
は
じ
め
に

石
原
吉
郎
の
詩
の
中
で
し
ば
し
ば
出
会
う
形
象
に
「
斧
」
が
あ
る
。
こ
の
形
象
が
直
接
、
間
接
に
用
い
ら
れ
て
い
る
詩
は
か
な
り

の
数
に
の
ぼ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
彼
の
詩
作
の
原
点
と
言
う
べ
き
シ
ベ
リ
ア
抑
留
体
験
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
斧
は
抑

留
者
た
ち
が
シ
ベ
リ
ア
の
森
林
伐
採
の
労
働
で
用
い
た
主
要
な
道
具
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
象
は
、
石
原
の
詩
に
お

い
て
単
に
シ
ベ
リ
ア
の
生
活
の
レ
ア
リ
ア
を
な
す
が
ゆ
え
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
彼
の
第
二
詩
集

は
『
斧
の
思
想
』
と
題
さ
れ
て
お
り（

１
）、

そ
こ
に
は
表
題
作
《
斧
の
思
想
》（
一
九
六
八
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る（

２
）。

そ
の
詩
は
「
森
が

信
じ
た
思
想
を
／
斧
も
ま
た
信
じ
た
」
と
始
ま
る
が（

３
）、

こ
の
「
斧
が
信
じ
る
思
想
」
と
い
う
の
が
擬
人
法
的
比
喩
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
こ
に
は
斧
が
単
な
る
道
具
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
あ
る
意
味
で
思
想
と
い
う
も
の
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
。

も
う
一
つ
別
の
詩
を
見
て
み
よ
う
。
や
は
り
詩
集
『
斧
の
思
想
』
所
収
の
《
支
配
》（
一
九
七
〇
）
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

斧
の

ひ
と
振
り
よ
り
と
お
く
へ

兇
器
の
時 

―
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
斧
の
形
象
に
つ
い
て
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敵
を
想
定
す
る
な

の
ば
し
た
腕
の
四
十
イ
ン
チ
む
こ
う

き
み
の
目
標
は

そ
こ
ま
で
で
い
い

拳
の
位
置
ま
で
は
き
み
が
思
考
し

そ
こ
か
ら
さ
き
は

斧
が
思
考
す
る

斧
の
ひ
と
振
り
が

な
な
め
に
切
り
取
っ
た

馬
腹
の
よ
う
な

お
も
い
空
間
は

き
み
が
苛
酷
に
支
配
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

支
配
す
る
こ
と
の

そ
れ
が
意
味
だ

こ
こ
で
も
「
斧
が
思
考
す
る
」
と
い
う
行
が
見
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
正
し
く
は
「
拳
の
位
置
ま
で
は
き
み
が
思

考
し
／
そ
こ
か
ら
先
は
／
斧
が
思
考
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
道
具
と
し
て
の
斧
は
、
単
な
る
手

の
代
替
、
な
い
し
延
長
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
手
に
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
何
か
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ

独
自
の
思
考
、
な
い
し
思
想
を
体
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
手
に
プ
ラ
ス
さ
れ
た
斧
の
及
ぶ
範
囲
（「
ひ
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と
振
り
」）
が
、
そ
の
人
の
「
支
配
」
す
る
空
間
な
の
だ
。「
お
も
い
」
と
さ
れ
る
そ
の
空
間
は
、
け
っ
し
て
形
式
的
抽
象
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
手
に
斧
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
新
た
に
人
間
存
在
に
開
け
る
次
元
が
、
こ
こ
で
は
「
空
間
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ

と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
に
お
け
る
斧
は
、
道
具
と
い
う
役
割
を
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
「
斧
の
ひ

と
振
り
」
が
「
切
り
取
」
る
の
は
、
木
で
は
な
く
「
馬
腹
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
道
具
と
し
て
の
斧

に
は
、
食
用
の
鶏
の
首
を
切
る
と
き
の
よ
う
な
、
動
物
を
殺
傷
す
る
役
割
も
備
わ
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
「
馬
腹
」

を
切
る
こ
と
は
、
斧
の
実
用
的
な
使
い
方
と
は
言
え
な
い
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
詩
の
冒
頭
で
は
「
斧
の
／
ひ
と
振
り
よ
り
と
お
く
へ

／
敵
を
想
定
す
る
な
」
と
あ
り
、
そ
も
そ
も
斧
と
い
う
道
具
は
「
敵
」（
お
そ
ら
く
人
）
を
対
象
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
読
め
て

し
ま
う（

４
）。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
斧
は
道
具
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
兇
器
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
あ
る
意

味
で
は
石
原
の
抑
留
体
験
に
根
差
し
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
の
詩
や
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
収
容
所
生
活
に
お
い
て
労
働
に
使
わ
れ
る
斧

が
、
し
ば
し
ば
容
易
に
兇
器
に
転
じ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
追
々
具
体
的
に
見
て
ゆ
き
た
い
が
、
と
り
あ
え

ず
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、《
支
配
》
の
よ
う
に
「
斧
の
思
想
」、
す
な
わ
ち
道
具
と
し
て
の
斧
と
思
考
と
の
関
係
が
主
題
化
さ
れ

る
と
き
、
そ
の
斧
は
道
具
と
し
て
の
あ
り
方
を
逸
脱
し
た
兇
器
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
さ
ら
に
掘
り
さ
げ
る
た
め
、
本
論
で
は
詩
集
『
水
準
原
点
』（
一
九
七
二
）
所
収
の
《
兇
器
》（
一
九
六
五
）
と
い
う

