
犬
た
ち
を
撲
殺
し
続
け
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

大
江
健
三
郎
は
、
人
間
と
動
物
の
境
界
線
が
政
治
学

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
、
そ
の
境
界
線
の
も

と
で
、
自
身
が
容
易
に
暴
力
の
加
害
者
に
な
っ
た
り
被

害
者
に
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
に
、
心
底
か
ら
怯
え
る

こ
と
の
で
き
た
稀
有
な
作
家
だ
っ
た
。

＊

　

大
江
健
三
郎
の
小
説
を
基
点
と
し
て
、
武
田
泰
淳
、

小
島
信
夫
と
い
う
戦
後
作
家
ま
で
対
象
を
広
げ
る
こ

と
で
、
私
は
、
人
間
と
動
物
の
境
界
線
の
揺
ら
ぎ
と

い
う
主
題
が
戦
後
文
学
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ



4

特
集

と
を
明
ら
か
に
し
た
（
こ
の
点
は
、
拙
著
『
動
物
の

声
、
他
者
の
声
―
―
日
本
戦
後
文
学
の
倫
理
』
新
曜
社
、

二
〇
一
七
年
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

　

し
か
し
、
動
物
と
い
う
迷
い
路
を
抜
け
た
気
は
全
く

し
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大

震
災
の
記
憶
が
あ
っ
た
。
あ
の
巨
大
な
複
合
災
害
に
お

い
て
、
少
な
く
と
も
原
発
事
故
の
責
任
は
完
全
に
人
間

に
あ
っ
た
。
被
災
地
に
取
り
残
さ
れ
た
動
物
た
ち
の
ま

な
ざ
し
を
い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
者
は
多
い
だ
ろ
う
。

あ
の
ま
な
ざ
し
は
、
人
間
と
動
物
の
境
界
線
を
問
い
直

す
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
大
き
な
変
革
を
要
求
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
の
と
き
に
出
会
っ
た
の
が
、
青
森
県
出
身
の
作

家
・
木
村
友
祐
の
「
聖
地
Cs
」（『
聖
地
Cs
』
新
潮
社
、

二
〇
一
四
年
、初
出『
新
潮
』二
〇
一
四
年
五
月
号
）だ
っ

た
。「
聖
地
Cs
」
は
、
福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
の
「
希
望

の
牧
場
・
ふ
く
し
ま
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
こ
の

牧
場
で
は
、
放
射
能
汚
染
の
警
戒
区
域
に
い
る
家
畜
は

全
て
殺
処
分
す
る
よ
う
に
と
の
政
府
の
命
令
に
従
わ
ず
、

三
〇
〇
頭
以
上
の
牛
を
生
か
す
こ
と
を
選
ん
だ
。

　

女
性
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
は
、
一
年
前
に
派
遣
社

員
を
辞
め
て
い
る
。失
職
中
の
彼
女
は
、映
像
で
見
た「
希

望
の
砦
」
と
い
う
牧
場
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
夫
と
い
さ
か

い
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、
ひ
と
り
東
京
を
離
れ
て
、
そ

の
牧
場
を
訪
れ
る
。

　
「
わ
た
し
」
が
計
画
を
話
し
た
と
き
、
夫
は
「
お
前

は
ま
だ
あ
と
十
年
は
生
め
る
か
ら
だ
な
ん
だ
か
ら
、
わ

ざ
わ
ざ
リ
ス
ク
に
さ
ら
す
こ
と
な
い
だ
ろ
う
」、「
も
っ

た
い
な
い
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
間
は
ま
だ
、
女
と
し
て
の

機
能
が
あ
る
ん
だ
か
ら
」
と
言
い
放
つ
。
夫
の
言
葉
は
、

子
ど
も
を
生
め
な
い
女
性
は
女
性
で
は
な
い
、
と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
「
わ
た
し
」
に
響
く
。
そ
れ
は
、

社
会
に
と
っ
て
の
生
産
性
に
よ
っ
て
、
女
性
の
価
値
、

人
間
の
価
値
を
決
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

夫
の
言
葉
は
、「
わ
た
し
」
に
、か
え
っ
て
「
希
望
の
砦
」

の
牛
た
ち
に
会
い
に
行
く
決
意
を
固
め
さ
せ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、「
希
望
の
砦
」
の
牛
た
ち
も
ま
た
、
放
射
能
に

汚
染
さ
れ
、
乳
牛
と
し
て
も
、
肉
牛
と
し
て
も
「
使
い

み
ち
」
が
な
く
な
り
、
生
産
性
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い

る
か
ら
だ
。「
わ
た
し
」
は
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
牛
た
ち

の
生
を
見
つ
め
る
。

　

仙
道
さ
ん
が
以
前
、
自
分
の
本
だ
か
取
材
記
事

の
な
か
で
言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
し
ま
す
。

こ
こ
に
い
る
出
荷
で
き
な
い
牛
た
ち
は
ペ
ッ
ト
で

は
な
い
し
動
物
園
の
動
物
で
も
な
い
。
じ
ゃ
あ
一

体
な
ん
な
ん
だ
、
と
。―
―
じ
ゃ
あ
一
体
あ
な
た
た

ち
は
。
わ
た
し
も
そ
う
思
っ
て
見
つ
め
る
の
で
す

が
、
彼
ら
は
た
だ
静
か
に
目
を
伏
せ
て
、
足
下
の
わ

ず
か
な
草
を
鼻
先
を
動
か
し
て
探
し
て
い
る
の
で

し
た
。

　
「
わ
た
し
」
は
、
牧
場
の
外
か
ら
は
廃
材
の
よ
う
に
蔑

ま
れ
る
牛
た
ち
を
見
つ
め
な
が
ら
、人
間
も
ま
た「
人
材
」

と
い
う
言
葉
に
典
型
的
な
よ
う
に
、こ
の
社
会
で
は
「
資

源
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
使
い
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
思
う
。

こ
の
と
き
、「
わ
た
し
」
に
は
、
資
本
主
義
が
要
請
す
る

生
産
性
の
原
理
に
抗
い
、
自
分
の
い
の
ち
の
尊
厳
を
守

る
と
い
う
、
牛
た
ち
と
の
共
闘
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
開
か

れ
て
く
る
。

　

こ
こ
に
は
、
被
曝
し
た
牛
た
ち
の
生
を
媒
体
と
し
つ

つ
、
女
性
や
派
遣
社
員
と
い
っ
た
、
こ
の
社
会
で
声
を

奪
わ
れ
た
者
た
ち
の
声
―
―
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
の
カ
ッ
プ
ル
の

た
め
に
税
金
を
使
う
こ
と
に
賛
同
が
得
ら
れ
る
も
の
で

し
ょ
う
か
。
彼
ら
彼
女
ら
は
子
供
を
作
ら
な
い
、
つ
ま

り
「
生
産
性
」
が
な
い
の
で
す
」
と
い
う
二
〇
一
八
年

の
杉
田
水
脈
議
員
の
発
言
を
重
ね
れ
ば
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
―
―

が
重
な
り
合
っ
て
い
く
さ
ま
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
、
ク
ィ
ア
、
反
資
本
主
義
と
い
っ
た
潮
流
が
、

動
物
へ
の
倫
理
と
連
帯
す
る
こ
と
で
、
こ
の
社
会
の
大

き
な
変
革
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感

を
、「
聖
地
Cs
」
は
与
え
て
く
れ
た
。

＊

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
被
災
地
の
動
物
た
ち
の

ま
な
ざ
し
を
想
起
す
る
た
び
に
、
人
間
社
会
の
内
部
の

変
革
で
十
分
な
の
か
と
い
う
問
い
が
私
の
な
か
で
響
い

た
。動
物
た
ち
と
の
共
闘
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
間
違
っ
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〈
動
物
〉
か
ら
問
わ
れ
る〈
人
間
〉

て
い
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
そ
の
先
の
共
生
を
い

か
に
想
像
す
る
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
確
か
に
動

物
た
ち
は
、
人
間
の
巨
大
な
暴
力
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
動
物
た
ち
を
「
暴
力
の
犠
牲
者
」

と
い
う
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
人
間

の
側
の
別
様
の
思
い
上
が
り
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
動
物
の
声
を
聴
く
と
は
ど
の
よ

う
な
営
為
な
の
か
。
そ
れ
は
、
動
物
た
ち
を
単
に
「
犠

牲
者
」
や
「
共
闘
者
」
と
し
て
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
声
を
聴
き
取
り
、
そ
の
多
様
性
の

な
か
に
自
分
を
位
置
づ
け
る
技
術
を
学
ん
で
い
く
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
い
た
っ
た
ひ
と
つ
の
契
機
は
、

哲
学
者
の
鵜
飼
哲
が
東
日
本
大
震
災
の
直
後
に
発
表
し

た
論
稿
だ
っ
た
。
そ
こ
で
鵜
飼
は
、
ア
イ
ヌ
の
詩
人
で

あ
る
宇
梶
静
江
が
書
い
た
「
大
地
よ
／
重
た
か
っ
た
か

／
痛
か
っ
た
か
／
あ
な
た
に
つ
い
て
／
も
っ
と
深
く
気

づ
い
て
、
敬
っ
て
／
そ
の
重
さ
や
痛
さ
を
／
知
る
す
べ

を
／
持
つ
べ
き
で
あ
っ
た
」と
い
う
詩
を
取
り
上
げ
、「
宇

梶
氏
の
詩
は
、
災
害
そ
の
も
の
と
ど
う
向
き
合
う
の
か

と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
で
、
今
の
列
島
社
会
で
自
明
視

さ
れ
て
い
る
あ
る
種
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
枠
を
超
過

し
て
い
ま
す
」と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た（「
符
牒
と
タ
ブ
ー

に
抗
し
て
―
―
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ー
・
過
誤
・
不
可
能
な
正
義
」

『
現
代
思
想
』
二
〇
一
一
年
七
月
臨
時
増
刊
号
）。
そ
こ

に
は
、
大
地
と
い
う
無
生
物
に
つ
い
て
も
、
ほ
か
の
も

の
た
ち
と
の
絡
み
合
い
の
な
か
で
固
有
の
力
を
発
揮
す

る
ア
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
敬
意
を

払
い
な
が
ら
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
ア
イ
ヌ
の
世
界
観

が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
ア
イ
ヌ
の
文
化
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
作

家
の
ひ
と
り
が
、
津
島
佑
子
だ
っ
た
。
太
宰
治
の
次
女

と
し
て
生
ま
れ
、
二
〇
一
六
年
に
六
八
歳
で
亡
く
な
っ

た
津
島
の
文
学
に
は
、
い
ま
様
々
な
角
度
か
ら
の
関
心

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

津
島
の
文
学
に
は
い
く
つ
も
の
転
機
が
あ
る
が
、
と

り
わ
け
一
九
八
五
年
に
幼
い
長
男
を
亡
く
し
た
体
験
は

大
き
い
も
の
だ
っ
た
。「
真
昼
へ
」（『
津
島
佑
子
コ
レ
ク

シ
ョ
ン 

悲
し
み
に
つ
い
て
』
人
文
書
院
、二
〇
一
七
年
、

初
出
『
新
潮
』
一
九
八
八
年
一
月
号
）
で
は
、
長
男
を

喪
失
し
た
悲
し
み
と
、
ア
イ
ヌ
か
ら
学
ん
だ
世
界
観
と

が
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
く
さ
ま
が
描
き
出
さ
れ
て
い

る
。
以
下
は
、
息
子
を
亡
く
し
た
母
親
の
語
り
で
あ
る
。

　

あ
な
た
を
知
る
の
と
同
時
に
、
あ
な
た
の
ま
わ

り
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
現
わ
れ
続
け
た
。
そ
う
そ

う
、
そ
れ
に
た
く
さ
ん
の
動
物
も
、
そ
の
動
物
た

ち
が
住
む
神
社
や
公
園
、
土
手
も
ね
。〔
中
略
〕
あ

な
た
が
関
わ
っ
た
一
連
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
、
息
吹
も
与
え
ら
れ
続
け
て
い
る
ひ
と
つ
の

有
機
体
が
あ
な
た
の
実
体
な
ん
だ
、
と
定
義
し
た

ら
、
お
か
し
い
か
し
ら
。
で
も
、
こ
う
い
う
風
に

定
義
す
れ
ば
、
あ
な
た
は
物
理
的
に
も
生
き
続
け

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
む
ら
か
み　

か
つ
な
お
・
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究

科
准
教
授
）

著
書
に
『
動
物
の
声
、他
者
の
声
―
―
日
本
戦
後
文
学
の
倫
理
』

（
新
曜
社
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
。

　

母
親
の
言
う
「
一
連
の
人
た
ち
」
に
動
物
た
ち
や
自

然
を
加
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
人
間
は
世
界
と
と
も
に

存
在
し
て
お
り
、
そ
の
人
間
が
失
わ
れ
た
と
し
て
も
世

界
の
ほ
う
が
記
憶
し
て
い
る
。
世
界
に
生
き
る
そ
れ
ぞ

れ
の
存
在
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
仕
方
で
、
喪
わ

れ
た
人
間
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
に
、
ア
イ
ヌ
の
世
界
観
と
共
鳴
す
る
、
人
間

と
動
物
と
自
然
が
互
い
に
敬
意
を
払
い
な
が
ら
共
生
し

て
い
く
た
め
の
重
要
な
想
像
力
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
る
。
い
ま
は
、
こ
の
津
島
文
学
の
枠
組
み
か
ら
、

人
間
と
動
物
の
関
係
を
捉
え
直
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

文
学
は
、「
こ
の
私
」
か
ら
出
発
し
、
自
身
に
超
越
を

禁
じ
な
が
ら
、
人
間
と
、
動
物
と
、
世
界
と
を
内
側
か

ら
描
い
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
文
学
に
導
か
れ
な
が
ら
、

文
学
研
究
者
で
あ
る
私
も
ま
た
迷
い
路
の
な
か
を
歩
き

続
け
て
い
る
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
動
物
を
追
う
、

ゆ
え
に
私
は
（
動
物
で
）
あ
る
』（
鵜
飼
哲
訳
、
ち
く
ま

学
芸
文
庫
、
二
〇
二
三
年
）
で
は
な
い
が
、
動
物
の
ま

な
ざ
し
に
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
で
始
ま
っ
た
そ
の
迷
い
路

に
、
い
ま
だ
終
わ
り
は
見
え
な
い
。
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人
間
と
動
物
を
分
か
つ

壁
の
向
こ
う
側
　

河
﨑
　
秋
子

KAWASAKI
Akiko

　

五
年
前
ま
で
、
私
は
北
海
道
東
部
に
あ
る
実
家
で
、

牧
場
作
業
員
を
し
な
が
ら
羊
飼
い
を
し
て
い
た
。

　

日
本
で
は
耳
慣
れ
な
い
職
業
の
せ
い
か
、
な
ぜ
羊
飼

い
に
な
っ
た
の
か
、
と
人
か
ら
よ
く
聞
か
れ
る
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
な
ど
で
は
『
学
生
の
時
に
食
べ
た
羊
の
肉
が

美
味
し
か
っ
た
か
ら
』
な
ど
と
答
え
て
い
た
が
（
い
や

そ
れ
も
間
違
い
な
く
動
機
の
ひ
と
つ
な
の
だ
が
）、
実
の

と
こ
ろ
は
そ
れ
だ
け
で
も
な
い
。

　

私
は
牛
飼
い
の
も
と
で
育
ち
、
牛
の
分
娩
に
は
よ
く

立
ち
会
っ
た
も
の
の
、
牛
が
死
ん
で
肉
に
な
る
過
程
は

あ
ま
り
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
酪
農
で
は
生
ま

れ
た
子
牛
が
オ
ス
だ
っ
た
場
合
、
生
後
一
週
間
ぐ
ら
い

で
家
畜
商
に
引
き
取
ら
れ
て
い
き
、
や
が
て
専
門
の
牧

場
で
育
て
ら
れ
た
後
、
食
肉
に
な
る
。
残
っ
た
メ
ス
の

子
牛
は
性
成
熟
を
迎
え
れ
ば
人
工
授
精
で
子
牛
を
生
み
、

牛
乳
を
出
す
。
私
の
実
家
の
場
合
は
五
～
六
産
も
す
れ

ば
そ
の
メ
ス
牛
も
例
外
な
く
食
肉
と
な
る
運
命
だ
。
た

だ
し
、
ほ
と
ん
ど
の
酪
農
家
は
家
畜
商
に
引
き
渡
す
か

家
畜
市
場
に
出
荷
す
る
の
み
で
、
自
分
が
育
て
た
牛
が

肉
に
な
る
過
程
を
見
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
子
ど
も
の
頃
の
私
は
、
酪
農
が
命
を
扱

う
仕
事
だ
と
感
じ
て
は
い
た
が
、
目
の
前
の
乳
牛
＝
肉

に
な
る
と
い
う
認
識
は
い
さ
さ
か
薄
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
成
人
し
て
人
生
に
お
い
て
自
分
の

や
る
べ
き
こ
と
を
考
え
た
時
、『
自
分
が
食
べ
る
も
の
の

命
か
ら
目
を
逸
ら
し
た
く
な
い
』
と
思
っ
た
の
だ
。

　

ま
ず
狩
猟
を
学
び
た
い
と
考
え
た
が
、
二
十
数
年
前
、

今
よ
り
も
エ
ゾ
シ
カ
の
食
害
や
熊
に
よ
る
事
故
が
少
な

か
っ
た
当
時
、
年
若
い
女
が
猟
銃
を
手
に
す
る
ハ
ー
ド

ル
は
ま
だ
高
く
、
そ
れ
で
生
計
を
立
て
る
こ
と
は
現
実

的
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
偶
然
知
っ
た
羊
飼
い
と

い
う
仕
事
に
興
味
を
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
。

　

羊
飼
い
は
生
ま
れ
た
子
羊
を
、
繁
殖
に
用
い
る
メ
ス
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〈
動
物
〉
か
ら
問
わ
れ
る〈
人
間
〉

を
除
き
、
全
て
成
獣
と
な
る
前
に
ラ
ム
肉
と
し
て
出
荷

す
る
こ
と
が
多
い
。
乳
牛
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
生
ま

れ
さ
せ
て
か
ら
肉
に
す
る
ま
で
、
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
を

管
理
す
る
。
こ
れ
に
私
は
自
分
が
向
か
い
合
う
べ
き
も

の
の
正
解
を
見
た
と
直
感
し
た
の
だ
。
そ
れ
が
思
い
込

み
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
。私
は
大
学
卒
業
後
に
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド（
Ｎ
Ｚ
）に
渡
り
、
縁
を
得
て
知
り
合
っ
た

羊
飼
い
の
牧
場
に
住
み
込
み
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
国
や
地
域
、
世
代
、
生
ま
れ
育
っ
た
環
境
に

よ
っ
て
、
個
々
人
の
動
物
に
対
す
る
価
値
観
は
異
な
る
。

当
た
り
前
の
こ
と
だ
。

　