詩
の
分
析
を
試
み
た
い
。
こ
の
詩
の
雑
誌
初
出
時
の
原
題
は
《
斧
》
で
あ
っ
た
が（

５
）、

こ
の
経
緯
自
体
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

は
ま
さ
に
「
斧
」
が
容
易
に
「
兇
器
」
に
変
わ
り
う
る
こ
と
、
道
具
か
ら
兇
器
へ
の
転
換
可
能
性
を
巡
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と

言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三

兇
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一
　
道
具
、
武
器
、
兇
器

兇
器

　
息
し
ろ
き
青
春
兇
器
も
ち
て
出
づ

１　

人
を
こ
ろ
す
の
に

２　

斧
を
も
ち
い
る
こ
と
が
あ
る

３　

今
日
が
明
日
へ

４　

そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
な
ら

５　

人
を
こ
ろ
す
に

６　

特
別
な
道
具
が
あ
る
は
ず
は
な
い

７　

だ
が
燭
台
が
ひ
と
つ
の
と
き

８　

落
日
の
小
道
が
ひ
と
つ
の
と
き

９　

兇
器
は
躊
躇
な
く

10　

そ
の
位
置
で
え
ら
ば
れ
る

11　

石い
し
く工

は
石
槌
を

12　

猟
師
は
猟
銃
を

13　
　
　
　
（
と
き
に
一
方
の
手
に

14　
　
　
　

と
き
に
双
方
の
手
に
）
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15　

こ
の
よ
う
に
し
て
森
林
で
は

16　

木
よ
り
も
や
わ
ら
か
く

17　

人
が
た
お
さ
れ
る

18　

手
ち
が
い
の
武
器
で

19　

手
ち
が
い
の
よ
う
に
殺
さ
れ
る

20　

森
へ
行
け
ば
斧
が
あ
る
と

21　

知
っ
て
い
て
殺
さ
れ
に
行
く

22　

軍ぐ
ん
け
い鶏

の
よ
う
な
足
ど
り
を

23　

う
す
目
の
か
げ
で

24　

し
っ
か
り
と
た
ど
る
の
だ

25　

今
日
が
そ
の
ま
ま
で

26　

明
日
に
つ
な
が
る
た
め
に（

６
）

こ
の
詩
は
大
き
く
四
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
６
行
ま
で
が
最
初
の
部
分
で
（
以
下
「
Ⅰ
」
と
表
記
）、

逆
接
の
接
続
詞
「
だ
が
」
に
始
ま
る
第
７
行
か
ら
14
行
ま
で
が
第
二
の
部
分
を
な
し
（
同
「
Ⅱ
」
と
表
記
）、
こ
こ
で
全
二
十
六
行

の
詩
の
中
心
点
に
到
る
。
こ
の
中
心
点
の
直
後
、「
こ
の
よ
う
に
し
て
」
と
始
ま
る
第
15
行
か
ら
19
行
ま
で
の
第
三
の
部
分
（
同

「
Ⅲ
」
と
表
記
）
で
殺
人
の
情
景
が
描
か
れ
、
第
20
行
以
降
の
第
四
の
部
分
（
同
「
Ⅳ
」
と
表
記
）
が
終
結
部
と
な
る
が
、
同
時
に

Ⅳ
は
文
法
的
に
は
Ⅲ
の
延
長
で
あ
り
（
後
に
見
る
よ
う
に
、
第
19
行
の
「
殺
さ
れ
る
」
と
24
行
の
「
た
ど
る
の
だ
」
の
主
語
は
同
じ

第
17
行
の
「
人
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
）、
合
わ
せ
て
詩
の
後
半
を
な
し
、
さ
ら
に
「
今
日
が
〔
そ
の
ま
ま
で
〕
明
日
へ
／
に

五
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〔
そ
の
ま
ま
〕
つ
な
が
る
」
と
い
う
詩
句
の
反
復
に
よ
り
、
最
初
の
Ⅰ
と
最
後
の
Ⅳ
は
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
形
づ
く
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
部
分
の
う
ち
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
道
具
」、「
兇
器
」、「
武
器
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の

詩
に
お
け
る
斧
の
形
象
の
三
通
り
の
定
義
づ
け
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
三
つ
の
定
義
の
連
関
は
、
一
般
に
石
原
の
詩
に
お
け
る

斧
の
形
象
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
本
質
的
な
意
義
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
初
の
「
道
具
」
は
、
第
５

－

６
行
に
「
人
を
こ
ろ
す
〔
た
め

0

0

〕
に
／
特
別
な

0

0

0

道
具
…
」（
傍
点
は
引
用
者
。
以
下
同
）
と
も
あ

る
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
言
う
。
Ⅰ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
般
に
殺
人
と
い
う
特
定
の
目

的
の
た
め
の
道
具
は
な
い
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
暫
定
的
に
斧
が
殺
人
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
こ
に
「
今
日
が
明
日
へ
／
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
な
ら
」
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
に
よ
る
道
具
の
使
用
が
、
直
立
歩
行
の
開
始
、
す
な
わ
ち
両
手
の
解
放
、
す
な
わ
ち
手
と
足
の
分
化
に
拠
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
い
う
の
は
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
第
13

－

14
行
の
「（
と
き
に
一
方

0

0

の
手0

に
／
と
き
に
双
方

0

0

の
手0

に
）」
と
い

う
く
だ
り
は
、
二
行
連
句
の
反
復
に
よ
り
、
道
具
の
使
用
と
両
手
の
解
放
と
の
連
関
を
示
し
て
い
る
。
直
立
姿
勢
が
可
能
で
な
い
限

り
、「
双
方
の
手
」
で
の
道
具
の
使
用
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
直
立
と
い
う
人
間
の
性
質
は
、
一
行
置
い
た

第
16

－

17
行
の
「
木
よ
り
も
や
わ
ら
か
く
／
人
が
た
お
さ
れ
る
」
と
い
う
詩
行
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。
人
間
は
天
へ
と
直
立
す
る
木

に
喩
え
ら
れ
、
人
間
が
殺
さ
れ
る
こ
と
は
「
た
お
さ
れ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
直
立
を
維
持
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
し
て
表
現
さ

れ
る
の
で
あ
る
（
こ
こ
で
、
人
と
木
と
い
う
漢
字
の
、
象
形
文
字
と
し
て
の
類
似
性
に
着
目
し
て
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
第
15
行
か

ら
17
行
に
か
け
て
は
、
森
→
林
→
木
→
人
と
い
う
文
字
の
形
状
の
漸
進
的
単
純
化
が
見
ら
れ
る
）。

つ
い
で
に
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
な
ら
、
第
22
行
の
「
軍
鶏
」
の
形
象
も
、
こ
の
人
間
と
道
具
の
連
関
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
Ⅲ
で
「
た
お
さ
れ
る
」
の
が
「
人
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ⅳ
で
「
殺
さ
れ
に
行
く
」
の
が
軍
鶏
で
あ
る
が
、

「
軍
鶏
の
よ
う
な
足0

ど
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
間
と
鳥
は
二
足
歩
行
を
す
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
さ
ら
に
鳥
は
飛
翔
す
る
も
の
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で
あ
り
、
そ
う
し
た
地
か
ら
天
へ
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
と
い
う
性
向
を
も
、
直
立
姿
勢
を
と
る
人
間
と
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、

軍
鶏
は
鳥
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
飛
翔
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
食
用
と
し
て
「
殺
さ
れ
」
る
運
命
に
あ
る
の
で
あ
る
。
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
、
斧
は
鶏
の
首
を
切
る
の
に
用
い
ら
れ
る
「
道
具
」
で
も
あ
る
。

ま
た
、
軍
鶏
は
こ
の
よ
う
に
食
用
に
供
さ
れ
る
一
方
で
、
闘
鶏
用
に
飼
育
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
軍
鶏
」
と
い
う
呼
び
名
も
そ

こ
に
由
来
す
る
。
詩
の
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
の
二
文
字
の
漢
字
に
「
ぐ
ん
け
い
」
と
振
り
仮
名
が
振
っ
て
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は

「
し
ゃ
も
」
と
は
発
音
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
指
示
で
あ
り
、
特
に
「
軍
」
と
い
う
意
味
領
域
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
領
域
こ
そ
は
、
道
具
―
兇
器
―
武
器
の
連
関
の
う
ち
、
武
器
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、「
武
器
」
で
「
た
お
さ
れ
る
」
人
間
の
形
象
の
後
に
（
Ⅲ
）、
斧
で
殺
さ
れ
る
「
軍
鶏
」
の
形
象
が
続
く
こ
と
に
な
る
（
Ⅳ
）。

こ
の
「
武
器
」
は
ま
さ
に
殺
人
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
「
特
別
な
道
具
」
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
Ⅰ
で
「
人
を
こ
ろ
す
に
／
特
別

な
道
具
が
あ
る
は
ず
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
殺
人
が
一
般
に
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
殺
人
と
い
う
特
定
の
用
途
の
た
め
の
道
具
を
制
作
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、「
特
別
な
道
具
が
あ
る
は
ず
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る（

７
）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
武
器
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
は
、
法
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
殺
人
が
あ
る
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
軍
、
司
法
、
警
察
そ
の
他
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
国
家
権
力
に
よ
る
暴
力
の
行
使
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
軍0

鶏
」

と
の
連
想
も
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
石
原
の
詩
に
お
い
て
「
斧
」
の
形
象
が
何
よ
り
も
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者
ら
が
労
働
で
用
い
た
斧

に
結
び
つ
く
と
す
る
な
ら
、
国
家
権
力
に
よ
る
暴
力
と
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
収
容
所
で
ソ
連
当
局
に
よ
り
行
使
さ
れ
る
そ
れ
で
あ
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
石
原
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
前
半
に
は
、
ソ
連
収
容
所
体
験
に
基
づ
く
詩
五
篇
が
連
作
の
よ
う

に
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る（

８
）。《

デ
メ
ト
リ
ア
ー
デ
は
死
ん
だ
が
》、《
そ
の
朝
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
は
》、《
脱
走
》、《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商

業
》、《
や
ぽ
ん
す
き
い
・
ぼ
お
ぐ
》
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
《
脱
走
》
は
タ
イ
ト
ル
通
り
、
収
容
所
か
ら
の
脱
走
を
試
み
た
囚
人
が