し
か
し
実
際
に
海
を
越
え
て
よ
そ
の
文
化
圏
に
単
身

で
乗
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
技
術
の
違
い
と
同
時
に
、
飼

育
し
て
い
る
人
、
ま
た
そ
れ
以
外
の
一
般
の
人
も
含
め
、

動
物
へ
の
考
え
方
が
か
な
り
の
部
分
で
違
う
こ
と
に
驚

か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
家
の
牧
場
で
は
毎
日
が

忙
し
く
、
私
を
含
む
四
人
の
子
ど
も
た
ち
は
小
学
生
に

も
な
る
と
毎
日
牛
の
世
話
を
手
伝
う
の
が
日
常
だ
っ
た
。

ゆ
え
に
、
家
畜
と
接
す
る
こ
と
、
分
娩
や
出
荷
、
予
定

外
の
病
死
な
ど
生
と
死
の
現
場
に
立
ち
会
う
こ
と
に
自

分
は
慣
れ
て
い
る
つ
も
り
で
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
驚

き
は
大
き
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

実
家
の
牧
場
で
は
子
牛
が
生
ま
れ
た
ら
速
や
か
に
隔

離
し
て
人
工
哺
乳
に
よ
り
育
て
た
。
母
牛
を
泌
乳
に
専

念
さ
せ
て
、
よ
り
効
率
的
に
牛
乳
を
得
る
た
め
だ
。

　

し
か
し
Ｎ
Ｚ
の
羊
飼
い
は
、
可
能
な
限
り
母
羊
に
子

羊
の
哺
乳
と
世
話
を
さ
せ
、
離
乳
の
時
が
来
る
ま
で
母

子
共
に
過
ご
さ
せ
る
。
人
間
が
手
間
と
時
間
と
コ
ス
ト

を
か
け
て
子
羊
を
育
て
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
た
め
、

い
か
に
母
子
の
間
に
強
固
な
絆
を
作
っ
て
や
る
か
、
が

羊
飼
い
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
と
な
る
。

　

母
羊
が
難
産
の
あ
ま
り
子
を
生
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
そ

う
に
な
れ
ば
、
出
た
ば
か
り
の
胎
盤
に
子
羊
の
全
身
を

す
り
つ
け
て
『
こ
れ
は
お
前
が
産
ん
だ
ん
だ
よ
』
と
匂

い
を
確
認
さ
せ
る
。
そ
れ
で
も
子
だ
と
認
識
し
な
い
場

合
は
、
狭
い
柵
な
ど
で
母
子
を
囲
い
、
そ
の
外
側
に
牧

羊
犬
を
繋
い
で
お
く
。
母
羊
は
犬
を
警
戒
し
、
そ
の
隙

に
子
羊
は
必
死
で
乳
首
に
食
ら
い
つ
い
て
乳
に
あ
り
つ

く
と
い
う
塩
梅
だ
。
母
羊
に
犬
へ
の
敵
対
心
を
向
け
さ

せ
る
こ
と
で
、
子
羊
へ
の
庇
護
欲
や
母
性
を
引
き
出
す

効
果
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
中
に
は
、
母
羊
に
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ

て
も
ら
え
な
い
子
羊
や
、
死
産
な
ど
で
子
を
失
っ
た
母

親
が
出
て
く
る
。
こ
う
し
た
組
み
合
わ
せ
を
な
ん
と
か

義
理
の
親
子
と
し
て
結
び
つ
け
る
方
法
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
死
ん
だ
子
羊
の
活
用
が
あ
っ
た
。

　

死
ん
で
し
ま
っ
た
子
羊
の
体
が
ま
だ
分
娩
直
後
で
羊

水
で
濡
れ
て
い
れ
ば
、
義
子
と
な
る
子
羊
の
全
身
を
す

り
つ
け
て
匂
い
を
移
し
、
母
羊
に
元
の
我
が
子
と
誤
認

さ
せ
る
。
そ
れ
が
難
し
い
状
態
で
あ
れ
ば
、
死
ん
だ
子

羊
の
皮
を
剥
ぐ
。
四
肢
の
先
・
首
回
り
に
う
ま
く
ナ
イ

フ
を
入
れ
れ
ば
、
子
羊
の
皮
は
ま
る
で
小
型
犬
用
の
洋

服
の
よ
う
に
筒
状
に
な
る
。
そ
れ
を
、義
子
に
セ
ー
タ
ー

の
よ
う
に
着
せ
て
、
母
羊
に
実
の
子
だ
と
認
識
さ
せ
る

の
だ
。

　

我
が
子
の
皮
を
着
た
義
子
を
母
羊
が
受
け
入
れ
、
授

乳
を
し
て
く
れ
れ
ば
大
成
功
。
ち
ゃ
ん
と
母
子
関
係
が

築
か
れ
れ
ば
、
数
日
後
、
乾
い
た
皮
を
切
っ
て
外
し
て

も
問
題
な
く
母
子
の
愛
情
は
継
続
す
る
。
要
は
、
死

体
の
有
効
活
用
だ
。
そ
し
て
私
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か

シ
ョ
ッ
ク
な
や
り
方
だ
っ
た
。
日
本
で
は
聞
い
た
こ
と

が
な
か
っ
た
う
え
、
死
ん
だ
子
羊
の
皮
を
利
用
す
る
技

術
に
非
常
に
驚
い
た
。

　

私
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
文
化
に
も
あ
ま
り
詳
し
く
は
な

か
っ
た
が
、『
羊
の
皮
を
被
っ
た
狼
』
と
い
う
表
現
は
、

な
る
ほ
ど
『
羊
の
皮
を
剥
ぐ
』『
羊
の
皮
を
何
か(

＝
羊
も

し
く
は
羊
に
類
す
る
穏
や
か
な
も
の)

に
被
せ
る
』
と

い
う
、
二
つ
の
行
為
が
日
常
的
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
作

り
出
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、と
理
解
し
た
。他
に
も
、

善
良
な
る
羊
の
群
れ(

＝
信
徒)

を
管
理
し
導
く
存
在
と

し
て
の
羊
飼
い(

＝
指
導
者)

の
関
係
性
な
ど
、
古
く
か

ら
あ
る
生
業
と
し
て
の
羊
飼
い
と
宗
教
と
の
関
係
性
は

切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
。
日
本
に
は
な
い
畜
産
の
シ

ス
テ
マ
チ
ッ
ク
さ
、
そ
し
て
羊
飼
い
と
い
う
職
業
と
キ

リ
ス
ト
教
が
同
じ
土
か
ら
生
え
て
い
る
と
学
ん
だ
修
行

期
間
で
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ｎ
Ｚ
で
標
準
的
な
数
百
頭
、
場
合
に
よ
っ

て
は
数
千
頭
の
羊
の
群
れ
を
移
動
さ
せ
る
時
、
牧
羊
犬

の
存
在
は
不
可
欠
だ
っ
た
。
羊
飼
い
の
命
令
に
従
順
で
、
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人
間
と
共
に
働
く
こ
と
に
喜
び
を
見
出
し
つ
つ
、
か
つ

羊
を
傷
つ
け
な
い
牧
羊
犬
を
複
数
管
理
す
る
こ
と
は
、

羊
飼
い
の
大
事
な
技
術
の
ひ
と
つ
だ
。

　

羊
飼
い
は
牧
羊
犬
を
家
畜
と
見
な
す
。
日
々
よ
く
調

子
を
確
認
し
、
怪
我
や
病
気
か
ら
守
り
、
良
い
働
き
を

す
れ
ば
褒
め
る
が
、
け
っ
し
て
甘
や
か
し
た
り
は
し
な

い
。
エ
サ
は
羊
の
骨
付
き
肉
の
欠
片
が
一
日
に
一
つ
か

二
つ
。
も
ち
ろ
ん
犬
は
も
っ
と
食
べ
た
が
る
が
、
太
ら

せ
れ
ば
動
き
が
鈍
く
な
り
、ま
た
、性
格
も
怠
惰
に
な
る
。

腹
側
の
肋
骨
が
二
本
ほ
ど
浮
い
て
見
え
る
状
態
が
ベ
ス

ト
、
と
私
は
教
え
ら
れ
た
。
か
な
り
や
せ
型
だ
。

　

そ
し
て
必
要
が
あ
っ
て
飼
育
す
る
以
上
は
、
し
っ
か

り
と
し
た
躾し

つ
けを

施
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
羊
飼

い
の
指
示
を
忠
実
に
守
り
、
羊
の
群
れ
を
適
切
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
牧
羊
犬
の
仕
事
ぶ
り
は
見
て
い
て
安
定

感
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
躾
ら
れ
た
犬
で
さ

え
、
犬
で
あ
る
限
り
羊
に
噛
み
つ
き
た
い
衝
動
を
有
し

て
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
を
躾
に
よ
っ
て
う
ま
く
抑
え
つ

け
、
人
間
に
と
っ
て
都
合
よ
く
利
用
し
て
い
る
の
が
牧

羊
犬
な
の
だ
（
よ
っ
て
、
年
を
と
っ
て
躾
に
よ
っ
て
抑

え
ら
れ
て
い
た
本
能
が
前
面
に
出
て
く
る
と
、
そ
の
犬

は
引
退
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。

　

そ
の
一
方
で
、
羊
飼
い
は
ペ
ッ
ト
と
し
て
も
犬
を
飼

う
。
私
が
世
話
に
な
っ
て
い
た
牧
場
で
は
、
ペ
ッ
ト
と

し
て
飼
わ
れ
て
い
た
フ
ォ
ッ
ク
ス
テ
リ
ア
が
愛
嬌
た
っ

ぷ
り
に
仕
事
に
同
行
し
、
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
仕
事
の
邪
魔
は
し
な
い
、
羊
を
追
い
か
け
な
い
、

等
の
躾
は
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
最
低
限

の
も
の
で
、
牧
羊
犬
に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
な
厳
し
い
試

練
は
な
い
。
外
の
小
屋
で
生
活
す
る
牧
羊
犬
に
対
し
、

ペ
ッ
ト
犬
は
当
然
の
よ
う
に
人
間
の
家
に
出
入
り
し
、

カ
ウ
チ
ソ
フ
ァ
で
憩
う
主
人
の
膝
の
上
に
乗
り
、
人
間

の
ベ
ッ
ド
に
潜
り
込
ん
で
眠
る
の
だ
。

　

同
じ
犬
と
い
う
動
物
で
あ
っ
て
も
、
し
っ
か
り
線
引

き
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
大
事
に
扱
う
。
だ
か
ら
こ
そ
牧
羊

犬
た
ち
も
ペ
ッ
ト
犬
も
、『
働
く
』『
愛
さ
れ
る
』
と
い

う
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
過
不
足
な
く
果
た
し
て
い
た
。

　

話
題
は
変
わ
る
が
、
動
物
と
人
間
が
関
わ
る
こ
と
が

主
題
に
な
っ
て
い
る
小
説
は
、
そ
こ
に
愛
が
発
生
す
る

こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
ペ
ッ
ト
と

の
出
会
い
と
別
れ
に
つ
い
て
。
あ
る
い
は
、
野
生
動
物

と
人
間
と
の
戦
い
が
軸
の
物
語
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に

描
か
れ
る
の
は
野
生
と
の
相
克
、
そ
し
て
そ
こ
に
存
在

す
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
愛
に
似
た
も
の
だ
。
そ

れ
は
裏
を
返
せ
ば
、
読
者(
＝
動
物
に
関
す
る
物
語
を
求

め
て
本
の
表
紙
を
開
い
た
人)
の
求
め
る
も
の
が
、
動

物
と
人
間
の
間
に
あ
る
愛
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

Ｎ
Ｚ
の
羊
飼
い
の
、
ペ
ッ
ト
犬
へ
の
愛
は
分
か
り
や

す
い
。
し
か
し
、
牧
羊
犬
へ
の
愛
は
と
い
う
と
、
な
ん

と
も
伝
え
づ
ら
い
も
の
が
あ
る
。

　

い
や
、
牧
羊
犬
だ
け
で
な
く
、
畜
産
を
生
業
と
す
る

者
が
、
子
を
産
ま
せ
／
乳
を
搾
り
／
最
終
的
に
は
肉
と

し
て
貨
幣
を
得
る
こ
と
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
家
畜
に
愛

を
注
い
で
い
る
の
か
、一
般
の
人
に
は
な
か
な
か
分
か
っ

て
も
ら
い
づ
ら
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
食
肉
を
消
費
す

る
こ
と
、
生
産
す
る
こ
と
自
体
に
疑
問
を
持
つ
立
場
の

人
か
ら
は
、
畜
産
と
い
う
経
済
行
動
そ
の
も
の
の
『
人

間
性
』
を
疑
う
、
非
難
め
い
た
声
さ
え
聞
こ
え
て
く
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
主
張
の
人
に
こ
そ
、
も
し
耳

を
貸
し
て
頂
け
る
の
で
あ
れ
ば
お
伝
え
し
た
い
。
畜
産

者
は
家
畜
に
対
し
て
、
家
畜
に
対
し
て
な
り
の
愛
情
の

注
ぎ
方
を
し
て
い
る
。
人
間
の
赤
ん
坊
を
寝
か
せ
ら
れ

る
よ
う
な
ベ
ッ
ド
は
用
意
し
な
い
。
愛
称
を
つ
け
て
呼

ぶ
よ
う
な
こ
と
も
ま
ず
し
な
い
。
死
ん
で
も
個
別
の
墓

を
作
る
よ
う
な
こ
と
も
な
い(

馬
頭
観
音
像
や
獣
魂
碑

は
作
っ
て
祈
る)

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
畜
産
者
は
家
畜
の
健
康
を
保
つ
よ

う
常
に
注
意
を
払
う
。
子
を
な
る
べ
く
安
全
に
産
ま
せ
、

ま
た
、
利
の
あ
る
う
ち
は
そ
の
種
を
決
し
て
絶
た
せ
は

し
な
い
。
水
と
餌
を
絶
対
に
確
保
し
、
感
染
症
を
含
む

外
敵
か
ら
守
り
続
け
る
。
そ
れ
が
家
畜
を
大
事
に
す
る

や
り
方
な
の
だ
。

　

単
な
る
金
の
元
だ
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
円
安
や
価

格
の
下
落
で
全
て
の
畜
産
農
家
は
す
ぐ
に
職
替
え
を
考

え
る
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
ん
な
手
間
の
か
か
る
産
業
は
す

ぐ
に
廃
れ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
実
際
は
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。
家
畜
に
愛
着
が
な
け
れ
ば
、
家
畜
感
染
症
で
家
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畜
を
淘
汰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
真
っ
先
に
電
卓

を
弾
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
埋
め
ら
れ
て
い
く

死
体
の
山
を
前
に
し
て
、
経
済
的
損
失
分
の
何
倍
も
の

悲
し
み
を
抱
く
の
だ
。

　

私
が
羊
飼
い
を
し
て
い
た
頃
、
辺
境
で
野
生
動
物
の

息
吹
を
感
じ
続
け
、
日
々
家
畜
を
相
手
に
す
る
仕
事
は
、

常
に
人
間
と
い
う
も
の
の
奇
異
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
我
々
ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い

う
生
き
物
は
、
あ
ま
り
に
他
の
生
物
と
違
う
。
ほ
と
ん

ど
不
可
抗
力
の
勢
い
で
地
球
の
資
源
（
畜
産
を
含
め
）

を
消
費
す
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
気
持
ち
の
面
で
は

野
生
動
物
の
絶
滅
を
惜
し
み
、
個
体
の
死
を
悼
み
、
動

物
と
と
も
に
い
る
こ
と
を
癒
し
と
す
ら
感
じ
る
。
し
か

も
、
ほ
と
ん
ど
の
生
物
か
ら
は
同
質
の
愛
を
返
し
て
も

ら
え
は
し
な
い
の
に
、
だ
。

　

例
え
ば
怪
我
を
し
た
希
少
野
生
動
物
が
人
里
に
姿
を

あ
ら
わ
し
た
と
し
て
。
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
し

て
そ
の
個
体
を
治
療
し
、
餌
を
や
り
、
野
生
に
戻
し
て

も
生
き
て
い
け
る
と
判
断
し
て
山
に
放
つ
と
し
よ
う
。

現
場
の
多
く
の
人
間
は
、
そ
の
動
物
が
人
間
に
感
謝
の

念
を
抱
い
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
け
っ
し

て
治
療
さ
れ
給
餌
さ
れ
た
経
験
を
も
と
に
人
間
に
近

寄
っ
て
く
れ
る
な
、
と
ご
く
現
実
的
な
こ
と
を
祈
り
さ

え
す
る
。

　

し
か
し
、
例
え
ば
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
あ
る
い
は
小

説
や
映
画
な
ど
の
創
作
物
と
し
て
脚
色
を
施
す
と
き
。

制
作
側
は
野
生
動
物
と
人
間
と
の
間
に
愛
と
い
う
軸
を

必
ず
置
き
た
く
な
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
、
信

じ
た
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
の
創
作
と
さ
え
い
え
る
。
本

来
、
生
き
物
は
同
種
間
、
す
な
わ
ち
人
間
同
士
で
愛
し

合
っ
て
い
れ
ば
い
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
だ
。
異
性
間
、

同
性
間
、
性
愛
、
親
愛
、
情
愛
。
幸
い
な
こ
と
に
現
代

で
は
様
々
な
愛
の
形
が(

以
前
よ
り
は)

許
容
さ
れ
や
す

く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
足
り
な
い
の
が
人
間
の
面

白
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
宿
命
で
も
あ
る
。

人
間
間
の
愛
だ
け
で
は
足
り
ず
に
動
物
を
愛
し
た
が

り
、
あ
わ
よ
く
ば
時
に
動
物
の
側
か
ら
も
愛
が
返
さ
れ

て
い
る
と
幻
視
し
た
が
る
行
為
は
、
ひ
ど
く
傲
岸
で
さ

え
あ
る
。

　

人
間
の
本
質
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
割
に
、
こ
こ
十

年
ば
か
り
で
多
様
性
と
い
う
言
葉
は
ず
い
ぶ
ん
広
く
認

知
さ
れ
共
有
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
発
言
、
先
鋭
的
な
思
索

に
お
い
て
も
、
多
様
性
と
い
う
あ
る
種
の
お
守
り
を
持

て
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
で
の
人
の
考
え
の
表
明
の
自

由
、
そ
し
て
価
値
観
の
共
有
の
自
由
は
歩
み
の
力
強
さ

を
増
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
の
多
様
性
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
動
物

に
対
す
る
個
々
の
考
え
方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
動

物
福
祉
、
あ
る
い
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
、
ま
た
あ
る
い
は
ポ
リ

テ
ィ
カ
ル
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
に
反
し
な
い
限
り
、
思
考
は

自
由
だ
。
車
の
前
に
親
子
連
れ
の
熊
が
飛
び
出
し
て
き

て
車
両
を
破
壊
す
る
と
い
う
事
態
ひ
と
つ
に
し
て
も
、

『
危
険
だ
駆
除
す
べ
き
だ
』『
そ
も
そ
も
熊
の
生
息
地
に

人
間
が
あ
と
か
ら
入
り
込
ん
だ
の
だ
』『
親
子
連
れ
の
熊

は
頑
張
っ
て
い
る
』
等
々
。
様
々
な
意
見
が
入
り
乱
れ

る
。
現
地
の
状
況
に
応
じ
た
最
適
解
と
も
い
え
る
解
決

策
は
必
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
、『
そ
れ
は

そ
れ
と
し
て
あ
な
た
は
こ
の
件
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
』

に
つ
い
て
は
、
三
つ
四
つ
の
選
択
肢
で
は
と
て
も
足
り

な
く
な
っ
て
き
た
。

　