七
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そ
の
場
で
銃
殺
さ
れ
る
一
場
面
を
切
り
取
り
、《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
は
囚
人
の
間
で
起
き
た
、
斧
に
よ
る
傷
害
事
件
を
扱
っ
て

い
る
（
ち
な
み
に
《
デ
メ
ト
リ
ア
ー
デ
は
死
ん
だ
が
》
は
森
林
で
の
伐
採
作
業
中
の
、
囚
人
の
事
故
死
が
描
か
れ
て
い
る
た
め
、
連

作
五
篇
中
の
三
篇
が
収
容
所
で
の
死
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。

「
一
九
五
〇
年
ザ
バ
イ
カ
ル
の
徒
刑
地
で
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
《
脱
走
》（
一
九
五
八
）
は
「
そ
の
と
き　

銃
声
が
き
こ
え
」
と

い
う
行
か
ら
始
ま
る
が
、
収
容
所
で
の
銃
、
す
な
わ
ち
「
武
器
」
の
使
用
は
、
当
然
監
視
を
す
る
当
局
に
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
の

だ
か
ら
、
こ
の
一
行
だ
け
で
囚
人
が
処
刑
さ
れ
た
（
少
な
く
と
も
処
刑
さ
れ
よ
う
と
し
た
）
こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が

殺
人
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
そ
の
少
し
先
の
第
４

－

５
行
で
は
「
ふ
り
あ
げ
た
鈍
器
の
下
の
よ
う
な
／
不
適
な
静
寂

の
な
か
で
」
と
あ
る
。
こ
の
「
鈍
器
」
は
石
原
の
詩
に
お
け
る
「
兇
器
」
の
一
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
殺
人
は
監
視
兵
に
よ
る
業
務
の
一
つ
な
の
で
あ
り
（
そ
し
て
、
銃
と
い
う
「
武
器
」
は
そ
の
た
め

の
「
道
具
」
で
あ
る
）、
詩
の
中
ほ
ど
で
は
「
す
で
に
銃
口
は
地
へ
向
け
ら
れ
／
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
の
よ
う
に
／
腕
を
あ
げ
て 

彼
は
／
時
刻
を
見
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
が
《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》（
一
九
五
九
）
に
描
か
れ
る
囚
人
同
士
の
殺
人
（
な
い
し
傷
害
）

に
な
る
と
、
様
相
は
変
わ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
立
ち
返
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

と
も
あ
れ
、《
兇
器
》
の
詩
に
戻
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
権
力
に
よ
る
殺
人
だ
け
が
法
に
よ
り
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
以
外
の
殺
人
は
す
べ
て
、
偶
発
的
な
、「
手
ち
が
い
」（
こ
の
表
現
自
体
、
手
―
道
具
―
労
働
と
い
う
連
関
を
前
提
と
し
た
も
の

で
あ
る
）
で
起
こ
っ
た
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
殺
人
に
用
い
ら
れ
る
「
道
具
」

―
例
え
ば
斧
、
石
槌
、
猟
銃
の

用
い
ら
れ
方
は
、
本
来
の
目
的
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、「
手
ち
が
い
の
武
器
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
殺
人
と
い
う

用
途
の
た
め
の
「
特
別
な
道
具
」
と
し
て
制
作
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
こ
の
「
手
ち
が
い
の
武
器
」
と
い
う
の
が
、
Ⅰ
の
「
道
具
」
と
Ⅲ
の
「
武
器
」
の
間
、
Ⅱ
に
置
か
れ
た
「
兇
器
」
の

定
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
殺
人
が
禁
じ
ら
れ
、
と
い
う
こ
と
は
武
器
の
使
用
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
殺
人
の
た
め
に
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用
い
ら
れ
る
の
は
、
つ
ね
に
本
来
の
目
的
を
逸
脱
し
て
用
い
ら
れ
る
道
具
、「
手
ち
が
い
の
武
器
」、
そ
の
都
度
そ
の
場
で
、
す
な
わ

ち
「
そ
の
位
置
で
え
ら
ば
れ
る
」
道
具
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
（
こ
の
詩
に
限
ら
ず
、
一
般
に
も
）「
兇
器
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の

定
義
な
の
で
あ
る
。
武
器
は
本
来
的
に
武
器
で
あ
る
一
方
で
、
本
来
的
に
兇
器
で
あ
る
物
は
な
い
。
殺
人
事
件
の
捜
索
で
問
題
に
さ

れ
る
の
は
、
何
が
兇
器
と
し
て

0

0

0

用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
何
が
「
武
器
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
表

現
は
け
っ
し
て
さ
れ
な
い
。
武
器
は
、
そ
の
用
途
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
や
は
り
道
具
で
あ
る
の
に
対
し
、
兇

器
は
け
っ
し
て
道
具
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
都
度
そ
の
場
に
お
い
て
何
ら
か
の
道
具
が
、
兇
器
と
し
て
「
え
ら
ば

れ
る
」
の
で
あ
る
。

二
　「
日
」
と
「
ひ
と
つ
の
と
き
」

こ
う
し
て
、
詩
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
「
兇
器
」
に
お
い
て
本
質
的
な
の
は
、
そ
れ
が
兇
器
と
し
て
選
択
さ
れ
る
時
間
と
場

所
な
の
で
あ
り
、
詩
全
体
も
そ
れ
ら
へ
の
言
及
を
目
印
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
Ⅰ
と
Ⅳ
で
反
復
さ
れ
る

「
今
日
が
〔
そ
の
ま
ま
で
〕
明
日
へ
／
に
〔
そ
の
ま
ま
〕
つ
な
が
る
」
と
い
う
句
が
全
体
を
シ
ン
メ
ト
リ
ッ
ク
な
構
成
の
中
に
嵌
め

込
み
、
さ
ら
に
Ⅱ
の
始
ま
り
で
あ
る
第
７

－

８
行
で
反
復
さ
れ
る
「
…
…
と
き
」、
お
よ
び
Ⅱ
の
終
わ
り
で
あ
る
第
13

－

14
行
で
や

は
り
反
復
さ
れ
る
「
と
き
に
」
が
、
今
度
は
Ⅱ
の
内
部
で
シ
ン
メ
ト
リ
ー
を
形
づ
く
り
、
そ
の
中
心
に
第
10
行
の
「
位
置
」
が
置
か

れ
て
い
る
。

ま
ず
は
「
今
日
が
〔
そ
の
ま
ま
で
〕
明
日
へ
／
に
〔
そ
の
ま
ま
〕
つ
な
が
る
」
と
い
う
二
行
か
ら
考
え
て
み
た
い
が
、
そ
こ
で
す

ぐ
さ
ま
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
行
が
、「
つ
な
が
る
な
ら

0

0

」（
第
４
行
）、「
つ
な
が
る
た
め
に

0

0

0

」（
第
26
行
）

と
い
う
ふ
う
に
、
あ
く
ま
で
条
件
、
目
的
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。「
今
日0

」
と
「
明
日0

」
が
「
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
」

九

兇
器
の
時



こ
と
、
つ
ま
り
は
「
日
」
が
時
間
的
単
位
を
な
し
て
反
復
し
、
連
続
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
自
明
の
こ
と
と
は
見
な
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（

９
）。

一
方
、
続
く
Ⅱ
の
始
ま
り
で
あ
る
第
７
行
冒
頭
の
「
だ
が
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
の
後
で
は
、「
と
き
」
と
い
う
時
間
性
が
、

お
そ
ら
く
は
反
復
的
時
間
を
表
わ
す
Ⅰ
の
「
日
」
と
の
対
比
か
ら
示
さ
れ
る
。「
ひ
と
つ
の0

と
き
」
と
は
（
燭
台
、
小
道
が
）「
ひ
と

つ
で
あ
る

0

0

0

と
き
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
二
行
に
わ
た
り
反
復
さ
れ
る
平
仮
名
の
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
は
「
一
つ
の
時
」、
す
な
わ
ち

「
唯
一
の
時
」
と
い
う
含
意
を
も
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
唯
一
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
「
…
…
と
き
／

…
…
と
き
」
と
い
う
よ
う
に
反
復
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
）。
こ
の
Ⅰ
と
Ⅱ
に
お
け
る
「
日
」
と
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
の
対
比
は
、
い

わ
ゆ
る
ク
ロ
ノ
ス
的
（
順
次
的
）
時
間
と
カ
イ
ロ
ス
的
（
機
会
的
）
時
間
の
対
比
で
あ
る
と
、
ひ
と
ま
ず
は
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
カ
イ
ロ
ス
が
し
ば
し
ば
「
好
機
」
と
訳
さ
れ
、
一
般
に
よ
き
も
の
の
訪
れ
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

こ
こ
で
の
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
と
は
「
兇
器
」
が
「
え
ら
ば
れ
」、
用
い
ら
れ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
兇
事
が
起
こ
る
と
き
な
の
で
あ

り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
否
定
的
カ
イ
ロ
ス
と
で
も
言
う
べ
き
時
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
の
音
的
構
成
に
お
い
て
「
今き

ょ
う日

」
と

「
兇き

ょ
う
き器

」
が
呼
応
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
ひ
と
つ
の
と
き
」
と
「
今
日
」
は
あ
る
意
味
で
は
同
じ
も
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
唯
一
の
時
と
は
、「
こ
の

0

0

日
」
と
い
う
よ
う
に
、
つ
ね
に
指
示
詞
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
時
間
だ
か

ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
す
ぐ
後
で
検
討
す
る
第
10
行
の
「
そ
の

0

0

位
置
で
」（
こ
の
表
現
自
体
、
実
は
あ
る
時
間
的
契
機
を
表
わ
し
て

い
る
）
と
同
じ
構
造
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
（1
（

。
こ
う
し
て
、
第
３
行
の
「
今
日
が
明
日
へ
」
で
は
、
時
間
的
単
位
を
示
す
「
日
」

と
い
う
文
字
が
反
復
さ
れ
、
連
続
し
て
い
る
一
方
で
、「
今き

ょ
う日

」
と
い
う
語
が
示
す
の
は
唯
一
の
時
と
い
う
時
間
で
あ
り
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、そ
れ
が
「
明
日
」
に
つ
な
が
る
の
は
け
っ
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
Ⅰ
と
Ⅱ
の
間
で
対
比
さ
れ
て
い
る
「
日
」

と
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
は
、
実
は
第
10
行
の
内
部
で
も
、
い
わ
ば
二
重
化
し
た
時
間
性
と
し
て
密
か
に
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
表
れ
て
い
る
時
間
の
二
重
性
を
さ
ら
に
接
近
し
て
見
て
み
る
な
ら
、
次
の
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