野
生
動
物
。害
獣
。ペ
ッ
ト
。家
畜
を
含
む
経
済
動
物
。

そ
し
て
人
間
。
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
わ
い
に
立
つ
隔
壁
は
高

く
も
な
れ
ば
時
に
な
ぎ
倒
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
毛
の

な
い
皮
膚
と
柔
い
爪
し
か
な
い
人
間
は
相
対
的
に
か
な

り
弱
い
が
、
隔
壁
の
向
こ
う
を
慮
れ
る
の
は
人
間
の
み

で
も
あ
る
。
エ
ゴ
と
思
い
込
み
と
仮
想
の
愛
と
の
は
ざ

ま
を
ふ
ら
ふ
ら
迷
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
考
え
る
こ
と

を
や
め
ら
れ
な
い
。
人
間
の
弱
さ
と
傲
岸
さ
は
、
け
れ

ど
ひ
と
つ
の
武
器
で
も
あ
る
。

（
か
わ
さ
き　

あ
き
こ
・
小
説
家
）

『
と
も
ぐ
い
』(

新
潮
社
、
二
〇
二
三
年)

で
第
一
七
〇
回
直
木

賞
受
賞
。
ほ
か
に
『
絞
め
殺
し
の
樹
』（
小
学
館
、二
〇
二
一
年
、

小
学
館
文
庫
、
二
〇
二
四
年
）
な
ど
。
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特
集

一
、
は
じ
め
に

　

現
代
社
会
に
お
い
て
、
犬
や
猫
に
代
表
さ
れ
る
様
々

な
動
物
は
、
人
間
が
単
に
飼
育
す
る
と
い
う
「
ペ
ッ
ト
」

的
存
在
で
は
な
く
な
り
、
大
切
な
家
族
の
一
員
と
な
っ

て
い
る
。
人
生
の
伴
侶
と
な
っ
た
動
物
た
ち
と
の
永
遠

の
別
れ
に
及
び
、
そ
の
別
離
の
辛
さ
か
ら
立
ち
直
れ
な

い
、
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ッ
ト
ロ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
が

社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
あ
る
。

　

近
年
、
家
族
同
然
に
生
活
し
た
ペ
ッ
ト
と
の
別
れ
に

際
す
る
弔
い
や
そ
の
後
の
供
養
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
が
急

速
に
拡
大
し
て
き
た
。
宗
派
を
問
わ
ず
寺
院
に
お
い
て

は
檀
信
徒
の
要
請
な
ど
に
よ
り
供
養
塔
が
建
立
さ
れ
て

い
る
。
加
え
て
民
間
業
者
に
よ
る
ペ
ッ
ト
墓
事
業
も
盛

ん
に
行
わ
れ
、
慈
し
ん
だ
ペ
ッ
ト
と
の
別
れ
に
当
た
り
、

宗
教
的
儀
式
や
供
養
を
行
う
こ
と
が
広
く
社
会
に
浸
透

し
て
き
た
と
い
え
る
。

　

と
は
言
う
も
の
の
、
宗
教
法
人
の
経
営
に
よ
る
ペ
ッ

ト
の
葬
儀
や
供
養
塔
は
、
非
課
税
の
宗
教
活
動
に
な
る

の
か
、
そ
れ
と
も
課
税
対
象
と
な
る
収
益
事
業
に
当
た

る
の
か
が
司
法
の
場
に
問
わ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
平

成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
、
最
高
裁
判
所
で
収
益
事
業

に
当
た
る
場
合
が
あ
る
と
の
司
法
判
断
が
下
っ
た
一
方

で
、
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
は
真
逆
の
判
決

が
下
さ
れ
る
※
１
な
ど
、
ペ
ッ
ト
供
養
の
法
的
な
位
置
づ

け
は
一
定
し
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
仏
教
に
お
け
る
動
物
は
、
六
道
の
一
つ
、

畜
生
道
に
存
在
す
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
畜
生

道
と
は
、
人
の
生
前
の
悪
業
に
よ
り
、
死
後
に
生
ま
れ

変
わ
る
動
物
の
世
界
を
い
う
。
こ
の
動
物
た
ち
の
世
界

で
は
弱
肉
強
食
を
常
と
し
、
お
互
い
に
殺
し
合
い
、
安

住
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
人
に
よ
り
食
用
や
課

役
の
た
め
、
蓄
養
さ
れ
る
生
き
物
で
も
あ
る
か
ら
、「
畜

生
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
こ
れ
ら
苦

し
み
の
多
い
畜
生
道
に
堕
ち
る
の
は
、
先
に
も
述
べ
た

と
お
り
、
我
々
人
間
が
前
世
に
積
ん
だ
悪
業
の
結
果
と

定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
仏
教
各
派
の
宗
門
内

部
に
お
い
て
は
ペ
ッ
ト
供
養
に
つ
い
て
、
そ
の
ニ
ー
ズ

の
高
さ
や
重
要
性
は
承
知
し
な
が
ら
も
、
様
々
に
在
り

方
が
議
論
さ
れ
て
い
る
途
上
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
筆
者
の
所
属
す
る
臨
済
宗
妙
心
寺
派
に
お
い
て

も
、
動
物
供
養
に
つ
い
て
の
特
別
な
決
ま
り
な
ど
は
存

在
せ
ず
、
末
寺
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。

　

一
方
、日
本
に
お
い
て
は
、動
物
供
養
の
歴
史
は
古
い
。

縄
文
時
代
遺
跡
で
は
、
し
ば
し
ば
犬
が
埋
葬
さ
れ
た
形

で
出
土
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
も

古
い
ペ
ッ
ト
の
埋
葬
に
関
す
る
文
献
的
記
録
は
、
奈
良

時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
『
播は

り

磨ま
の

国く
に

風ふ

土ど

記き

』

（
七
一
三
～
七
一
五
年
頃
）に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。『
風

土
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
応
神
天
皇
が
播
磨
に
狩
り

に
出
か
け
た
際
、
マ
ナ
シ
ロ
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
た
猟

犬
が
猪
と
闘
っ
て
死
ん
だ
の
で
、
そ
の
忠
犬
ぶ
り
を
悼

み
、
帝
が
近
く
の
位い

夜や

と
い
う
名
の
丘
陵
に
埋
葬
し
た

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
出
土
資
料
や
文
献
記
録
に
よ
り
、

古
代
よ
り
人
間
と
ペ
ッ
ト
に
当
た
る
犬
が
親
密
な
関
係

に
あ
り
、
そ
の
死
に
際
し
て
は
大
切
に
埋
葬
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

動
物
を
弔
う
禅
僧
た
ち

瀧
瀬
　
尚
純

TAKISE
ShÕjun
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ま
た
、
医
学
の
進
歩
の
た
め
の
動
物
実
験
な
ど
、
人

間
の
都
合
に
よ
っ
て
そ
の
命
を
断
た
れ
た
動
物
た
ち
の

菩
提
を
弔
う
目
的
と
し
て
、
多
く
の
大
学
病
院
や
企
業

に
お
い
て
供
養
祭
や
法
要
が
営
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
動
物
の
た
め
の
慰
霊
行
為
は
、
海
外
に
お
い
て
ほ

と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間
と
そ
の
他
動
物
の

生
命
を
等
価
値
と
し
て
み
る
宗
教
観
、
仏
教
的
に
い
え

ば
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
思
想
が
日
本
独
自
に
深

く
根
付
い
た
供
養
の
形
態
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
筆
者
の
属
す
る
日
本
臨
済
宗
門
に
お
い

て
、
過
去
の
禅
僧
た
ち
（「
祖そ

師し

」
と
い
う
）
が
身
近
な

動
物
た
ち
と
い
か
に
接
し
、
そ
の
死
に
際
し
て
ど
の
よ

う
な
弔
い
や
供
養
を
行
っ
た
か
を
概
観
し
な
が
ら
、
動

物
供
養
の
意
義
を
考
え
た
い
。

二
、
中
国
禅
僧
と
動
物

　

日
本
の
他
の
仏
教
諸
宗
派
と
同
じ
く
、
臨
済
禅
も

鎌
倉
時
代
初
期
頃
か
ら
、
明み

ん

庵な
ん

栄よ
う

西さ
い

（
一
一
四
一
～

一
二
一
五
）
を
初
め
と
し
た
祖
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ

の
教
え
が
伝
え
ら
れ
、
時
を
経
て
日
本
化
し
た
。

　

そ
し
て
、
動
物
供
養
に
関
し
て
言
え
ば
、
中
国
社
会

に
お
い
て
も
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

中
国
の
西
の
果
て
、
オ
ア
シ
ス
都
市
・
敦と

ん

煌こ
う

に
あ
る
石

窟
寺
院
や
そ
れ
を
彩
る
壁
画
で
名
高
い
莫ば

っ

高こ
う

窟く
つ

に
お
い

て
発
見
さ
れ
た
文
書
の
中
に
動
物
供
養
に
関
す
る
テ
キ

ス
ト
の
存
在
を
、
石
井
公
成
氏
が
紹
介
し
て
い
る
※
２ 

。

石
井
氏
に
よ
る
と
、
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ス
タ

イ
ン
文
書
の
Ｓ
四
〇
八
一
及
び
Ｓ
五
六
三
七
の
願
文
集

に
は
、
犬
や
馬
が
そ
の
生
前
に
よ
く
主
人
に
仕
え
た
こ

と
か
ら
、
そ
の
行
い
に
対
し
感
謝
を
込
め
て
、
来
世
は

よ
り
良
い
世
界
へ
転
生
す
る
こ
と
を
祈
念
す
る
内
容
が

書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、

正
確
な
成
立
年
代
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の

存
在
に
よ
り
、
動
物
の
弔
い
が
、
中
華
に
お
い
て
古
く

か
ら
広
く
行
わ
れ
て
い
た
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

そ
し
て
、
中
国
禅
僧
と
動
物
の
関
係
が
深
い
こ
と
は
、

禅
僧
た
ち
の
言
行
や
問
答
を
載
せ
た
語
録
に
数
多
く
の

動
物
た
ち
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。
例
え
ば
『
無む

門も
ん

関か
ん

』（
一
二
二
八
年
成
立
）
と

い
う
禅
の
語
録
で
は
、
犬
や
猫
が
禅
問
答
（
公こ

う

案あ
ん

）
の

主
役
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
物

た
ち
は
、
当
然
、
禅
僧
の
目
に
つ
く
形
で
禅
林
内
部
に

出
入
り
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
中
国
禅
僧
の
中

に
は
、
動
物
を
飼
育
し
て
い
た
者
も
い
た
。『
景け

い

徳と
く

伝で
ん

燈と
う

録ろ
く

』（
一
〇
〇
四
年
成
立
）
巻
八
「
南な

ん

嶽が
く

西さ
い

園え
ん

蘭ら
ん

若に
ゃ

曇ど
ん

蔵ぞ
う

禅ぜ
ん

師じ

」
条
に
は
、
不
思
議
な
力
を
持
つ
犬
が
、
飼
い
主

で
あ
る
蘭
若
曇
蔵
に
大
蛇
や
盗
賊
の
災
難
を
未
然
に
知

ら
せ
た
と
い
う
霊
験
譚
が
載
せ
ら
れ
る
。

　

更
に
、
祖
師
が
動
物
を
弔
っ
た
例
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。『
無
門
関
』
第
二
則
「
百

ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
う

野や

狐こ

」
で
は
、
百

ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
う

懐え

海か
い

（
七
四
九
～
八
一
四
）
の
説
法
を
聞
き
開
悟
し

た
老
父
が
、
野
生
の
狐
に
変へ

ん

化げ

し
た
自
分
の
身
を
亡
く

な
っ
た
僧
侶
と
同
様
に
葬
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
た
と
こ

ろ
、
百
丈
は
そ
の
願
い
を
聞
き
火
葬
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
中
国
の
禅
僧
た
ち
も
動
物
を
飼
育
し
た
り
、
そ

の
死
を
弔
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
、
一
般
的
な
動
物
を
愛
玩
す
る
、
或
い
は
ペ
ッ
ト

の
死
を
弔
い
慰
霊
す
る
内
容
と
い
う
よ
り
は
、
神
異
・

霊
験
譚
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。

三
、
日
本
臨
済
禅
僧
と
動
物

　

日
本
の
臨
済
禅
僧
た
ち
は
身
近
に
い
た
動
物
た
ち

を
可
愛
が
っ
た
※
３

。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
中
期
に
「
日

本
臨
済
禅
中
興
の
祖
」
と
称
え
ら
れ
た
白は

く

隠い
ん

慧え

鶴か
く

（
一
六
八
五
～
一
七
六
九
）
は
、住
職
を
し
た
松し

ょ
う蔭い
ん寺じ

（
静

岡
県
沼
津
市
）
で
三
毛
猫
を
飼
っ
て
い
た
。
白
隠
の
語

録
『
荊け

い

叢そ
う

毒ど
く

蘂ず
い

』（
一
七
五
九
年
頃
）
巻
一
で
は
、
こ
の

三
毛
猫
に
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
野
良
猫
が
松
蔭
寺
に
出

入
り
し
て
い
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

加
え
て
、
白
隠
に
は
、
自
身
が
「
猫
の
巻
物
」
と
箱

書
き
し
た
墨
蹟
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
墨
蹟
は
巻
子

の
形
態
を
取
り
、
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
、
白
隠
が

四
十
歳
の
と
き
に
植う

え

松ま
つ

者こ
れ

彌み
つ

に
宛
て
て
書
き
与
え
た
一

幅
で
あ
る
が
、
諸
書
の
人
生
訓
を
書
き
込
ん
だ
そ
の
巻

尾
に
は
、
六
個
の
猫
の
足
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
白
隠

が
本
作
を
揮
毫
し
た
後
に
、
猫
が
そ
の
墨
蹟
を
横
切
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
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特
集

　

そ
し
て
祖
師
た
ち
は
、
自
ら
が
大
切
に
し
た
動
物

た
ち
の
死
を
大
い
に
悲
し
み
、
人
間
同
様
、
丁
重
に

葬
儀
に
比
す
る
仏
事
を
行
い
弔
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

と
ん
ち
で
有
名
な
か
の
一い

っ

休き
ゅ
う

宗そ
う

純じ
ゅ
ん（

一
三
九
四
～

一
四
八
一
）
は
、
六
十
歳
当
時
、
愛あ

い

玩が
ん

し
て
い
た
雀
が

死
ん
だ
際
に
は
「
尊そ

ん

林り
ん

」
と
道
号
を
与
え
哀
悼
の
偈げ

頌じ
ゅ

を
詠
ん
で
い
る
。
現
存
す
る
こ
の
道
号
頌
の
墨
蹟
に
は

そ
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

私
は
一
匹
の
雀
を
特
別
可
愛
が
り
飼
っ
て
い
た
。

あ
る
日
、
忽
然
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
愛
雀
を
失
っ

た
悲
し
み
は
人
と
の
別
れ
に
倍
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
死
に
当
た
っ
て
は
人
と
同
じ
よ
う
に
葬
儀
を

執
り
行
い
、
か
つ
「
尊
林
」
と
道
号
を
与
え
、
こ

こ
に
書
し
て
証
と
な
す
。（
抄
訳
）

　

あ
え
て
墨
蹟
と
し
て
遺
し
た
と
こ
ろ
に
一
休
の
愛
雀

に
対
す
る
強
い
哀
悼
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
休
は
尊
林
の
死
後
に
も
、
新
た
な
雀
を
飼
い
、
そ
の

死
に
際
し
て
は
「
葉よ

う

室し
つ

」
と
道
号
を
与
え
て
、
同
じ
よ

う
に
懇
ろ
に
葬
儀
を
行
っ
た
。

　

妙
心
寺
四
派
の
祖
の
一
人
・
東と

う

陽よ
う

英え
い

朝ち
ょ
う（

一
四
二
八

～
一
五
〇
四
）
は
、
一
休
と
同
様
、
愛
育
し
た
犬
※
４

と

の
別
れ
に
際
し
て
は
、
法ほ

う

諱き

を
与
え
、
亡
僧
の
如
く
に

葬
送
し
弔
い
の
偈
頌
を
手
向
け
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　

十
年
の
あ
い
だ
、
私
に
馴
れ
親
し
ん
で
く
れ
た
。

わ
が
愛
犬
梨
花
の
生
涯
も
、
思
え
ば
、
花
曇
り
の

春
の
夜
の
夢
の
ご
と
き
も
の
だ
っ
た
。
梨
花
よ
、

今
や
あ
ら
ゆ
る
羅く

籠び
き

か
ら
解
き
放
た
れ
た
。
さ
あ
、

煩
悩
の
炎
の
消
え
た
と
こ
ろ
へ
い
く
が
い
い
。（
芳

澤
勝
弘
編
著
『
少
林
無
孔
笛 

訳
注
三
』
四
六
七
頁
、

思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
〇
年
、
抄
出
）

  

ま
た
、
禅
僧
に
よ
る
動
物
供
養
は
、
自
ら
が
飼
育
し

た
ペ
ッ
ト
な
ど
に
限
ら
ず
、
檀
信
徒
な
ど
の
求
め
に
応

じ
て
も
同
様
に
行
わ
れ
て
い
た
。
東
陽
と
同
じ
く
妙
心

寺
に
属
す
る
愚ぐ

堂ど
う

東と
う

寔し
ょ
く（

一
五
七
七
～
一
六
六
一
）
は
、

慶
安
元
（
一
六
四
八
）
年
、
七
十
二
歳
の
大
仙
寺
（
岐

阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
）
に
在
住
時
代
、
祟
り
を
取
り

除
く
と
い
っ
た
、
単
な
る
慰
霊
と
は
違
っ
た
事
情
で
は

あ
る
も
の
の
、
人
間
の
場
合
と
同
様
、
馬
の
死
を
弔
う

た
め
に
偈
頌
を
唱
え
て
い
る
。
愚
堂
の
語
録
に
は
飼
馬

が
盗
賊
と
勘
違
い
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
の
を
契
機
に
、
祟

り
が
村
を
襲
い
、
そ
の
呪
い
を
除
く
こ
と
を
依
頼
さ
れ

た
経
緯
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

加
え
て
、『
愚
堂
語
録
』（
一
七
九
七
年
）
に
は
村
人

が
井
戸
を
掘
っ
た
際
、
誤
っ
て
掘
り
起
こ
さ
れ
て
凍
死

し
た
無
数
の
小
蛇
を
弔
う
偈
頌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
偈
頌
に
つ
い
て
は
愚
堂
自
筆
の
墨
蹟
※
５

も
遺

さ
れ
て
お
り
、
慰
霊
や
除
霊
の
効
果
が
保
持
さ
れ
る
こ

と
が
願
わ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

〈上〉白隠の墨蹟「猫の巻物」(静岡県沼津市・徳源寺所蔵、
　　  花園大学国際禅学研究所撮影)(部分)

〈左〉猫の足跡 (上の巻物の部分)
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〈
動
物
〉
か
ら
問
わ
れ
る〈
人
間
〉

愚
堂
の
行
っ
た
動
物
供
養
は
、
追
悼
・
慰
霊
と
い
う
位

置
づ
け
を
超
え
、除
霊
な
ど
を
通
し
た
大
衆
教
化
を
担
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
小
結

　　

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
多
く
の
臨
済

僧
た
ち
が
動
物
を
可
愛
が
り
、
そ
の
別
れ
に
臨
ん
で
、

人
間
に
対
す
る
葬
儀
と
同
様
、
偈
頌
を
手
向
け
る
な
ど

し
て
仏
事
を
行
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
愚
堂
東
寔
の
よ

う
に
檀
信
徒
な
ど
の
要
請
か
ら
、
自
ら
が
飼
育
し
た
動

物
以
外
の
供
養
に
も
携
わ
っ
た
者
も
い
た
。彼
ら
の
行
っ

た
追
悼
は
、
単
な
る
動
物
た
ち
の
た
め
の
慰
霊
や
鎮
魂

に
留
ま
ら
ず
、
除
霊
を
通
し
た
大
衆
教
化
の
一
面
を
有

し
て
い
る
。

　

注
３
・
安
藤
氏
論
文
で
も
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
祖
師
た
ち
の
ペ
ッ
ト
や
動
物
供
養
へ

の
真
摯
な
態
度
か
ら
は
、
仏
教
の
輪
廻
観
を
大
前
提
と

し
な
が
ら
も
、
弔
う
対
象
と
し
て
の
動
物
を
単
純
に
仏

教
的
価
値
観
に
当
て
は
め
て
、
前
世
の
悪
業
に
よ
り
畜

生
道
に
堕
ち
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
様
子
は

窺
え
な
い
。
日
本
に
お
い
て
は
、
古
来
動
物
の
埋
葬
や

葬
送
が
行
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
っ
た
。
日
本
臨
済
禅

僧
た
ち
が
行
っ
て
き
た
動
物
供
養
は
、
そ
れ
ら
を
素
地

と
し
て
、
仏
教
の
最
も
基
本
的
な
教
義
の
一
つ
、
即
ち

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
思
想
が
浸
透
す
る
な
か
で
執
り

行
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。

　

現
在
、
我
々
臨
済
宗
門
で
ペ
ッ
ト
供
養
を
行
う
際
に

は
、
天て

ん

倫り
ん

楓ふ
う

隠い
ん

撰
『
諸し

ょ

回え

向こ
う

清し
ん

規ぎ

式し
き

』（
一
六
五
七
年
）

「
畜
生
通
回
向
」
な
ど
を
唱
え
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
回

向
文
を
見
る
と
、

六
道
の
幽
迷
を
出
で
て
清
浄
の
覚
路
に
至
ら
ん
こ

と
を
。（「
畜
生
通
回
向
」）

   と
あ
る
。
畜
生
道
に
い
る
存
在
は
、
そ
こ
か
ら
一
挙
に

輪
廻
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
る
が
、
現
在

の
臨
済
宗
門
で
使
用
す
る
回
向
文
で
は
、
人
間
と
同
じ

く
、
畜
生
道
か
ら
の
直
接
的
な
解
脱
を
言
う
こ
と
も
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
先
に
見
た
東
陽

英
朝
の
偈
頌
か
ら
も
読
み
取
れ
る
こ
と
か
ら
、
祖
師
た

ち
は
、
動
物
を
単
な
る
畜
生
と
見
る
の
で
は
な
く
、
仏

性
を
備
え
た
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
、
す
な
わ
ち
「
衆
生
」

と
し
て
理
解
し
続
け
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

一
方
、
ペ
ッ
ト
を
家
族
同
然
に
大
切
に
す
る
現
代
に

お
い
て
も
、
動
物
と
人
間
を
全
く
の
等
価
値
と
し
て
見

る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
我
々
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。

令
和
六
年
一
月
二
日
、
羽
田
空
港
で
飛
行
機
事
故
が
発

生
し
た
際
、
旅
客
機
の
乗
員
乗
客
は
幸
い
全
員
無
事
で

あ
っ
た
も
の
の
、
機
内
に
預
け
ら
れ
た
ペ
ッ
ト
が
、
助

け
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
た
こ
と

を
き
っ
か
け
に
、
議
論
が
沸
き
起
こ
っ
た
ケ
ー
ス
を
見

て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

臨
済
宗
の
僧
侶
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
現
代
的
価

１   

石
村
耕
治
「
ペ
ッ
ト
葬
祭
を
め
ぐ
る
宗
教
法
人
課
税
事
例
の
分
析
／
宗

教
法
人
の
ペ
ッ
ト
葬
祭
施
設
や
ペ
ッ
ト
墓
地
は
非
課
税
か
、
ペ
ッ
ト
葬

祭
は
宗
教
活
動
か
」（『
白
鴎
法
学
』第
二
十
一
巻
第
二
号
、 

二
〇
一
五
年
）

２   

石
井
公
成
「
１
７
・
ペ
ッ
ト
供
養
は
唐
代
か
ら
あ
っ
た
」「
仏
教
の
ヨ
コ

道
ウ
ラ
話
」（
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
・「
ト
イ
人
」 

2
0
2
2
年
10
月
14
日
／

2
0
2
4
年
8
月
20
日
現
在
閲
覧
可
能
。）

３  

曹
洞
宗
僧
に
よ
る
動
物
供
養
の
歴
史
は
古
く
、
瑩
山
紹
瑾
『
瑩
山
清
規
』

に
は
、
歳
末
に
遍
く
動
物
の
供
養
を
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
。
詳
細
は
、
澤
城
邦
生
「『
瑩
山
清
規
』「
歳
末
看
経
牓
」 ・ 「
除
夜

施
餓
鬼
疏
」
に
関
す
る
一
考
察
―
―
出
典
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
」（『
宗

学
研
究
紀
要
』
三
十
六 

、
二
〇
二
三
年
）
を
参
照
。

４  

安
藤
嘉
則
「
日
本
禅
宗
に
お
け
る
衆
生
の
成
仏
と
供
養
の
問
題
」（『
日

本
仏
教
学
会
年
報 

』
八
十
六
、二
〇
二
一
年
）
で
は
、
東
陽
以
外
の
禅

僧
に
よ
る
動
物
供
養
の
実
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
論
文
で

は
動
物
供
養
に
つ
い
て
、
詳
細
な
考
証
と
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

参
照
さ
れ
た
い
。

５  

禅
文
化
研
究
所
編
集
部
『
大
圓
寶
鑑
國
師
墨
跡
集
』（
八
八
～
八
九
頁
、

二
一
五
頁
、
愚
堂
禅
師
三
五
〇
年
遠
諱
事
務
局
、
二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

値
観
に
単
純
に
は
当
て
は
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
古
く

か
ら
人
間
と
動
物
を
同
じ
衆
生
と
し
て
扱
う
よ
う
に
丁

重
に
そ
の
死
を
悼
ん
で
い
る
。
人
間
と
同
等
に
動
物
の

生
命
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

そ
の
死
に
接
し
、
丁
重
な
弔
い
や
供
養
を
行
っ
た
禅
僧

た
ち
の
姿
勢
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

（
た
き
せ　

し
ょ
う
じ
ゅ
ん
・
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
客

員
研
究
員
）

著
書
に
、
中
尾
良
信
・
瀧
瀬
尚
純
共
著
『
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の

言
葉　

栄
西
』（
創
元
社
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
。
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特
集

イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て

戦
争
に
動
員
さ
れ
る

人
間
／
動
物
の
境
界
保
井
　
啓
志

YASUI
Hiroshi

　

二
〇
二
三
年
一
〇
月
七
日
の
ハ
マ
ー
ス
に
よ
る
越
境

攻
撃
以
降
、
ガ
ザ
地
区
に
関
す
る
動
向
は
世
界
中
の
注

目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
ガ
ザ
地
区
に
関
す

る
動
向
で
は
、「
人
間
と
は
何
か
」
が
し
ば
し
ば
焦
点
と

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ラ
ン
ト
国

防
相
は
ハ
マ
ー
ス
に
よ
る
越
境
攻
撃
の
わ
ず
か
二
日
後

に
ガ
ザ
地
区
に
対
す
る
封
鎖
を
宣
言
し
た
が
、
そ
の
際

「
我
々
は
人
間
動
物
（
ハ
ヨ
ッ
ト
・
ア
ダ
ム
）
と
戦
っ
て

い
る
の
だ
」
と
、
あ
た
か
も
ガ
ザ
地
区
の
人
々
が
人
間

以
下
の
動
物
で
あ
る
よ
う
な
発
言
を
し
た
※
１ 

。
ま
た
ア

ラ
ブ
文
学
研
究
者
で
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
に
つ
い
て
積
極

的
に
発
言
を
し
て
き
た
岡
真
理
は
、
ガ
ザ
で
の
虐
殺
を

「
人
間
の
恥
と
し
て
の
」
と
表
現
し
て
い
る
※
２ 

。
こ
の
よ

う
に
今
回
の
事
態
に
つ
い
て
は
、「
人
間
と
は
誰
を
指
す

の
か
」が
一
つ
の
争
点
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
イ
ス
ラ
エ
ル
で
顕
在
化
し
て

い
る
よ
う
な
、
人
間
／
動
物
の
境
界
と
戦
争
の
関
係
性

は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
以
下
に
大
き
く

二
つ
の
点
に
整
理
し
な
が
ら
、
今
日
イ
ス
ラ
エ
ル
で
現

れ
る
両
者
の
複
雑
な
関
係
性
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
た

い
。
前
半
で
は
、
伝
統
的
に
人
間
／
動
物
の
境
界
が
近

代
国
家
や
戦
争
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て

き
た
の
か
を
概
観
し
、
後
半
で
は
、
こ
の
伝
統
的
な
枠

組
み
で
は
捉
え
き
れ
な
い
近
年
の
新
た
な
展
開
に
つ
い

て
論
じ
て
い
く
。

人
間
／
動
物
の
境
界
と
近
代
国
家
・
戦
争

　

現
在
我
々
の
暮
ら
す
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、「
自
律
的
主

体
」
を
中
心
と
し
た
近
代
国
家
の
枠
組
み
に
大
き
く
依

拠
し
て
い
る
。啓
蒙
主
義
の
影
響
を
強
く
受
け
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
成
立
し
た
こ
の
近
代
の
社
会
シ
ス
テ
ム
で
は
、
自

律
し
、
自
ら
の
意
志
を
持
っ
た
個
人
す
な
わ
ち
「
主
体
」

の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
、
同
時
に
こ
の
自
律
的
主
体
は

国
家
や
社
会
、
法
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
制
度
の
基
本
単

位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
社

会
制
度
の
下
で
は
、と
り
わ
け
そ
れ
以
前
の
中
世
の
「
宗

教
的
蒙
昧
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
理
性
に
よ
っ
て
自
ら
を

律
し
た
「
人
間
」
に
根
源
的
な
価
値
が
置
か
れ
る
。
こ

の
意
味
で
、
近
代
の
あ
ら
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
の
大
元
に
は
、

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
人
間
主
義
）」
と
も
呼
ば
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
一
方
で
、
根
源
的
に
「
人

間
中
心
主
義
」
で
あ
っ
た
。「
誰
が
人
間
か
」
と
い
う
問

い
を
生
み
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
誰
が
人
間
か
」

と
い
う
問
い
の
も
と
、
あ
ら
ゆ
る
尺
度
に
お
い
て
そ
の

適
性
が
判
断
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
」
と
い
う
言
葉
が
表
す
よ
う

に
女
性
は
伝
統
的
に
理
性
的
な
考
え
を
持
た
な
い
と
さ

れ
、
ま
た
一
方
で
同
性
愛
は
精
神
の
病
と
見
な
さ
れ
、

黒
人
な
ど
の
人
種
的
他
者
は
知
能
の
低
い
「
獣
」
と
差

別
的
な
表
現
で
表
象
さ
れ
た
。
近
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

始
ま
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
女
性
性
や
障
害
、
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
人
種
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
序
列
関
係

を
ほ
と
ん
ど
交
差
的
か
つ
網
羅
的
に
含
み
な
が
ら
、
典
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〈
動
物
〉
か
ら
問
わ
れ
る〈
人
間
〉

型
的
で
は
な
い
者
を
「
人
間
で
は
な
い
」
存
在
と
し
て

規
定
し
、排
除
す
る
制
度
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
。特
に
、

そ
の
峻
別
に
際
し
て
は
論
理
的
思
考
、
す
な
わ
ち
理
性

の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、

権
利
の
対
象
で
あ
り
同
時
に
国
家
の
主
役
と
な
る
べ
き

国
民
＝
主
体
で
あ
る
「
人
間
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
理

性
の
外
側
に
あ
る
「
獣
性
」
と
切
り
離
さ
れ
、
反
対
に
、

動
物
＝
獣
で
あ
る
こ
と
は
、「
人
間
」
と
の
共
通
性
を
持

た
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
根
源
的
に
そ
の
外
側
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
理
性
を
基
準
に
し
た
人
間
／
動
物
の
二
元
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
確
立
は
、
同
時
に
文
明
圏
と
非
文
明
圏
を

区
分
す
る
想
像
力
を
生
み
出
し
、
植
民
地
主
義
と
結
び

つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
外
側
に
住
む
人
々
は
進
歩
的
な
近
代
化
を
成
し
遂
げ

て
お
ら
ず
、
よ
り
自
然
や
動
物
に
近
い
野
蛮
人
と
表
象

さ
れ
た
。
こ
の
想
像
力
に
お
い
て
真
っ
先
に
異
質
な
他

者
像
が
投
影
さ
れ
た
の
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る

地
域
に
住
む
人
々
、
ア
ラ
ブ
人
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、

パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
十
分
に
主
権
者
た
り
う
る
人
間
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
か
ら
排
除
す
る
よ
う
な
人
種
差
別
的
な
思
想

の
系
譜
が
存
在
す
る
。

　

一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
複
雑
な
歴

史
を
辿
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
歴
史
的
に
こ
の
近
代
の
主

権
者
と
獣
と
い
う
二
項
対
立
に
お
い
て
劣
位
に
置
か
れ
、

人
間
と
し
て
の
権
利
の
庇
護
に
値
し
な
い
存
在
と
し
て

他
者
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
を
国

民
の
主
役
と
位
置
づ
け
、
ユ
ダ
ヤ
人
自
ら
の
国
家
を
持

と
う
と
す
る
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
立
ち
上
が
り
、
イ

ス
ラ
エ
ル
が
建
国
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
シ

オ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
に
割
り
あ
て
ら
れ
た
否

定
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
自
然
と
反
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

シ
オ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
、
今
度
は
主
権
国
家
を
持
つ
に

ふ
さ
わ
し
い
主
体
／
人
間
と
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
未
開
で
野
蛮
な
獣
／
動
物
と
い
う
構
造
の
な
か
で
、

後
者
が
パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
に

お
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
人
間
以
下
の

動
物
と
揶
揄
す
る
発
言
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
一
九
八
二
年
に
当
時
首
相
で
あ
っ
た
メ
ナ
ヘ
ム
・

ベ
ギ
ン
は
、
ア
ラ
ブ
人
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
も
し

二
足
歩
行
す
る
動
物
が
襲
っ
て
き
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
の
子

供
た
ち
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
発
言
し
て
い
る
※
３

。

冒
頭
で
紹
介
し
た
ガ
ラ
ン
ト
国
防
相
の
発
言
も
、
パ
レ

ス
チ
ナ
人
を
人
間
以
下
の
動
物
と
見
な
す
こ
の
系
譜
の

中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
人
間
と
動
物
と
い
う
二
項
対
立
及
び

こ
の
人
間
性
を
基
準
に
し
た
「
人
な
ら
ざ
る
者
」
の
排
除

は
、
象
徴
的
な
次
元
だ
け
で
な
く
、
制
度
的
な
次
元
で

も
働
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
近
代
国

家
は
そ
の
領
域
内
で
の
人
権
の
尊
重
を
謳
い
、
人
々
を

平
等
に
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
建
前
に
付

随
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
が
、
国
家
の
外
側
に
存
在
す

る
人
々
を
ど
う
扱
う
か
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
難
民
の

問
題
で
あ
る
。
難
民
は
、
主
体
／
人
間
に
限
り
な
く
近
い

存
在
で
あ
る
一
方
で
、
そ
の
範
疇
に
含
ま
れ
な
い
人
間

以
下
の
存
在
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
建
前
上
人
権
を
尊

重
し
、「
宗
教
的
規
範
」
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
を
基
礎

に
置
く
近
代
国
家
あ
る
い
は
民
主
主
義
体
制
の
国
家

に
お
い
て
、
最
も
苛
烈
な
暴
力
が
「
そ
も
そ
も
主
体
／

人
間
と
し
て
認
め
な
い
」
こ
と
を
通
じ
て
行
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
国
籍
を
与
え
ら
れ
な
い
者

た
ち
は
、
国
家
が
振
る
う
暴
力
の
直
接
的
な
対
象
と

な
る
の
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
一
九
六
七
年
以
降
ガ
ザ
地
区
や
ヨ
ル

ダ
ン
川
西
岸
地
区
を
占
領
下
に
置
き
な
が
ら
、
占
領
下

に
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
の
市
民
と

し
て
は
見
な
さ
ず
、
そ
の
政
治
的
権
利
を
認
め
て
こ
な

か
っ
た
。
こ
の
恣
意
的
な
人
間
の
境
界
設
定
に
よ
っ
て
、

本
来
そ
の
範
疇
の
内
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ

れ
ば
侵
害
さ
れ
る
は
ず
が
な
か
っ
た
人
と
し
て
の
権
利

が
、「
人
権
の
尊
重
」
と
い
う
イ
ス
ラ
エ
ル
が
掲
げ
る
建

前
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

継
続
的
に
侵
害
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
、
ユ
ダ

ヤ
人
を
主
役
と
し
た
国
民
国
家
の
中
で
、
正
常
な
理
性

を
持
た
な
い
人
間
以
下
の
存
在
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま

た
一
方
で
、
制
度
的
に
主
権
＝
人
権
の
保
護
さ
れ
る
範

疇
の
外
側
に
置
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
実
際
に
剥
き

出
し
の
国
家
暴
力
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
象
徴
的
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
文
字
通

り
人
間
以
下
の
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
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特
集

「
動
物
の
権
利
先
進
国
」
イ
ス
ラ
エ
ル
と

倫
理
的
優
位
性

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
国
家
が
「
全
て
の
人
の
人
権
を

守
る
」
と
い
う
そ
の
前
提
を
崩
さ
ず
に
戦
争
と
い
う
人
権

侵
害
を
行
う
や
り
方
は
、
ま
さ
に
特
定
の
者
を
人
間
と

認
め
な
い
こ
と
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
家
暴
力
に
継
続
的
に
晒

さ
れ
て
き
た
の
が
パ
レ
ス
チ
ナ
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
、
こ
の
伝
統
的
な
人
間
と

動
物
を
め
ぐ
る
区
分
け
と
は
異
な
る
展
開
が
生
じ
て
い

る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
人
間
だ
け
で
な

く
動
物
に
も
権
利
を
平
等
に
付
与
す
る
と
い
う
考
え
方

の
普
及
、
す
な
わ
ち
動
物
の
権
利
意
識
の
台
頭
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
近
年
、
動
物
の
権
利
運
動
が
盛
り