Ⅰ
の
内
部
で
「
今
日
」
と
「
明
日
」
が
対
を
な
し
て
い
る
一
方
で
、
Ⅰ
の
「
明
日
」
と
Ⅱ
の
「
落
日
」
も
ま
た
対
を
な
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
日
が
明
け
る

）
（（
（

」
こ
と
と
「
日
が
落
ち
る
」
こ
と
の
対
は
、「
日
」
が
単
位
と
し
て
分
節
さ
れ
る
た
め
に

は
、
ま
ず
「
日
」
と
「
夜
」
の
差
異
化
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
７
行
の
「
燭
台
」
の
形
象
も
、
こ

の
夜
と
の
連
関
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
蝋
燭
の
形
象
、
と
い
う
よ
り
も
「
燭
」
と
い
う
文
字

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
「
火ひ

」
の
形
象
は
、「
日ひ

」
の
光
も
ま
た
、
実
際
に
は
蝋
燭
の
火
と
同
様
に
、
そ
の
都
度
灯
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
「
今
日
」
と
い
う
時
間
の
唯
一
性
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
連
関
を
形
づ
く
り
な
が
ら
、
こ
の
詩
で
は
中
心
点
で
あ
る
Ⅱ
の
終
わ
り
に
向
か
っ
て
「
ひ
と
つ
の
と

き
」
が
示
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
「
と
き
」
は
道
具
が
「
兇
器
」
に
変
貌
す
る
「
と
き
」
で
あ
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。
Ⅱ
の
前
半
を
な
す
第
７
行
か
ら
10
行
ま
で
の
文
法
的
骨
格
は
、「
…
…
が
ひ
と
つ
の
と
き
」
―
「
兇
器
は
」
―

「
え
ら
ば
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
「
そ
の
位
置
で
」
と
い
う
空
間
的
指
標
が
挿
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
「
日
」
や
「
と
き
」
が
時
間
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
に
対
し
、「
そ
の
位
置
」
が
空
間
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
と
い

う
よ
う
な
、
単
純
な
関
係
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
そ
の
位
置
で
」
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
例
え
ば
「
そ

の
場0

で
」、「
即
座0

に
」
と
い
う
表
現
と
同
様
の
、
あ
る
時
間
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
前
に
「
躊
躇
な
く
」
と
い
う

語
句
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
こ
の
「
躊
躇
な
く
」
も
、「
そ
の
場
で
」
と
同
様
、「
す
ぐ
さ
ま
」
と
い
う
時
間
性
を
表
わ
す
言

い
方
で
あ
る
が
、「
躊
」「
躇
」
と
い
う
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
足
」
と
い
う
文
字
を
含
む
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

は
「
た
ち
廻も

と
おる

」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
「
躊
躇
な
く
」
と
は
、「
そ
の
場
で
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
比
喩
的
連

想
か
ら
、「
す
ぐ
さ
ま
」
と
い
う
時
間
的
様
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
10
行
で
、
慣
用
的
な
「
そ
の
場
で
」
で
は
な
く
、
わ

ざ
わ
ざ
「
そ
の
位
置
で
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
空
間
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
か
に
見
え
る
も
の
（「
位
置
」）
が
、
実

一
一

兇
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は
時
間
的
契
機
に
関
わ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
だ
ろ
う

）
（1
（

。

以
上
か
ら
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
Ⅰ
に
お
け
る
単
位
（「
日
」）
の
反
復
、
連
続
と
し
て
の
時
間
と
「
特
別
な
」
用
途
の
た
め
の

「
道
具
」
と
の
連
関
に
、
Ⅱ
に
お
け
る
唯
一
の
時
と
し
て
の
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
と
「
兇
器
」
と
の
連
関
が
対
置
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、「
ひ
と
つ
の

0

0

0

0

と
き
」
と
は
同
時
に
「
そ
の

0

0

位
置
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
手
に
よ
り
道
具

を
用
い
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
足
に
よ
り
移
動
す
る
存
在
で
も
あ
り
、
自
ら
の
場
を
い
つ
で
も
逸
脱
し
う
る
存
在
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
第
８
行
の
「
落
日
の
小
道
」
と
い
う
形
象
を
考
え
て
み
て
も
よ
い
。
労
働
の
時
間
が
終
わ
り
、
や
が
て

夜
が
訪
れ
る
「
落
日
」
の
道
と
は
、
そ
れ
が
家
路
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、（
道
は
「
ひ
と
つ
」
な
の
だ
か
ら
）
彷
徨
の
道
な
の
で

あ
り
、
し
か
も
「
小
道
」
の
狭
さ
は
、
労
働
の
共
同
性
に
対
し
、
た
だ
一
人
で
の
孤
独
な
道
行
き
を
想
起
さ
せ
る
。
さ
ら
に
言
う
な

ら
、
人
間
に
よ
る
場
の
逸
脱
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
に
お
い
て
手
と
足
が
分
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鳥
と
同
様
の
天
へ
の

方
向
性
、
つ
ま
り
空
虚
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
な
も
の
へ
の
方
向
性
が
獲
得
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。

三
　「
う
す
目
」
の
証
言

こ
う
し
て
、
人
間
は
、
一
方
で
は
、
分
節
化
さ
れ
、
秩
序
づ
け
ら
れ
た
時
間
（「
日
」）
の
中
で
、
一
定
の
空
間
の
「
道
具
」
的
連