上
が
り
を
見
せ
て
き
た
。
動
物
の
権
利
運
動
は
動
物
に

慈
悲
深
く
人
道
的
な
扱
い
を
求
め
る
「
上
か
ら
の
」
動

物
愛
護
運
動
と
は
異
な
り
、
人
間
と
動
物
の
関
係
性
を

「
種
差
別
」
と
捉
え
、
人
間
と
動
物
の
間
の
不
均
衡
な
力

関
係
を
見
直
す
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
、
女
性
差

別
や
人
種
差
別
が
許
容
さ
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
動
物

に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
的
な
待
遇
は
許
さ
れ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
食
用
利
用
や
動
物
実
験
と
い
っ
た
人
間
に

よ
る
抑
圧
と
搾
取
か
ら
の
動
物
の
完
全
な
解
放
を
求
め
る
。

こ
の
動
物
の
権
利
運
動
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
注
目

を
集
め
た
の
が
二
〇
一
〇
年
代
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
二

年
に
著
名
な
動
物
の
権
利
活
動
家
の
講
演
動
画
※
４

が
広

ま
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
（
動
物
由
来

の
製
品
を
使
用
し
な
い
生
活
様
式
を
採
用
す
る
人
の
こ

と
）
の
人
口
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
と
さ
れ
、「
ヴ
ィ
ー

ガ
ン
革
命
」と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ヴ
ィ
ー

ガ
ニ
ズ
ム
の
「
主
流
化
」
の
背
景
に
は
、
動
物
の
権
利

運
動
に
携
わ
る
活
動
家
の
草
の
根
の
取
り
組
み
が
あ
っ

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
動
物
の
権
利
に
関
す
る
成
果

は
、
人
間
で
は
な
い
存
在
（
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
こ
の
場
合
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
含
む
）
に
も
人
間
と

同
等
の
扱
い
を
求
め
る
、
よ
り
平
等
主
義
的
な
社
会
制

度
の
構
築
に
向
か
う
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
精

神
が
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
う
わ
べ
だ
け
を
国
家
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
防

軍
に
よ
る
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ン
グ
だ
。
こ
れ
は

ヴ
ィ
ー
ガ
ン
と
い
う
言
葉
と
、「
ご
ま
か
す
、
う
わ
べ
を

取
り
繕
う
」
と
い
う
意
味
の
ホ
ワ
イ
ト
ウ
ォ
ッ
シ
ン
グ

と
い
う
言
葉
を
か
け
合
わ
せ
た
造
語
で
あ
る
。
こ
の
言

葉
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
が
パ
レ
ス
チ
ナ
の
長
引
く
占

領
や
パ
レ
ス
チ
ナ
人
へ
の
人
権
侵
害
と
い
っ
た
負
の
イ

メ
ー
ジ
を
、
動
物
の
権
利
に
関
す
る
先
進
的
な
イ
メ
ー

ジ
に
よ
っ
て
覆
い
隠
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ン
グ
の

事
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
防
軍

は
国
際
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
デ
ー
に
合
わ
せ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
国

防
軍
が
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
で
あ
り
、
仮
に

徴
兵
さ
れ
た
兵
士
が
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
て
も
無
理
な
く

軍
務
に
つ
け
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
※
5

。
ほ
か
に
も

イスラエル国防軍のヴィーガニズムに関する
投稿で用いられている画像 ※ 6
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〈
動
物
〉
か
ら
問
わ
れ
る〈
人
間
〉

イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
はYouTube

で
経
済
の
中
心
地
テ
ル
・

ア
ヴ
ィ
ヴ
が
「
世
界
の
ヴ
ィ
ー
ガ
ニ
ズ
ム
の
中
心
地
で

あ
る
」
と
い
う
広
報
宣
伝
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
※
７

。

こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
エ
ル
で
高
ま
る
ヴ
ィ
ー
ガ
ニ
ズ
ム

と
動
物
の
権
利
意
識
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
イ
メ
ー
ジ
戦

略
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

動
物
の
権
利
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
は
、
ま
さ
に
倫
理

0

0

0

0

0

に
お
け
る
優
位
性
に
つ
な
が
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
と
こ
ろ

だ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
国
防
軍
は
こ
れ
ま
で
も
自
ら
が
「
世

界
で
最
も
倫
理
的
な
軍
だ
」
と
高
々
と
宣
っ
て
き
た
。

特
に
、
パ
レ
ス
チ
ナ
と
の
争
い
を
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」

と
位
置
づ
け
る
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
、
こ
の
「
倫
理

的
な
我
々
」
と
い
う
位
置
づ
け
は
、「
倫
理
的
で
な
い
、

野
蛮
な
テ
ロ
リ
ス
ト
」
と
い
う
パ
レ
ス
チ
ナ
の
イ
メ
ー

ジ
を
補
強
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
特
に
ヴ
ィ
ー
ガ

ニ
ズ
ム
は
自
ら
の
軍
隊
が
動
物
に
も
優
し
い
と
い
う
倫

理
的
水
準
の
高
さ
を
主
張
す
る
の
に
格
好
の
道
具
で
あ

る
。
事
実
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
防
軍
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
自

ら
が
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
・
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
軍
隊
で
あ
る
こ

と
を
積
極
的
に
広
報
す
る
傍
ら
、
ハ
マ
ー
ス
が
ガ
ザ
地

区
で
自
然
を
破
壊
す
る
野
蛮
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ

と
を
非
難
す
る
よ
う
な
投
稿
も
行
っ
て
い
る
※
８

。

お
わ
り
に

　
こ
の
よ
う
に
、
今
日
イ
ス
ラ
エ
ル
で
現
れ
る
人
間
と
動
物

の
境
界
は
、
ね
じ
れ
た
形
で
戦
争
に
動
員
さ
れ
て
い
る
。

前
半
で
見
て
き
た
よ
う
に
イ
ス
ラ
エ
ル
だ
け
で
な
く
広

く
一
般
に
我
々
が
依
拠
す
る
近
代
国
家
の
枠
組
み
で
は
、

人
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、「
人
な

ら
ざ
る
者
」
と
見
な
さ
れ
た
（
し
ば
し
ば
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
）
者
た
ち
は
主
権
と
人
権
の
枠
組

み
か
ら
零
れ
落
ち
て
い
る
。
そ
し
て
、
監
視
や
拘
禁
、

矯
正
、
暴
力
や
殺
害
と
い
っ
た
、
国
家
の
振
る
う
暴
力

の
直
接
的
な
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
人

間
と
動
物
の
境
界
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
排
除
は
私
た
ち
の

依
拠
す
る
社
会
制
度
が
必
然
的
に
内
包
す
る
構
成
的
な

要
素
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
後
半
で
述
べ
た
よ

う
に
こ
の
伝
統
的
な
枠
組
み
に
加
え
て
、
新
た
な
動
き

が
台
頭
し
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ

ル
で
高
ま
り
つ
つ
あ
る
動
物
の
権
利
意
識
は
、
少
な
く

と
も
原
則
的
に
は
人
間
と
動
物
の
境
界
及
び
そ
れ
に
基

づ
く
排
除
を
な
く
す
志
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
動
物
の
権
利
意
識
の
高
ま
り
は
、
人
な
ら

ざ
る
者
に
も
同
等
の
権
利
を
与
え
る
、
よ
り
平
等
主
義

的
な
社
会
構
築
に
向
か
う
と
思
い
き
や
、
そ
の
精
神
が

換
骨
奪
胎
さ
れ
国
家
の
排
外
主
義
と
優
位
性
の
言
説
に

接
続
し
て
い
る
。
動
物
に
も
人
間
と
同
等
の
権
利
を
求

め
て
き
た
は
ず
の
動
物
の
権
利
と
ヴ
ィ
ー
ガ
ニ
ズ
ム
へ

の
意
識
の
高
ま
り
は
、
い
つ
の
間
に
か
「
倫
理
的
で
理

性
的
な
我
々
VS
野
蛮
で
非
道
徳
的
な
人
間
以
下
の
テ
ロ

リ
ス
ト
」
と
い
う
、
人
間
中
心
主
義
的
な
二
項
対
立
を

再
び
強
化
す
る
た
め
に
歪
な
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
特
定
の
人
々
を
傷
つ
け
て
も
よ

１  Yoav Zaiton. 2023 Galanṭ : M
atsor m

uḥlaṭ yuṭal  ‘al ha-retsu’ ah; ’Anu
nilḥam

im
 be-ḥayot ’ adam

. Ynet, O
ctober 9, 2023, https://w

w
w. 

ynet.co.il/new
s/article/b13rvrbzp (A

ccessed August 14, 2024).

２   〈
パ
レ
ス
チ
ナ
〉を
生
き
る
人
々
を
想
う
学
生
若
者
有
志
の
会 2023. YouTube, 

ガ
ザ
を
知
る
緊
急
セ
ミ
ナ
ー 

ガ
ザ 

人
間
の
恥
と
し
て
の
（
2
0
2
3
年

10
月
23
日
）、
2
0
2
3
年
10
月
24
日
、https://www.youtube.com

/
watch?v=-baPSQ

IgcG
c （

2
0
2
4
年
8
月
15
日
閲
覧
）.

３  

1
9
8
3
年
4
月
13
日
の
イ
ェ
デ
ィ
オ
ッ
ト
ア
ハ
ロ
ノ
ッ
ト
紙
に
掲
載
。

４   Yourofsky, G
ary. 2015. YouTube, “G

ary Yourofsky- The M
ost 

Im
portant Speech You W

ill Ever H
ear.”February 7, https://

w
w

w.youtube.com
/w

atch?v=
U

5hG
Q

D
LprA

8 (A
ccessed 

August 14, 2024).

５   Israel D
efense Forces (@

ID
F). 2018.X, August 14, 

https://x.com
/ID

F/status/1029448371646423041?s=
20 

(Accessed August 14, 2024).

６ 

そ
れ
ぞ
れ
出
典
は
、Israel D

efense Forces (@
ID

F). 2015. X, N
ovem

ber
2, https://x.com

/idf/status/660838006690078720 (Accessed 
Septem

ber 25, 2024)

、Israel D
efense Forces (@

ID
F). 2012. X, 

N
ovem

ber 1, https://x.com
/ID

F/status/264016373469020160 
(Accessed Septem

ber 25, 2024) .

７   Israel. 2018. YouTube, “H
ow D

id Tel Aviv Becom
e the Vegan 

Capital of the W
orld?”  N

ovem
ber 11, https://www.youtube.

com
/watch?v=O

4kljD
aXhK4 (Accessed August 14, 2022).

８   Israel D
efense Forces. 2018. X, August 14, https://x.com

/ID
F/

status/1029448371646423041?s=
20 (A

ccessed O
ctober 7, 

2024).

い
「
人
な
ら
ざ
る
者
」
と
位
置
づ
け
排
斥
し
攻
撃
す
る

よ
う
な
認
識
的
暴
力
が
一
貫
し
て
働
い
て
い
る
。

（
や
す
い　

ひ
ろ
し
・
人
間
文
化
研
究
機
構
人
間
文
化
研
究
創

発
セ
ン
タ
ー 

研
究
員
、
同
志
社
大
学
研
究
開
発
推
進
機
構
（
都

市
共
生
研
究
セ
ン
タ
ー
） 

学
術
研
究
員
）

著
書
に
『
イ
ス
ラ
エ
ル
の
世
論
は
ど
う
動
い
た
か
―
―
越
境
攻

撃
の
世
論
調
査
か
ら
見
る
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
四
）

な
ど
。
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連
載衆

生
の
生
命
を
受
け
る
と
は

本
多
　
弘
之

HONDA
Hiroyuki

　

仏
教
語
の
「
衆
生
」
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」

を
意
味
す
る
印
度
語
の「
サ
ッ
ト
バ
」の
翻
訳
語
で
あ
る
。

そ
し
て
翻
訳
者
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
「
異
生
」
と
も

「
群
生
」
と
も
「
群
萌
」
と
も
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

訳
語
は
異
な
る
と
も
、
そ
の
根
底
に
は
同
質
の
生
命
観

と
も
い
う
べ
き
「
六
道
流
転
」
の
思
想
が
脈
々
と
流
れ

て
い
る
。
こ
の
生
命
観
か
ら
は
、
例
え
ば
、
自
己
の
過

去
の
生
命
に
お
い
て
畜
生
（
い
わ
ゆ
る
動
物
）
と
か
餓

鬼
や
天
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
未
来
の
自

己
の
生
存
に
地
獄
や
修
羅
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
が
あ

り
う
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
生
命
の
流
れ

か
ら
、
現
在
の
生
存
す
る
身
体
の
形
は
違
っ
て
い
て
も
、

衆
生
と
し
て
の
生
命
の
持
つ
同
質
性
が
感
受
さ
れ
る
し
、

ま
た
同
じ
人
間
で
あ
っ
て
も
異
質
だ
と
言
う
し
か
な
い

事
柄
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
感
得
さ
れ
て
く
る
。

　

現
代
を
生
き
る
私
た
ち
が
、
こ
う
い
う
「
衆
生
」
と

い
う
生
命
観
か
ら
、
人
間
と
動
物
た
ち
と
の
関
係
を
考

察
す
る
に
は
、
現
代
科
学
、
そ
も
そ
も
生
命
の
歴
史
が

ど
の
よ
う
に
歩
ん
で
来
た
と
考
え
て
い
る
の
か
に
も
触

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

　

生
命
体
で
あ
る
こ
と
に
は
、
現
代
科
学
に
よ
っ
て
解

明
さ
れ
た
事
柄
と
し
て
、
生
死
す
る
身
体
、
す
な
わ
ち

生
ま
れ
て
滅
し
て
い
く
と
い
う
生
命
の
普
遍
的
代
謝
作

用
の
根
底
に
、
遺
伝
子
を
構
成
す
る
生
体
分
子
が
は
た

ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

遺
伝
子
の
構
成
が
長
い
時
間
軸
を
く
ぐ
っ
て
突
然
に
変

化
す
る
場
合
が
あ
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
見
出
し
た
種
の

起
源
の
正
当
な
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
き
て
も
い
る
。

そ
し
て
、
衆
生
は
種
に
よ
っ
て
共
業
（
仏
教
語
、
ぐ
う

ご
う
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
同
質
性
を
与
え
ら
れ
な
が

ら
も
、
個
体
と
し
て
生
存
す
る
こ
と
に
は
、
如
何
に
し

て
も
他
に
は
変
換
で
き
な
い
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
事
実
が

あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

一
、   

時
の
要
素

　

生
命
を
受
け
る
こ
と
に
は
、
不
可
欠
な
要
因
と
し
て

「
時
・
処
・
所
縁
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
三
要
素

抜
き
に
は
、
具
体
的
な
こ
の
世
に
生
存
す
る
身
体
は
成
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り
立
た
な
い
。

　

そ
の
中
の
「
時
」
と
は
、
地
球
と
い
う
天
体
が
宇
宙

に
お
い
て
太
陽
系
の
惑
星
で
あ
り
、
そ
こ
に
回
転
す
る

天
体
群
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
同
一
の

回
路
を
、
太
陽
を
中
心
に
繰
り
返
し
回
っ
て
い
る
こ
と

で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
長
期
の
時
間

軸
や
短
期
の
時
間
軸
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
生
命
体
が

地
球
上
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
こ
の
長
期
の
時
間
軸
上

で
は
、
最
近
の
数
億
年
と
さ
れ
る
。
生
命
の
起
源
は
、

未
解
明
で
は
あ
る
が
、
海
水
が
存
在
す
る
こ
と
で
生
命

が
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
生
命
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
海

中
に
発
生
し
た
植
物
か
ら
陸
上
に
生
ず
る
植
物
が
生
ま

れ
、
ま
た
海
中
に
存
在
し
た
動
物
も
、
何
か
の
機
縁
で

陸
上
に
上
が
る
よ
う
に
な
り
、
人
間
の
存
在
が
確
認
さ

れ
る
の
は
、
ご
く
最
近
の
数
百
万
年
の
事
柄
で
し
か
な

い
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
数
十
万
年
の
と
き
が
過
ぎ
て
、
地
球
上
の
大

陸
の
変
動
、
す
な
わ
ち
海
底
が
高
山
と
な
っ
た
り
、
大

陸
同
士
が
大
き
く
移
動
し
た
り
し
た
あ
と
で
、
人
間
が

活
動
を
活
発
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
日
本

の
国
土
も
、
数
万
年
前
ま
で
は
大
陸
の
一
部
で
あ
っ
た

と
い
う
研
究
も
あ
る
。

　

こ
う
い
う
生
命
の
歴
史
を
受
け
、
人
間
の
歴
史
が
歩

み
を
進
め
て
、
現
代
社
会
を
構
成
す
る
ま
で
に
至
っ
て

い
る
。
生
命
の
歴
史
で
は
、
常
に
生
存
に
適
応
で
き
る

種
が
生
き
残
っ
て
い
く
。
と
く
に
人
間
に
は
二
本
足
で

立
ち
上
が
る
こ
と
が
起
こ
り
、
手
の
使
用
が
発
達
し
た

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
様
々
な
好
条
件
が
備
わ
り
、
言
葉

に
よ
る
表
現
が
生
み
出
さ
れ
、
人
間
が
知
恵
を
蓄
積
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

二 

、  

処
の
要
素

　

そ
も
そ
も
衆
生
の
生
存
に
は
、「
処
」
と
い
う
要
素
が

考
察
さ
れ
て
い
る
。「
処
」
と
は
、
身
体
を
取
り
巻
く
環

境
で
あ
る
。そ
れ
は
空
間
で
も
あ
る
し
、場
所
で
も
あ
る
。

地
球
上
の
様
々
な
場
所
に
適
応
し
て
、
様
々
な
動
植
物

が
生
き
て
い
る
の
だ
が
、
人
間
は
知
恵
に
よ
っ
て
自
己

の
身
体
を
防
護
す
る
衣
服
を
ま
と
う
こ
と
で
、
ど
の
よ
う

な
生
存
環
境
に
も
適
応
し
て
い
く
。
し
か
し
、
生
存
が

与
え
ら
れ
る
場
合
の
環
境
に
は
、
単
に
空
間
的
な
異
な

り
の
み
で
な
く
、
先
に
述
べ
た
時
代
の
異
な
り
か
ら
く

る
変
化
も
あ
る
。
時
代
が
変
化
す
る
時
、
い
わ
ゆ
る
社

会
体
制
や
経
済
的
な
流
通
構
造
な
ど
も
変
わ
っ
て
く
る
。

　

人
間
は
集
団
で
各
々
自
己
の
生
存
を
確
保
し
て
、
他

の
集
団
と
の
闘
争
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の

文
化
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
の
集
団
が
国
と
い
う
も

の
を
作
る
よ
う
に
な
る
。

三 

、   

所
縁
の
要
素

　

そ
し
て
こ
の
世
に
生
存
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、「
所
縁
」
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
無
数
の
条
件
の

重
な
り
合
い
が
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
、「
諸し

ょ

有う

」

と
い
う
あ
り
方
が
言
わ
れ
て
く
る
。「
諸
有
に
流
転
の

身
と
ぞ
な
る
」
と
親
鸞
は
言
わ
れ
る
が
、
具
体
的
に
一

個
の
生
命
体
は
、
一
回
限
り
の
生
命
を
一
つ
の
身
体
に

お
い
て
限
ら
れ
た
時
代
と
場
所
に
、
し
か
も
自
我
の
執

心
と
共
に
生
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
生
命
と

し
て
の
背
景
は
、
時
間
・
空
間
（
時
・
処
）
を
通
し
て
、

無
数
の
生
命
に
囲
ま
れ
、
そ
こ
に
一
回
の
生
存
す
る
身

体
が
衆
生
と
し
て
の
生
命
を
与
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
衆
生
と
し
て
生
命
を
受
け
る
こ
と
に
は
、

一
つ
に
は
、
不
可
思
議
の
因
縁
の
恵
み
と
仰
が
れ
る
べ

き
、
一
切
衆
生
に
恵
ま
れ
て
い
る
普
遍
の
生
命
力
と
で

も
い
う
べ
き
面
と
、
も
う
一
つ
に
は
、
し
か
し
な
が
ら

個
体
が
現
前
す
る
に
は
無
数
の
不
可
思
議
な
因
縁
関
係

が
具
現
し
て
こ
そ
と
い
う
面
が
あ
る
。
こ
の
二
面
が
並

存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

（
ほ
ん
だ　

ひ
ろ
ゆ
き
・
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
所
長
）
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光
源
氏
の
隠
遁

吉
田
　
真
樹

YOSHIDA
Masaki

一

　
「
光
る
」
源
氏
と
い
う
の
は
あ
だ
名
だ
が
、
そ
の
名
の

通
り
、
光
源
氏
は
最
後
の
最
後
ま
で
光
っ
て
い
た
。
出

家
直
前
の
御お

仏ぶ
つ

名み
ょ
うの

日
に
、
久
し
ぶ
り
に
人
前
に
姿
を

見
せ
た
光
源
氏
の
「
御
容
貌
」
は
「
昔
の
御
光
に
も
ま

た
多
く
添
ひ
て
、
あ
り
が
た
く
め
で
た
く
見
え
た
ま
ふ
」

も
の
で
あ
っ
た(

「
幻
」巻
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『
源

氏
物
語
』
④
五
五
〇
頁
）。
最
後
ま
で
光
を
増
し
続
け
た

光
源
氏
の
姿
に
導
師
も
涙
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
と
い
う
。

隠
遁
後
、
光
源
氏
は
作
中
に
二
度
と
姿
を
現
さ
な
い
。

光
な
き
次
世
代
を
描
く
後
編
に
お
い
て
、隠
遁
の
「
二
三

年
ば
か
り
の
末
」
に
亡
く
な
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
の
み

で
あ
っ
た
（「
宿
木
」
巻
、
⑤
三
九
五
頁
）。

　

本
居
宣
長
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
紫
上
の
か
く
れ

給
へ
る
を
、
源
氏
君
の
か
な
し
み
給
へ
る
に
て
、
も
の

の
あ
は
れ
の
か
ぎ
り
を
つ
く
せ
り
、
…
…
も
し
源
氏
君

の
か
く
れ
給
へ
る
か
な
し
さ
を
、
か
ゝ
む
と
せ
ば
、
た

が
う
へ
の
か
な
し
み
に
か
は
か
く
べ
き
、
源
氏
君
な
ら

ぬ
人
の
心
の
か
な
し
み
に
て
は
、
深
き
あ
は
れ
は
、
つ

く
し
が
た
か
る
べ
し
」
と
分
析
し
、
光
源
氏
の
死
を
悲

し
ん
で
深
い
「
あ
は
れ
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
が

作
中
に
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
作
者
が
光
源
氏
の
死
を

描
か
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
と
し
た
（『
源
氏

物
語
玉
の
小
櫛
』、『
本
居
宣
長
全
集
』
第
四
巻
所
収
、

四
六
八
―
九
頁
）。
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二

  
宣
長
が
い
う
に
は
物
語
の
本
意
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
知
ら
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
我
々
読
者
は
そ
れ
を
知
る

た
め
に
物
語
を
読
む
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
親
し
き
者

に
先
立
た
れ
続
け
、
悲
し
み
続
け
た
光
源
氏
が
具
現
化

す
る
「
あ
は
れ
」、
紫
の
上
の
死
に
よ
っ
て
最
大
化
さ
れ

た
「
あ
は
れ
」
を
、
我
々
読
者
は
受
け
止
め
、
知
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
我
々

の
成
長
の
た
め
だ
と
さ
れ
る
が
、
逆
に
光
源
氏
の
側
か

ら
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
い
わ
ば
、
光
源
氏
を
知
り
、

救
済
す
る
の
は
我
々
読
者
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可

能
な
の
だ
ろ
う
か
。
光
源
氏
の
体
現
し
た
極
限
の
「
あ

は
れ
」
を
、
我
々
読
者
は
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
近
松
門
左
衛
門
作
の
『
曾
根
崎
心
中
』
で
あ

れ
ば
、「
貴
賤
群
集
」
が
自
ら
称
え
た
念
仏
の
功
徳
を
、

大
念
仏
の
よ
う
な
形
で
心
中
し
た
お
初
・
徳
兵
衛
に
回

向
し
て
、二
人
の
救
済
が
果
た
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
「
貴

賤
群
集
」は
読
者
を
含
む
広
が
り
を
も
つ
と
見
て
よ
い
）。

こ
の
種
の
こ
と
が
『
源
氏
物
語
』
で
も
可
能
だ
と
宣
長

は
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

宣
長
の
発
想
は
、
国
学
者
と
し
て
近
世
的
な
次
元
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
宣
長
が
、
近
松
に
近
い
構
図
で
考

え
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
よ
り
根
本
的
に
問
題

で
あ
る
の
は
、
宣
長
の
『
源
氏
物
語
』
解
釈
に
は
、
仏

に
対
す
る
信
心
と
い
う
観
点
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
隠
遁
し
た
光
源
氏
が
求
め
た
救
済
が
、
阿
弥
陀

仏
に
知
ら
れ
包
ま
れ
る
救
済
以
外
の
も
の
で
な
い
こ
と

を
宣
長
は
無
視
し
、「
あ
は
れ
」
を
酌
め
ば
よ
い
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

三

　

宣
長
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
仏
に
よ
る
救
済
が
「
あ

は
れ
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
物
語
の

ゴ
ー
ル
を
成
仏
に
設
定
す
る
と
、「
幻
」
巻
ま
で
の
光

源
氏
を
中
心
と
す
る
全
過
程
が
煩
悩
と
し
て
一
括
さ
れ
、

否
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
宣
長
は
恐
れ
た
の
だ
ろ
う
。
光

源
氏
の
隠
遁
期
を
描
か
な
い
の
は
、
作
者
が
煩
悩
と
し

て
物
語
を
書
い
て
い
な
い
証
拠
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

物
語
の
ゴ
ー
ル
は
成
仏
で
は
あ
り
え
ず
、「
あ
は
れ
」
こ
そ

が
物
語
の
ゴ
ー
ル
だ
っ
た
の
だ
と
宣
長
は
読
み
換
え
た
。

　

し
か
し
、
光
っ
た
ま
ま
の
隠
遁
と
は
、
老
い
・
衰
え

ゆ
え
の
一
般
の
隠
遁
と
は
ど
う
し
て
も
異
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
。
光
源
氏
の
生
・
老
・
病
は
、
現
に
す

べ
て
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
し
た
が
っ
て

描
か
れ
な
い
そ
の
死
も
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た

は
ず
だ
ろ
う
。
尋
常
な
ら
ざ
る
光
源
氏
は
た
と
え
出
家

隠
遁
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前

の
物
語
が
全
否
定
さ
れ
る
な
ど
と
、
通
俗
的
に
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
出
家
以
前
の
全
否
定
と
な

る
出
家
な
ら
ば
、
光
源
氏
は
出
家
し
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
恋
文
を
焼
く
こ
と
を
通
し
て
、
紫
の
上
と
の
出

逢
い
の
唯
一
無
二
性
を
、
形か

た

代し
ろ

（
身
代
わ
り
）
と
し
て

で
は
な
く
正
し
く
肯
定
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
女
君
た

ち
と
の
出
逢
い
の
唯
一
無
二
性
を
も
正
し
く
肯
定
し
、

逆
か
ら
い
え
ば
、
藤
壺
宮
と
の
出
逢
い
の
唯
一
無
二
性

を
、
執
着
と
し
て
で
は
な
く
正
し
く
肯
定
し
、
そ
れ
ら

す
べ
て
を
通
し
て
己
れ
の
業
を
受
け
止
め
る
こ
と
こ
そ

が
、
光
源
氏
の
出
家
の
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

光
源
氏
は
最
初
期
か
ら
、
僧
侶
を
感
嘆
さ
せ
る
ほ
ど

の
誰
よ
り
も
深
い
仏
道
理
解
を
見
せ
、
仏
道
修
行
へ
の

憧
れ
を
強
く
抱
い
て
い
た
。
仏
道
修
行
へ
の
憧
れ
は
、

宣
長
の
い
う
よ
う
な
悲
し
み
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
い
。

外
か
ら
来
た
悲
し
み
が
己
れ
に
食
い
入
り
、
悲
し
み
続

け
る
こ
と
が
己
れ
と
不
可
分
の
も
の
と
な
り
、
次
第
に

内
な
る
苦
し
み
と
し
て
堆
積
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
内
な

る
苦
し
み
こ
そ
、
己
れ
だ
と
気
付
く
こ
と
か
ら
起
こ
る
。

光
源
氏
は
、
恋
に
由
来
す
る
こ
の
内
な
る
苦
し
み
、
即

ち
己
れ
の
業
を
抱
い
た
ま
ま
、
西
に
向
か
い
、
南
無
阿

弥
陀
仏
と
称
え
た
に
違
い
な
い
。

（
よ
し
だ　

ま
さ
き
・
静
岡
県
立
大
学
国
際
関
係
学
部
教
授
）

著
書
に
、『
光
源
氏
は
な
ぜ
光
る
か
─
─
『
源
氏
物
語
』
の
倫

理
思
想
』（
近
刊
）
な
ど
。
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「
満
蒙
開
拓
」の
被
告
席
　

―
学
び
合
い
の
場
か
ら
考
え
る
―

三
沢
　
亜
紀

MISAWA
Aki

１
．
被
告
席

　

ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
収
容
所
か
ら
生
還
し
た
と
い
う
カ

ナ
ダ
在
住
の
女
性
Ｈ
さ
ん
の
お
話
を
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講

座
で
お
聴
き
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
終
戦
時
は
十
七
歳
。

両
親
や
友
人
た
ち
を
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
で
亡
く
し
て
い
る
。

　

一
九
四
四
年
、
ド
イ
ツ
が
ハ
ン
ガ
リ
ー
を
占
領
。
Ｈ

さ
ん
た
ち
ユ
ダ
ヤ
人
は
家
畜
用
の
列
車
に
押
し
込
ま
れ
、

暗
闇
の
中
を
三
日
間
立
っ
た
ま
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
南

部
の
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
へ
連
行
さ
れ
た
。
到
着
後
ま
も

な
く
両
親
と
は
別
の
列
に
並
ば
さ
れ
、灰
色
の
シ
ャ
ワ
ー

室
へ
。
男
た
ち
に
濡
れ
た
裸
の
ま
ま
丸
刈
り
に
さ
れ
、

投
げ
つ
け
ら
れ
た
収
容
服
を
下
着
も
な
い
ま
ま
着
せ
ら

れ
る
。
く
す
ん
だ
窓
に
映
る
自
分
た
ち
の
姿
を
見
て
も
、

ど
れ
が
自
分
な
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

戦
後
、
カ
ナ
ダ
に
移
住
し
て
人
生
を
歩
ん
で
き
た
。

収
容
所
の
こ
と
に
は
口
を
閉
ざ
し
た
ま
ま
。
そ
ん
な
Ｈ

さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
、
ド
イ
ツ
か
ら
裁
判
で
の
証
言
の
依

頼
が
届
く
。
戦
後
七
十
年
が
経
過
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ

は
司
法
制
度
に
よ
り
今
で
も
ナ
チ
親
衛
隊
員
の
罪
を
問

う
。
時
効
は
無
い
。
被
告
人
た
ち
も
す
で
に
九
十
歳
を

超
え
て
い
る
。

　

Ｈ
さ
ん
は
考
え
抜
い
た
末
に
証
言
台
に
立
つ
こ
と
を

決
意
す
る
。「
ド
イ
ツ
へ
は
行
き
た
く
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
亡
く
な
っ
た
多
く
の
人
々
、
声
を
奪
わ
れ
た
人
々

の
た
め
に
行
こ
う
と
思
っ
た
」。
封
印
し
て
い
た
記
憶
を

言
葉
に
し
た
。
そ
し
て
、
彼
女
を
支
え
て
く
れ
る
ド
イ
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ツ
の
人
々
、
学
ぼ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
若
者
た
ち
と
出

会
う
。
Ｈ
さ
ん
は
言
う
。「
裁
判
で
証
言
で
き
た
こ
と
は
、

亡
き
両
親
の
墓
に
花
を
供
え
た
よ
う
な
思
い
。
ド
イ
ツ

へ
の
憎
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
。肩
の
荷
が
お
り
た
」と
。

　

ド
イ
ツ
が
今
に
至
る
ま
で
徹
底
し
て
ナ
チ
の
罪
、
自

国
が
犯
し
た
犯
罪
を
問
い
続
け
る
姿
勢
の
厳
し
さ
は
、

国
際
社
会
か
ら
の
信
頼
を
得
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
裁
判

の
中
で
被
告
人
た
ち
が
語
っ
た
言
葉
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス

ト
の
残
虐
性
や
人
々
が
陥
っ
た
狂
気
を
想
起
さ
せ
、
時

代
を
超
え
て
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
様
々
な
こ
と
を
問

い
か
け
て
く
る
。
そ
し
て
、
Ｈ
さ
ん
の
よ
う
に
今
で
も

裁
判
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
心
の
傷
を
癒
し
、
憎
し
み
か

ら
解
放
さ
れ
る
人
も
い
る
の
だ
。

　

貴
重
な
証
言
を
聴
き
、考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
で
は
、「
満

蒙
開
拓
」
に
お
い
て
被
告
席
に
座
る
の
は
、
い
っ
た
い

誰
な
の
か
。

２
．
国
策
推
進
の
背
景

　

一
九
三
一
年
十
二
月
生
ま
れ
の
「
満
子
」
と
い
う
伯

母
が
い
る
。
か
の
満
州
事
変
か
ら
「
満
」
の
字
を
と
っ

た
と
い
う
。
日
本
の
権
益
を
脅
か
す
中
国
を
成
敗
し
、

満
州
各
地
を
制
圧
し
て
い
く
日
本
軍
。
こ
こ
は
日
露
戦

争
で
命
を
落
と
し
た
八
万
も
の
英
霊
が
眠
る
地
だ
。
今

こ
そ
日
本
の
力
を
示
す
時
。
沸
き
立
つ
日
本
国
民
、
そ

の
空
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

　

翌
一
九
三
二
年
三
月
に
満
州
国
が
建
国
を
宣
言
す
る
。

国
旗
は
五
色
旗
。「
五
族
協
和
」「
王
道
楽
土
」
を
掲
げ

た
多
民
族
国
家
の
誕
生
を
謳
い
上
げ
た
が
、
そ
の
国
の

実
権
は
関
東
軍
を
中
心
と
し
た
日
本
側
が
握
っ
て
お
り
、

日
本
政
府
も
追
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
る
。
国

際
連
盟
は
満
州
国
の
不
承
認
と
日
本
軍
の
撤
退
を
決
議

し
た
が
、
つ
い
に
日
本
は
連
盟
を
脱
退
。
大
陸
進
出
へ

突
き
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

初
期
の
開
拓
団
は
屯
田
兵
の
発
想
か
ら
武
装
移
民
と

し
て
入
植
し
た
。
一
九
三
二
年
十
月
。
建
国
の
年
の
秋

で
あ
る
。
ま
だ
各
地
に
割
拠
し
て
い
た
軍
閥
の
残
兵
や

そ
の
支
配
下
に
あ
っ
た
住
民
た
ち
が
反
日
行
動
を
続
け

て
お
り
、
治
安
は
安
定
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
の

武
装
移
民
団
で
あ
る
。
強
引
な
土
地
の
買
い
上
げ
な
ど

も
不
信
を
招
き
、
一
年
目
、
二
年
目
に
入
植
し
た
開
拓

団
は
蜂
起
し
た
現
地
住
民
の
大
集
団
に
襲
撃
を
受
け
、

応
戦
の
結
果
数
名
の
犠
牲
者
と
多
く
の
退
団
者
が
出
る

始
末
。
前
途
多
難
な
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
農
業
移
民

は
そ
の
後
も
進
め
ら
れ
、
一
九
三
六
年
、
広
田
弘
毅
内

閣
で
国
策
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
治
安
維
持
と
ソ
連
か
ら
の
防
衛
と
い
う
移

民
の
軍
事
目
的
は
、
昭
和
恐
慌
下
の
農
村
経
済
の
立
直

し
と
絡
ま
り
合
う
。
つ
ま
り
、
関
東
軍
と
拓
務
省
が
進

め
た
満
州
移
民
は
、
農
林
省
の
政
策
と
融
合
し
て
い
く

の
だ
。
恐
慌
下
、
農
林
省
は
経
済
更
生
運
動
を
展
開
。

市
町
村
ご
と
に
経
済
更
生
計
画
を
立
案
さ
せ
る
。
テ
コ

入
れ
と
し
て
経
済
更
生
指
定
村
に
は
補
助
金
が
交
付
さ

れ
る
が
、
こ
こ
に
満
州
へ
の
開
拓
団
送
出
を
推
し
進
め

る
「
分
村
計
画
」
が
組
み
込
ま
れ
る
。「
満
州
へ
分
村
を

お
こ
な
う
こ
と
は
銃
後
国
民
の
義
務
で
あ
り
」
と
、
か

つ
て
の
長
野
県
富
士
見
村
は
村
民
総
会
で
打
ち
上
げ
た
。

満
蒙
開
拓
は
こ
う
し
て
県
お
よ
び
市
町
村
と
い
っ
た
地

方
団
体
が
担
う
こ
と
と
な
る
。

　

も
と
も
と
海
外
移
民
に
積
極
的
で
あ
っ
た
長
野
県
は
、

国
に
先
ん
じ
て
集
団
移
民
を
画
策
。
一
九
三
七
年
に
は

満蒙開拓平和記念館外観
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長野県岡谷市周辺から送出された岡谷郷開拓団（1943 年）

日
本
初
と
な
る
県
単
位
の
開
拓
団
を
送
り
出
し
て
い
る
。
満
州
移

民
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
長
野
県
。
各
村
々
で
も
積
極
的
に
分
村
計

画
が
立
案
さ
れ
、
そ
の
立
案
会
議
に
関
わ
っ
た
村
内
各
種
団
体
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
推
進
役
と
し
て
宣
伝
、
勧
誘
に
動
い
た
。　
　

３
．
開
拓
団
の
本
質

　