関
の
中
で
労
働
す
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
秩
序
と
連
関
を
逸
脱
し
、
道
具
を
「
兇
器
」
に
変
え
う
る
存
在

で
あ
る
。
霊
長
類
の
中
に
は
手
に
よ
っ
て
簡
単
な
道
具
を
用
い
る
動
物
も
存
在
す
る
以
上
、
人
間
の
特
異
性
は
道
具
を
用
い
る
こ
と

で
は
な
く
、
道
具
を
兇
器
に
変
え
う
る
こ
と
だ
と
す
ら
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う

）
（1
（

。
Ⅰ
で
反
復
さ
れ
る
「
人ひ

と

」
は
、
Ⅱ
で
や
は
り
反
復

さ
れ
る
「
ひ
と

0

0

つ
」
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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詩
の
前
半
の
Ⅰ
と
Ⅱ
で
は
以
上
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
と
形
象
の
布
置
が
な
さ
れ
、
続
く
後
半
の
Ⅲ
に
お
い
て
実
際
に
兇
器
に
よ
る

殺
人
が
遂
行
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
前
半
と
後
半
と
で
は
一
つ
の
大
き
な
転
換
が
起
こ
っ
て
い
る
。
前
半
で

は
「
人
を
こ
ろ
す
」
と
い
う
句
が
反
復
さ
れ
、
叙
述
は
殺
人
を
行
な
う
側
、
す
な
わ
ち
兇
器
を
「
え
ら
ぶ
」
側
、
道
具
を
兇
器
に
変

え
る
側
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
半
で
は
「
人
が
…
…
殺
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
や
は
り
こ
れ
も
二
度
に
わ
た
り
反
復
さ

れ
て
い
る
（
第
19
、
21
行

）
（1
（

）。
す
な
わ
ち
、
後
半
で
は
殺
さ
れ
る
側
の
ほ
う
に
視
点
が
移
行
し
て
お
り
、
こ
の
転
換
は
「
こ
ろ
す
」、

「
殺
さ
れ
る
」
と
い
う
平
仮
名
表
記
と
漢
字
表
記
の
区
別
に
も
表
れ
て
い
る
。

こ
の
視
点
の
転
換
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
よ
り
仔
細
に
見
て
み
た
い
が
、
前
半
で
の
「
こ
ろ
す
」
側
の
視
点
、
な
い
し
眼

差
し
は
明
確
で
は
な
く
、
か
ろ
う
じ
て
第
11

－
12
行
の
「
石
槌
を0

」、「
猟
銃
を0

」）
（1
（

と
い
う
格
助
詞
の
う
ち
に
、
そ
の
微
か
な
表
れ
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
半
で
の
「
殺
さ
れ
る
」
側
の
眼
差
し
は
、
は
っ
き
り
と
そ
れ
と
し
て
名
指
さ

れ
て
い
る
。
第
23
行
の
「
う
す
目
」
の
こ
と
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
Ⅲ
以
降
の
詩
の
後
半
、
特
に
Ⅳ
の
語
句
間
の
文
法
的
関
係
に
は
曖
昧
な
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
い
く
つ

か
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
と
り
た
い
。
ま
ず
、
第
20

－

21
行
は
、
第
17
行
の
「
人
」
を
主
語
と

す
る
独
立
し
た
文
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
（「
人
が
…
…
殺
さ
れ
に
行
く
」）、
こ
こ
で
は
「
軍
鶏
」
に
掛
か
る
従
属
節
と
見
る

（「
殺
さ
れ
に
行
く
軍
鶏
」）。
そ
の
一
つ
の
根
拠
と
し
て
は
、
形
式
面
で
の
構
成
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
の
Ⅰ
と
Ⅱ
で
は
一

貫
し
て
二
行
連
句
が
構
成
単
位
を
な
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
半
の
Ⅲ
に
入
る
と
第
15

－

17
行
の
三
行
連
句
が
初
め
て
現
れ
、
第
18

－

19
行
の
二
行
連
句
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
Ⅲ
を
形
づ
く
る
（
３
＋
２
）。
だ
と
す
る
な
ら
、
続
く
Ⅳ
で
も
同
様
に
、
三
行
連
句
と
二

行
連
句
の
組
み
合
わ
せ
（
３
＋
２
）
が
反
復
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
つ
ま
り
は
第
20

－

22
行
の
三
行
が
文
法
的
に
も

ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
と
見
な
す
根
拠
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
（
特
に
ロ
シ
ア
で
は
）
食
用
の

鶏
を
斧
で
殺
す
習
慣
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
詩
で
は
「
足
」
に
よ
る
移
動
が
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
を
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
21
行
の

一
三
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「
行
く
」
と
22
行
の
「
足
ど
り
」
が
容
易
に
結
び
つ
く
と
い
う
よ
う
に
、
意
味
論
的
面
か
ら
も
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
Ⅲ
か
ら
Ⅳ
に
か
け
て
は
、「
た
お
さ
れ
る

0

0

0

」、「
殺
さ
れ
る

0

0

0

」
と
い
う
（
文
法
韻
的
）
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
に
続
き
、
最

後
の
「
た
ど
る0

」
に
断
定
的
な
「
の
だ
」
が
付
さ
れ
て
締
め
括
ら
れ
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題