開
拓
団
は
軍
事
的
な
目
的
か
ら
主
に
北
満
の
関
東
軍
と
共
に

そ
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
る
。
軍
へ
食
糧
を
供
出
す
る
後
方
支
援

部
隊
で
あ
り
、
治
安
の
維
持
も
担
わ
さ
れ
て
い
た
。
負
債
を
抱

え
た
小
作
農
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
逼
迫
し
た
事
情
も
あ
っ
た

が
、
大
東
亜
建
設
の
た
め
、
日
本
人
こ
そ
が
満
州
に
お
け
る
指

導
者
的
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
負
も
あ
っ

た
。
将
来
の
開
拓
団
と
し
て
送
り
出
さ
れ
た
青
少
年
義
勇
軍
た

ち
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
教
育
の
も
と
で
満
州
を
目
指
し
、
開
拓

団
以
上
に
ソ
満
国
境
近
く
に
配
置
さ
れ
た
の
だ
。

　
「
満
州
開
拓
民
入
植
図
」
が
当
館
の
展
示
に
あ
る
。
国
境
近
く

に
ず
ら
り
と
並
ぶ
開
拓
団
は
、
ソ
連
側
か
ら
み
る
と
、
日
本
が
置

い
た
軍
事
基
地
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
地
に
は
も
と
も
と
住
ん
で
い
た
人
々
が
い

た
と
い
う
こ
と
。
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
集
団
、
開
拓
団
に
よ
っ

て
家
や
農
地
、
生
活
を
奪
わ
れ
た
人
々
の
存
在
で
あ
る
。
さ
ら
に

は
、
軍
関
連
施
設
の
建
設
、
国
土
の
開
発
や
重
工
業
を
は
じ
め
と

す
る
産
業
振
興
の
た
め
、
多
く
の
現
地
住
民
が
労
働
力
と
し
て
動

員
さ
れ
酷
使
さ
れ
た
末
に
夥
し
い
犠
牲
者
が
出
て
い
た
こ
と
も
。

　

満
州
国
を
理
想
の
国
家
と
し
、
国
策
と
し
て
進
め
ら
れ
た
満
蒙

開
拓
は
、誰
か
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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長野県下伊那郡から送出された水曲柳開拓団（1943 年頃）

そ
の
よ
う
な
日
本
人
が
、
ア
ジ
ア
の
人
々
の
尊
敬
を
集
め
、〝
大

東
亜
共
栄
圏
〟
の
リ
ー
ダ
ー
た
り
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

４
．
語
れ
な
か
っ
た
「
満
州
」

　

国
策
「
満
蒙
開
拓
」
は
結
局
終
戦
ま
で
止
め
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
最
終
局
面
で
は
統
制
経
済
下
で
商
売
が
で
き
な
く
な
っ

た
都
市
部
の
人
た
ち
の
転
業
移
民
ま
で
進
め
ら
れ
て
い
く
。
戦
争

協
力
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
。
人
々
は
〝
何
か
〟
に
真
剣
に

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
国
は
、
地
方
は
、
隣
組
は
、

学
校
は
、私
は
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、

日
本
は
戦
争
に
敗
れ
、
満
州
で
は
凄
惨
な
終
戦
を
迎
え
た
。

　

戦
後
、
命
か
ら
が
ら
引
揚
げ
て
き
た
人
々
に
居
場
所
は
な
か
っ

た
。
移
民
と
し
て
満
州
へ
渡
っ
た
と
き
、
日
本
の
家
や
土
地
は
す

で
に
処
分
し
て
い
た
の
だ
。
敗
戦
国
日
本
、
内
地
の
人
々
も
食
糧

難
に
陥
っ
て
い
た
。
自
分
た
ち
が
食
べ
て
い
く
の
に
精
一
杯
だ
。

厄
介
者
扱
い
を
受
け
た
と
い
う
話
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
道
端
の

草
さ
え
も
「
勝
手
に
と
る
な
」
と
言
わ
れ
た
。「
満
州
乞
食
」
と

い
う
言
葉
も
残
っ
て
い
る
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
引
揚
げ
て
き
た

人
々
を
蔑
む
社
会
か
ら
の
眼
差
し
。「
満
州
帰
り
」「
引
揚
者
」
へ

の
差
別
感
は
根
強
く
残
る
。
さ
ら
に
、
侵
略
の
一
端
を
担
っ
た
と

い
う
現
実
が
戦
後
に
な
っ
て
突
き
付
け
ら
れ
る
。
終
戦
後
の
満
州

で
極
限
状
況
に
陥
り
、
人
と
し
て
の
尊
厳
を
奪
わ
れ
、
大
切
な
人

を
失
い
、
そ
れ
で
も
死
線
を
越
え
て
帰
っ
て
き
た
人
々
。
彼
ら
は

そ
の
傷
も
癒
さ
れ
な
い
ま
ま
、
ゼ
ロ
か
ら
生
活
を
立
て
直
し
て
い

か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
地
域
の
中
に
は
送
り
出
し
た
側
の
人
々
の
存
在
も
あ
っ
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た
。
分
村
計
画
を
立
て
、推
進
し
て
い
っ
た
地
域
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
だ
。
町
村
長
、
議
員
、
役
場
職
員
、
教
師
、

産
業
組
合
や
壮
青
年
団
の
役
員
な
ど
。
国
策
と
は
い
え
、

結
局
責
任
を
問
わ
れ
た
の
は
、
顔
が
見
え
る
地
域
の
人

た
ち
だ
っ
た
の
だ
。

　

満
蒙
開
拓
と
い
う
国
策
の
傷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
の

心
に
、
そ
し
て
地
域
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
故
に
、
地
域
の

中
で
は
タ
ブ
ー
、
触
れ
ら
れ
な
い
歴
史
と
な
っ
て
い
た
。

５
．
記
念
館
開
館
と

　
　

子
ど
も
た
ち
の
「
な
ぜ
？
」

　

中
国
残
留
孤
児
肉
親
調
査
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の

は
一
九
八
一
年
。
成
田
空
港
へ
降
り
立
っ
た
第
一
次
訪

日
調
査
団
四
十
七
名
の
姿
を
メ
デ
ィ
ア
の
カ
メ
ラ
が
映

し
出
す
。〝
孤
児
〟た
ち
の
顔
に
は
皺
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
か
ら
九
年
経
っ
て
よ

う
や
く
国
は
重
い
腰
を
上
げ
る
。
終
戦
か
ら
三
十
六
年

と
い
う
歳
月
が
過
ぎ
て
い
た
。

　

長
野
県
南
部
の
下
伊
那
地
域
は
開
拓
団
を
日
本
で
最

も
多
く
送
り
出
し
た
地
域
で
あ
る
。
残
留
者
も
数
多
く

お
り
、
八
十
年
代
後
半
頃
か
ら
帰
国
者
家
族
が
増
え
て

い
っ
た
。
彼
ら
の
日
本
で
の
生
活
は
、
言
葉
や
生
活
習

慣
の
違
い
も
あ
っ
て
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
厳
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
で
活
動
し
て
い
た
飯
田
日

中
友
好
協
会
は
帰
国
者
支
援
団
体
と
し
て
日
本
語
教
室

や
交
流
事
業
を
担
っ
た
。
体
験
者
の
語
り
部
事
業
な
ど

継
承
活
動
に
も
注
力
す
る
中
で
、記
念
館
建
設
に
向
か
っ

て
行
く
。
風
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
歴
史
を
伝
え
る
拠

点
を
作
ろ
う
と
活
動
を
始
め
る
が
、
被
害
と
加
害
が
複

雑
に
折
り
重
な
っ
た
歴
史
で
あ
り
、
様
々
な
立
場
性
ゆ

え
の
向
き
合
い
に
く
さ
が
地
域
社
会
に
影
を
落
と
し
て

い
た
。
そ
れ
で
も
徐
々
に
賛
同
の
輪
も
広
が
り
、
足
か

け
八
年
か
か
っ
た
が
よ
う
や
く
二
〇
一
三
年
、
開
館
に

こ
ぎ
着
け
る
。
計
画
段
階
で
は
年
間
来
館
者
五
千
人
と

見
積
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
初
年
度
で
約
三
万
人
が
来

館
。
想
定
外
の
大
き
な
反
響
に
対
応
が
追
い
付
か
な
い

状
況
で
あ
っ
た
。

　

開
館
七
年
目
に
は
別
館
セ
ミ
ナ
ー
棟
が
完
成
す
る
。

目
的
は
次
世
代
へ
の
継
承
。〝
平
和
の
種
ま
き
〟
で
あ

る
。学
校
単
位
で
の
受
け
入
れ
が
可
能
と
な
る
セ
ミ
ナ
ー

ル
ー
ム
や
映
像
ル
ー
ム
が
設
置
さ
れ
、
主
に
小
中
学
生

の
来
館
が
増
え
て
い
っ
た
。

　
「
満
州
」も「
満
蒙
開
拓
」も
今
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ

て
は
遠
い
昔
に
遠
い
と
こ
ろ
で
起
き
た
出
来
事
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
複
雑
な
背
景
は
先
生
方
に
と
っ
て
も
難
解

で
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
テ
ー
マ
だ
。
当
館
で
進
め
る
学
習

で
は
、
導
入
の
映
像
を
視
聴
し
、「
な
ぜ
？
」
と
い
う
問

い
を
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。

・
満
州
の
様
子
は
日
本
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
す
か
。

・
満
州
に
も
と
も
と
い
た
現
地
の
人
と
仲
良
く
す
る　

   

方
法
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

・
な
ん
で
開
拓
団
の
人
は
日
本
が
負
け
る
と
い
う
こ

   

と
を
考
え
な
か
っ
た
の
で
す
か
。

・
今
で
も
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
帰
れ
な
く
な
っ
て
い

   

る
人
は
い
る
の
で
す
か
。

・
満
蒙
開
拓
は
日
本
に
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
た
の

   

で
す
か
。

・
満
州
に
渡
っ
た
人
た
ち
が
こ
ん
な
目
に
あ
わ
な
い 

  

よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
良
か
っ
た
の
で

  

し
ょ
う
か
。

　

子
ど
も
た
ち
の
「
な
ぜ
？
」
は
刺
激
的
で
あ
る
。
実

に
本
質
を
突
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
実
に
多

角
的
・
多
面
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
質
問
に
正
し
い
答

え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
問
い
を
共
有
す
る
こ

と
で
、
満
蒙
開
拓
の
歴
史
を
紐
解
き
、
何
が
間
違
い
だ
っ

た
の
か
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
今
の
社
会
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
み
る
。
そ
れ
が
、
社
会
の
あ
り
方
と
自
分
の
生

き
方
を
問
う
力
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
こ
ん
な
に
苦
労
し
た
開
拓
団
の
人
た
ち
に
、
国
は
謝

罪
や
補
償
を
し
た
の
で
す
か
？
」

　

こ
れ
も
来
館
し
た
中
学
生
か
ら
の
質
問
で
あ
る
。
答

え
は
N
O
だ
。
こ
の
生
徒
は
満
蒙
開
拓
を
通
し
て
社
会

の
不
公
正
を
問
う
た
の
だ
。「
お
か
し
い
じ
ゃ
ん
」
と
思

え
る
力
で
あ
る
。

　

国
策
と
し
て
進
め
ら
れ
た
満
州
農
業
移
民
。
携
わ
っ

た
機
関
、
渡
満
決
定
の
判
断
主
体
な
ど
、
そ
の
背
景
の

複
雑
さ
は
研
究
者
も
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
開
拓
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団
の
犠
牲
の
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
は
難
し
い
。
結
果
、

国
は
戦
争
の
労
苦
と
し
て
開
拓
団
の
犠
牲
も
内
地
で
の

空
襲
の
犠
牲
者
も
、
戦
争
受
忍
論
に
収
斂
し
収
束
さ
せ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

開
拓
団
や
中
国
残
留
孤
児
・
婦
人
の
苦
難
を
戦
争
の
被

害
者
、
帝
国
主
義
の
犠
牲
者
で
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
、

あ
え
て
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
。
当
館
は
必
然
的
に
そ
の

役
割
を
担
う
。
近
現
代
史
、
特
に
ア
ジ
ア
で
の
戦
争
の
歴

シ
ョ
ッ
プ
を
取
り
入
れ
た
学
習
講
話
を
実
施
し
た
。
出

発
前
に
全
員
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
Ｋ
先
生
が
話
を
始
め

た
。「
義
勇
軍
を
送
り
出
し
た
当
時
の
教
師
た
ち
を
、
私

は
自
分
の
同
僚
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
お
か
し
い
と
思

い
な
が
ら
も
、
送
り
出
し
た
彼
ら
の
こ
と
を
、
他
人
事

だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
」。
こ
の
国
策
に
加
担
し
た
教
師
た

ち
が
い
た
こ
と
を
、
同
じ
教
師
と
し
て
正
面
か
ら
受
け

止
め
、
子
ど
も
た
ち
の
前
で
自
ら
の
心
情
を
ま
っ
す
ぐ

に
語
る
Ｋ
先
生
。
会
場
は
し
ん
と
な
り
、
子
ど
も
た
ち

の
視
線
が
Ｋ
先
生
を
貫
く
。「
教
師
と
し
て
、
自
分
が
正

し
い
と
思
う
こ
と
を
君
た
ち
に
強
い
る
こ
と
自
体
を
疑

う
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

　
「
満
蒙
開
拓
」
に
お
け
る
被
告
席
に
座
る
の
は
、
誰

か
。
Ｋ
先
生
は
か
つ
て
の
教
師
た
ち
と
一
緒
に
被
告
席

に
座
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
事
と
し
て
こ

の
歴
史
に
向
き
合
っ
て
み
た
時
、
一
体
ど
の
よ
う
な
選

択
が
で
き
た
と
い
う
の
か
、
そ
し
て
今
、
そ
う
な
ら
な

い
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
問
う
。
子
ど
も

た
ち
は
歴
史
そ
の
も
の
以
上
に
、
Ｋ
先
生
の
真
摯
な
姿

に
学
ぶ
の
だ
。

　

最
後
に
、
子
ど
も
た
ち
の
代
表
が
あ
い
さ
つ
を
述
べ

た
。
曰
く
、「
加
害
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
逃
げ
な
い
で

こ
の
歴
史
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
で
す
」。
心
震
え
る

瞬
間
だ
っ
た
。

（
み
さ
わ　

あ
き
・
満
蒙
開
拓
平
和
記
念
館
事
務
局
長
）

セミナールームでの学習講話

ボランティアの説明を聞く生徒たち

史
は
時
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
を
生
む
。
扱
い
づ
ら
い

「
満
蒙
開
拓
」
と
い
う
歴
史
に
ど
う
向
き
合
い
、
ど
う
伝

え
る
の
か
。
正
解
は
な
く
、
手
探
り
の
日
々
で
あ
る
。

６
．
そ
し
て
、 被
告
席
に
は

　

先
日
、
長
野
県
内
の
小
学
六
年
生
約
六
十
人
が
来

館
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の
ガ
イ
ド
で
展
示
見
学
を
し
、

セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
で
体
験
者
の
証
言
映
像
や
ワ
ー
ク
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新
宿
沖

石
原
　
正
晴

ISHIHARA
Masaharu

　

六
月
の
湿
度
が
カ
ン
ス
ト
し
た
地
下
鉄
を
脱
出
し
新

宿
駅
東
西
自
由
通
路
を
三
丁
目
方
面
に
歩
く
時
、
こ
の

隧
道
が
も
し
も
切
り
立
っ
た
尾
根
だ
っ
た
ら
、
と
想
像

し
て
み
る
。
遠
い
、
高
い
山
の
鎖
場
や
、
谷
に
渡
さ
れ

た
梯
子
の
よ
う
な
、
な
ん
と
な
く
こ
の
ラ
イ
ン
を
越
え

た
ら
滑
落
し
て
死
、
み
た
い
な
ポ
イ
ン
ト
を
脳
内
で
自

在
に
設
定
し
て
視
界
に
補
助
線
を
引
く
。
そ
の
透
明
な

補
助
線
か
ら
崖
下
を
覗
い
て
み
る
。
予
想
に
反
し
て
、

崖
下
に
は
緑
の
森
と
薄
く
刷
毛
で
掃
い
た
よ
う
な
雲
が

き
ち
ん
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
意
外
に
、
正
し
く
怖
い

と
感
じ
る
。
地
下
道
の
左
右
の
壁
に
規
則
的
に
並
べ
ら

れ
て
発
光
し
て
い
る
広
告
パ
ネ
ル
は
消
失
し
て
青
空
と

雲
と
稜
線
に
な
り
、「
百
万
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
達
成
」
と
か

「
ま
ず
は
気
軽
に
お
電
話
を
」
と
か
の
言
葉
だ
け
が
残
さ

れ
る
が
、
そ
れ
も
や
が
て
ゆ
っ
く
り
と
下
降
を
始
め
崖

下
の
緑
の
な
か
に
消
え
て
し
ま
う
。
早
足
で
過
ぎ
去
る

会
社
員
が
耳
に
押
し
当
て
た
携
帯
電
話
に
が
な
る
「
お

世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
」
が
長
く
引
き
伸
ば
さ
れ
て

パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の
よ
う
に
空
間
に
こ
だ
ま
す
る
。
そ

の
残
響
を
引
き
連
れ
た
ま
ま
隧
道
を
直
進
、
ど
こ
ま
で

も
続
く
尾
根
道
を
、
あ
の
雲
は
何
故
、
と
い
う
感
じ
で

の
び
の
び
と
歩
い
て
い
く
。

　

紀
伊
國
屋
書
店
を
冷
や
か
し
て
三
丁
目
の
珈
琲
貴
族

の
窓
際
の
席
に
落
ち
着
く
。
コ
ー
ヒ
ー
が
到
着
す
る
ま

で
、
眼
下
の
往
来
を
眺
め
て
過
ご
す
。
新
宿
通
り
を
け

ば
け
ば
し
く
ラ
ッ
プ
さ
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
が
、
お
そ
ら
く

歴
史
上
人
類
が
作
曲
し
た
な
か
で
最
低
の
音
楽
を
大
音

量
で
流
し
な
が
ら
走
り
去
る
（
ビ
ー
ト
は
昔
の
暴
走
族

の
直
管
コ
ー
ル
や
大
学
生
の
一
気
飲
み
の
音
頭
と
類
似

し
て
い
る
）。
な
め
く
じ
が
這
っ
た
跡
の
よ
う
な
残
像

が
空
中
に
ピ
ン
ク
色
の
半
透
明
の
帯
を
引
き
、
車
体
に

隙
間
な
く
並
べ
ら
れ
て
い
た
言
葉
だ
け
が
、
そ
の
中
に

残
さ
れ
る
。
新
宿
追
分
交
差
点
か
ら
引
き
伸
ば
さ
れ
た

そ
の
帯
は
世
界
堂
に
面
し
た
新
宿
二
丁
目
交
差
点
で
ト

ラ
ッ
ク
が
カ
ー
ブ
を
曲
が
る
と
き
、
見
え
な
い
巨
大
な

壁
に
激
突
し
て
霧
散
す
る
。
残
さ
れ
た
言
葉
は
木
の

葉
の
よ
う
に
き
り
も
み
し
な
が
ら
細
か
な
光
の
粒
子
に

な
っ
て
街
路
樹
の
根
元
の
あ
た
り
に
消
え
る
。

　

な
ん
と
な
く
も
し
ゃ
も
し
ゃ
し
た
よ
う
な
気
持
ち
に

な
っ
て
、
四
谷
三
丁
目
ま
で
歩
き
適
当
な
風
呂
屋
に
入

る
。
下
駄
箱
の
鍵
を
番
台
に
預
け
そ
の
ま
ま
脱
衣
所
、

浴
場
、
サ
ウ
ナ
ま
で
早
回
し
で
到
達
。
全
身
に
和
彫
を

い
れ
た
職
人
風
の
老
人
た
ち
に
挟
ま
れ
、
そ
の
背
中
の
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鯉
や
毘
沙
門
天
が
デ
カ
ー
ル
の
よ
う
に
溶
け
て
剥
が
れ
、

サ
ウ
ナ
室
の
扉
と
床
の
隙
間
か
ら
浴
場
へ
流
れ
出
し
て

い
く
の
を
黙
っ
て
観
察
し
て
い
る
。
時
計
が
見
当
た
ら

ず
、
時
間
を
測
る
た
め
に
口
の
中
で
ず
い
ぶ
ん
前
に
書

い
た
自
作
の
詩
を
暗
誦
す
る
。
一
曲
だ
い
た
い
六
分
く

ら
い
。
身
体
に
深
く
染
み
つ
い
た
詩
は
意
味
を
置
き
去

り
に
し
て
ビ
ー
ト
の
み
を
刻
む
。
あ
ん
な
に
も
全
体
重

を
載
せ
て
書
い
た
詩
も
今
は
単
に
サ
ウ
ナ
の
高
温
を
我

慢
す
る
た
め
に
暗
誦
さ
れ
て
い
る
。
あ
ほ
ら
し
く
て
笑

け
る
。
こ
の
歌
は
別
れ
た
友
人
に
つ
い
て
の
歌
だ
っ
た

か
。
あ
る
い
は
肉
親
と
の
死
別
の
歌
だ
っ
た
か
。
わ
け

も
な
く
呟
か
れ
た
自
作
の
ポ
エ
ム
た
ち
は
狭
く
薄
暗
い

空
間
を
漂
い
、
天
井
の
隅
に
あ
る
換
気
扇
に
吸
い
込
ま

れ
て
い
く
。
口
を
も
ぐ
も
ぐ
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
一
部

始
終
を
醒
め
た
眼
で
観
察
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
に
な
っ
た
状
態
で
沖
縄
そ
ば

の
ス
タ
ン
ド
に
入
り
ラ
フ
テ
ー
そ
ば
と
ビ
ー
ル
を
注
文

す
る
。
ラ
フ
テ
ー
で
は
な
く
ソ
ー
キ
そ
ば
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
違
い
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
ラ
フ
テ
ー

だ
と
し
て
、
そ
の
ラ
フ
テ
ー
の
表
面
に
規
則
正
し
く
並

ん
で
い
る
毛
穴
？
と
に
か
く
よ
く
わ
か
ら
ん
穴
に
突
然

自
己
の
意
識
が
集
中
し
て
し
ま
い
、
そ
う
な
る
と
自
分

で
は
簡
単
に
止
め
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
す
ま
す
自
我

が
ラ
フ
テ
ー
の
毛
穴
に
ズ
ー
ム
イ
ン
し
て
い
き
、
そ
の

う
ち
の
ひ
と
つ
の
毛
穴
に
自
我
が
飴
細
工
の
よ
う
に
の

び
の
び
に
伸
ば
さ
れ
て
ぎ
ゅ
ー
ん
と
吸
い
込
ま
れ
て
い

く
。
新
宿
の
灯
り
が
Ｓ
Ｆ
映
画
の
よ
う
に
光
の
束
に
な

り
ぎ
ゅ
ー
ん
と
自
分
を
構
成
す
る
色
が
細
長
い
虹
の
よ

う
に
な
っ
た
状
態
で
、
先
ほ
ど
わ
け
も
な
く
暗
誦
し
て

い
た
言
葉
の
こ
と
を
考
え
る
。
念
仏
が
彼
岸
に
向
か
う

言
葉
な
ら
ば
、
サ
ウ
ナ
の
暗
闇
で
意
味
も
な
く
呟
か
れ

た
詩
が
向
か
う
の
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。
身
勝
手
に

尾
根
道
に
作
り
変
え
ら
れ
て
消
失
し
た
隧
道
を
、
仄
か

に
照
ら
し
て
い
た
言
葉
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
か
。
下
品

に
ラ
ッ
プ
さ
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
に
不
本
意
に
連
れ
ま
わ
さ

れ
、
和
彫
の
端
に
打
ち
明
け
ら
れ
て
い
た
言
葉
は
、
ど

こ
へ
向
か
っ
た
の
か
。
ぎ
ゅ
ー
ん
、
と
引
き
伸
ば
さ
れ

て
金
太
郎
飴
状
態
に
な
っ
た
言
葉
は
消
え
、
ラ
フ
テ
ー

そ
ば
だ
け
が
街
の
灯
り
を
反
射
し
て
い
る
。

　

板
の
よ
う
な
も
の
に
し
が
み
つ
い
て
、
靄
の
か
か
っ

た
凪
の
海
を
流
さ
れ
て
い
る
。
べ
ん
べ
ら
べ
ら
べ
ら
べ

ら
、
と
軽
薄
な
心
臓
の
鼓
動
が
聞
こ
え
る
。
海
水
の
味

で
喉
が
渇
い
て
い
る
。
寒
く
も
暑
く
も
な
く
頭
上
に
は

青
空
が
見
え
て
い
る
が
、
海
面
す
れ
す
れ
に
充
満
し
た

ガ
ス
に
よ
り
水
平
線
や
陸
地
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
ち
こ
ち
に
叩
き
割
ら
れ
た
よ
う
な
板
切
れ
が
浮
か
ん

で
お
り
、
そ
こ
に
は
「am

azon

ギ
フ
ト
プ
レ
ゼ
ン
ト
」

「
独
占
先
行
配
信
開
始
」
な
ど
の
言
葉
が
書
き
な
ぐ
ら
れ

て
い
る
。
抗
え
な
い
巨
大
な
う
ね
り
が
ゆ
っ
く
り
と
持

続
し
て
お
り
、
少
し
ず
つ
ひ
と
つ
の
方
向
へ
流
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。あ
あ
、み
ん
な
沖
へ
向
か
う
の
だ
、

と
思
う
。
足
場
の
約
束
さ
れ
た
彼
岸
、
向
こ
う
岸
で
は

な
く
、
岸
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
だ
け
の
沖
へ
。
古
い

物
語
に
聞
く
だ
け
の
沖
へ
。
誰
も
実
際
に
は
見
た
こ
と

の
な
い
沖
へ
。

　

詩
と
は
、
沖
へ
向
か
う
言
葉
の
こ
と
だ
。
安
全
な
着

地
を
期
待
す
る
暇
も
な
く
暗
闇
の
な
か
を
跳
躍
さ
せ
ら

れ
た
言
葉
だ
。
沖
に
は
陸
地
は
な
く
、
ア
ン
プ
も
置
け

な
い
の
で
ギ
タ
ー
も
弾
け
な
い
。
ゆ
っ
く
り
椅
子
に
腰

か
け
て
本
を
読
む
こ
と
も
で
き
な
い
し
、の
ん
び
り
ビ
ー

ル
を
飲
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
沖
は
ど
こ
に
も
繋
が
っ

て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は
た
だ
「
〇
〇
沖
」
の
「
〇
〇
」

の
部
分
だ
け
が
残
滓
と
し
て
漂
っ
て
い
る
。
海
面
は
波

一
つ
な
く
凪
い
で
い
て
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
空
虚
に
澄
ん

だ
青
空
を
映
し
て
い
る
。
あ
の
日
、
新
宿
の
雑
踏
で
あ

ち
ら
こ
ち
ら
へ
放
り
投
げ
ら
れ
て
い
た
彼
ら
は
、
椅
子

も
ス
テ
レ
オ
も
な
い
新
宿
沖
で
今
も
幸
せ
に
暮
ら
し
て

い
る
だ
ろ
う
か
。

了

（
い
し
は
ら　

 

ま
さ
は
る
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
）

ロ
ッ
ク
バ
ン
ド　

SuiseiN
oboAz

（
二
〇
〇
七
年
結
成
）
の

ボ
ー
カ
ル
、
ギ
タ
ー
、
作
詞
作
曲
担
当
。
ア
ル
バ
ム
『liquid 

rainbow

』（
二
〇
一
七
）、『3020

』（
二
〇
二
〇
）、『G

H
O

ST 
IN

 TH
E M

ACH
IN

E D
RU

M

』（
二
〇
二
二
）
な
ど
。
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「心のある人」に

田村 晃徳
TAMURA   Akinori

学 校給食に対し「給食費を払っているの
       だから、『いただきます』を言う必要
はない」等の意見があります。その反論とし
ては、「いただきます」の意味で説明するこ
とが多いようです。「いただきます」とは、
食材となった命ある生き物への感謝の表明で
あると。つまり「いただきます」とは「命を
いただく」ことだということです。命への、
加えて、調理してくれた方への感謝が「いた
だきます」には込められているのです。
　しかし、問題はその言葉が常にそのように
はたらいているかです。日々繰り返される食
事の中で、いつのまにか「いただきます」が、
ただの食事開始の合図になってしまう。自分
も含め、そのような経験をされている方もい
らっしゃるかもしれません。
　ただ、それは仕方ない面もあります。「い
ただきます」とは命をいただいていることだ
という事実が、日常の生活から隠されている
からです。食卓に提供されるのを「命」では
なく「料理」として私たちは認識します。「い
ただく」前提として、「命を奪う罪」をおか
していることに私たちは鈍感すぎるのです。　　　
魚の切り身や肉のスライスをみて、その生き
ていたころの姿を復元するには相当な想像力
が必要です。「いただきます」の意味は知っ
ている。しかし、実感が伴うのは難しいと私
は考えていたのです。
　そのような時に、一冊の絵本にであいました。

『いのちをいただく』（文・内田美智子、絵・
諸江和美、監修・佐藤剛史、西日本新聞社）
です。図書館で立ち読みしながら泣きそうに
なりました。
　主人公は食肉加工センターに勤める坂本さ
んです。ある日、坂本さんに牛の解体の仕事
が入ります。その牛をめぐる、ある事情を知っ
た坂本さんは殺すのがいやになり、仕事を休
もうとします。その時に、息子のしのぶさん
が言うのです。

　「お父さん、やっぱりお父さんがしてやっ
た方がよかよ。心の無か人がしたら、牛が
苦しむけん。お父さんがしてやんなっせ」

（35 頁）

　もちろん、牛の命を奪う残酷さは変わりま
せん。しかし、誰かがやらねばならない状況
もあるでしょう。ならばどのような人にして
いただきたいか。この言葉にはしのぶさんの
願いがこめられています。この絵本には食事
のみならず、多くの大切なテーマが書かれて
いますので、ぜひご一読下さい。
　日常は私たちの一時の感傷などすぐに消し
てしまいます。でも、私はこの絵本を知った
ことで、折に触れ「命をいただく」ことを思
い出すのです。自分が園長を務める保育園の
園児や職員全員、およそ 150 人にこの絵本を
贈りました。みなが、「いただきます」を感
じられる「心のある人」になってほしいと願
うからです。

（たむら　あきのり・親鸞仏教センター嘱託研究員）近年の論文に、「『意志と祈り』としての願い―鈴木大拙の
本願理解―」（『現代と親鸞』第 48 号、2023 年）など。
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「なめとこ山の熊」と「猟師」に
教えられる実存的課題

菊池 弘宣
KIKUCHI  Hironobu

人 間と動物について、身に覚えがあるこ
            とは、平生、私自身、他の生き物を殺
し食べる側になっているということである。
自分が直接手を下さなくとも、誰かに頼って、
動物の生命を奪い、それを買って食べたり、
身に着けたりして、有用に使うということが
なければ、自身の生命を十分に継ぐことはで
きないと感じている。自分の生命を活かすた
めに、他の生き物の生命を殺す。大慈悲を説
く仏の教えは、その「活

かっ

殺
さつ

」1 の事実を「罪悪」
と押さえ、「罪」の自覚を促してくる。すな
わち、成仏道において「活殺」を正当化して
よい理由はないのだと、私は受け取っている。
　関連して、私は学生時分に出会った宮沢賢
治の『なめとこ山の熊』という物語を忘れる
ことができない。どことなくなつかしい、心
温まる生命の交流を感じさせてくださる作品
であるが、その結末は衝撃的である。これま
で熊を撃ち殺し、その毛皮と熊の胆を売って
生活の糧を得てきた主人公の猟師が、最後、
一頭の熊に襲われて死んでいくとき、「これ
が死んだしるしだ。死ぬとき見る火だ。熊ど
も、ゆるせよ」と心でつぶやき絶命する。「熊
ども、ゆるせよ」。私はその一句に心打たれ
たのである。なぜ、そう言えたのか？その一
句について、今改めて案ずるに、自分が殺さ
れて死んでいく側になって、これまで自分に
殺されてきた他の生命の上に自分自身の姿を
見出すことによって初めて、他の生命を殺し

死なせてきた自分の罪を懴悔することになる
のではないか、と思った次第である。
　およそ生きとし生けるものには、人間存在
には、時に自分が殺されて死んでいくという
事実を受容し、引き受けるという究極的な課
題があるのだと思われる。そして、自らが被
害を受ける側の身になって、自らの加害性と
しての罪を懴悔する。そういうかたちで自分
が為してきたことの責任を取り、加害の側に
なったものと被害の側になったものとが共に
生きられる世界を願う、本来の一如に帰ると
いう道筋があると思われるのである。
　昨今、「OSO18」を始め、熊の出没・被害
のニュースが連日のように報道されている。

「熊がかわいそうだから殺すべきではない」
という声がある。一方で、「人命第一。市街
地でも猟銃を使い、ためらわずに駆除すべき
だ」という声を聞く。そういった熊と人間。
双方が、被害の側と加害の側、両方の立場を
往き来して、繰り返し、離れられないという
のが、その実相なのではないか。人為災害と
いう面もあると思われるその問題をどう受け
とめていったらよいのだろうか。それはまた、
親鸞の言う「本願力回向の信心」における実
存的課題に他ならないのだと、私は考えている。

—
1    『竹中智秀選集〈第一巻〉歎異抄講義』（樹心社、2015 年）

（きくち　ひろのぶ・親鸞仏教センター嘱託研究員）2000 〜 2016 年、大谷専修学院職員。現在、当センター
で「『聖典』の試訳」『尊号真像銘文』研究会を主催。
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リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
辞

　

本
誌『añjali

』は
、親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
発
行
の
定
期
刊
行
物
の
一
つ
で
あ
る（
ほ
か『
現
代
と
親
鸞
』・『
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー

通
信
』）。
各
紙
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
使
命
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
特
に
本
誌
に
は
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本
願
寺
）
が

当
セ
ン
タ
ー
を
首
都
圏
に
設
け
た
時
か
ら
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
願
い
と
は
、何
よ
り
も
親
鸞
の
思
想
信
念
を
前
向
き
に
、現
代
に
開
い
て
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
の
た
め
に
、

ま
ず
は
我
々
自
身
が
現
代
の
思
想
の
問
題
に
直
参
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
最
前
線
で
活
躍

さ
れ
て
い
る
方
々
に
お
願
い
し
て
、
そ
の
分
野
に
お
け
る
現
代
の
先
端
的
課
題
を
提
起
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
学
び
を
広
く
読

者
と
共
有
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
の
願
い
を
体
現
す
る
誌
名
と
し
て
、añjali

す
な
わ
ち
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で「
合

掌
」
を
意
味
す
る
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
は
、
二
十
一
世
紀
の
初
め
（
二
〇
〇
一
年
）
に
立
ち
上
が
り
、
こ
の
二
〇
二
一
年
で
早
く
も
二
十
年
に

な
る
。
本
誌
は
毎
年
二
冊
ず
つ
発
行
さ
れ
、
す
で
に
四
十
号
を
数
え
る
。
こ
れ
を
機
に
、
当
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て

ウ
ェ
ブ
版
を
公
開
し
、
一
二
月
に
従
来
通
り
紙
媒
体
で
刊
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
四
十
一
号
よ
り
デ
ザ
イ
ン
を
一
新
し
、
今
後

は
毎
号
特
集
を
組
む
な
ど
、
い
っ
そ
う
今
日
的
な
課
題
を
問
題
提
起
で
き
る
形
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
読
者
に
さ
ら
な
る
関
心

を
も
っ
て
い
た
だ
け
る
雑
誌
を
目
指
し
た
い
。

　

親
鸞
の
思
想
信
念
を
現
代
に
開
く
に
は
、
大
悲
た
る
如
来
の
願
心
に
添
っ
て
、
現
代
の
人
間
の
問
題
を
根
源
的
に
問
う
て
い

く
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
本
願
に
お
い
て
一
切
衆
生
に
「
至
心
・
信
楽
・
欲
生
」
と
呼
び
か
け
る
教
え
が
あ
り
、
な

か
で
も
親
鸞
が
見
た
よ
う
に
、「
欲
生
心
」
と
し
て
如
来
の
「
意
欲
」
が
一
切
衆
生
に
深
く
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
れ
は
一
切
衆
生
の
根
源
に
、
衆
生
を
大
悲
し
て
止
ま
な
い
如
来
の
願
心
が
、
時
代
を
超
え
て
ひ
そ
か
に
し
か
し
能
動
的
に
は

た
ら
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
能
動
性
を
、
時
代
に
生
き
る
人
々
と
共
に
、
常
に
新
た
に
開
示
し
て
い
き

た
い
と
願
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
〇
二
一
年
一
二
月　

親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
所
長　

本
多 

弘
之
）



［表紙の作家］

浅野 竹二

［表紙の作品］

「女と鳥と虫と」
（1973 年作、自由版画。府中市美術館所蔵）

版画家。1900 年、京都生まれ。日本画から木版画に転じ、自画自刻自摺の創
作版画の手法で全国の名所を描いた風景画で人気を博す。繊細で軽妙な画風
から事物の誇張や省略表現を進め、「自由版画」を確立した。独特の哲学と健
康なヒューマニズムが交差する独自の世界をつくりあげた。1998 年、京都で
没した。 

相合い傘を差しかけるかのように大きな鳥に近づこ
うとする女性と、大きな鳥の背中から何やら女性に
言い返しているかのような小さな鳥。肝心の大きな
鳥は泰然自若としてそっぽを向いている。三者の微
妙な愛憎関係。そこへなぜか関係のなさそうな虫が
ぷ〜んと飛んできて……。府中市美術館の主任学芸
員・志賀秀孝さんのユーモラスな読み解きである。
この作品には、この地球に生きるものたちに対する
浅野竹二の鋭い観察眼と愛情が感じられるという。
この三者（四者？）の関係やいかに…？　画面右端
に描かれた上へ登っていく階段が、浅野竹二が夢想
したその未来を象徴しているのではないかと、志賀
さんは指摘する。
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