は
こ
の
最
後
の
動
詞
「
た
ど
る
」
の
主
語
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
主
語
は
「
た
お
さ
れ
る
」、

「
殺
さ
れ
る
」
と
同
じ
「
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
眼
差
し
が
「
う
す
目
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
一
つ

の
根
拠
に
な
る
だ
ろ
う
。「
人
」
は
地
面
に
「
た
お
さ
れ
」、
遠
の
く
意
識
の
中
、
低
い
視
点
か
ら
「
う
す
目
の
か
げ
」
で
「
足
取
り

を
…
た
ど
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
奇
妙
な
の
は
、
こ
の
「
う
す
目
」
の
眼
差
し
が
「
た
ど
る
」
の
は
「
軍
鶏
の
よ
う
な
足
ど
り
」

で
あ
り
、
軍
鶏
は
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
殺
さ
れ
る
」
人
と
相
似
的
な
存
在
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
た
お
さ
れ
」
た
人
は
、
い
わ
ば
自
ら
の
分
身
の
足
ど
り
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
無
論
、
そ

れ
が
詩
に
お
い
て
矛
盾
を
き
た
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
先
で
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
た
ど
る
」
の
主
語
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
実
は
こ
の
文
に
定
ま
っ
た
主
語
は
な
く
、
英
語
や
ロ
シ
ア
語
に

お
い
て
二
人
称
（
二
人
称
代
名
詞
や
、
動
詞
変
化
の
単
数
二
人
称
語
尾
）
が
普
遍
的
な
総
称
と
な
る
場
合
と
同
様
の
構
文
を
な
す
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
、「
た
ど
る
」
に
付
さ
れ
た
「
の
だ
」
は
、
総
称
的
に
捉
え
ら
れ
た
二
人
称
に
対
す
る
要
請
を

含
意
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
た
ど
る
」
主
体
は
、
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
に
対
し
て
は
第
三
者
と
し
て
、「
殺
さ

れ
る
」
人
の
「
足
ど
り
」
を
、
直
視
は
で
き
な
い
ま
ま
、「
う
す
目
の
か
げ
で
」、
し
か
し
「
し
っ
か
り
と
」
見
届
け
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
う
す
目
」
で
「
し
っ
か
り
と
」
見
る
と
い
う
矛
盾
し
た
眼
差
し
な
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
こ
そ
が
「
今
日
が
…
…
明
日
に
つ
な
が
る
」
条
件
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
に
見
た
《
脱
走
》
で
も
、
銃
声
の
後
の
「
ふ
り
あ
げ
た
鈍
器
の
下
の
よ
う
な
／
不
敵
な
静
寂
の
な
か
で
」、「
わ
れ

ら
」、
す
な
わ
ち
他
の
囚
人
ら
は
や
は
り
同
様
に
「
う
ず
く
ま
」
り
、「
一
瞬
顔
を
伏
せ
る
」。
し
か
し
、「
わ
れ
ら
が
う
ず
く
ま
る
」
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と
言
わ
れ
る
、
そ
の
直
前
の
行
に
あ
る
の
は
「
見
た
も
の
は　

見
た
と
い
え
」
と
い
う
命
令
、
す
な
わ
ち
出
来
事
を
「
う
す
目
」
で

「
し
っ
か
り
と
」
見
る
こ
と
の
要
請
な
の
で
あ
る

）
（1
（

。

た
だ
、《
兇
器
》
に
お
い
て
は
、
出
来
事
を
見
る
眼
差
し
は
単
純
な
も
の
で
な
く
、
幾
分
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
の
眼
差
し
が
「
た

ど
る
」
人
の
「
足
ど
り
」
は
、
食
用
と
さ
れ
る
た
め
「
殺
さ
れ
に
行
く
」
軍
鶏
の
そ
れ
に
比
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
軍
鶏
は
も
ち
ろ

ん
自
分
の
行
く
先
に
「
斧
が
あ
る
」
こ
と
を
「
知
っ
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
斧
の
あ
る
場
所
へ
鶏
が
行
け
ば
殺
さ
れ

る
こ
と
は
分
か
り
き
っ
て
い
る
の
に
、
と
い
う
人
間
の
視
点
か
ら
の
憐
憫
の
眼
差
し
が
、
こ
の
「
知
っ
て
い
て
」
に
は
混
入
し
て
い

る
と
言
え
る
。
分
か
り
き
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
斧
と
鶏
と
は
道
具
と
そ
の
対
象
（
客
体
）
の
関
係
に
あ
り
、
斧
の
用
途
は
鶏
を

殺
す
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、「
森
へ
行
」
く
の
が
「
人
」
で
あ
る
場
合
、
そ
の
人
は
そ
こ
に
「
斧
が
あ
る
」
こ
と
を
当
然
「
知
っ
て
い
る
」
だ
ろ
う
が
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
で
「
殺
さ
れ
に
行
く
」
わ
け
で
は
な
い
。
斧
と
人
と
は
道
具
と
そ
れ
を
用
い
る
主
体
の
関
係
に
あ
り
、
こ

の
場
合
の
斧
の
用
途
は
人
を
殺
す
こ
と
で
は
な
く
、
木
を
伐
採
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

道
具
と
し
て
の
斧
は
、
あ
る
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
に
お
い
て
兇
器
に
変
わ
り
う
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
道
具
を
兇
器
に
変
え
う
る
こ

と
こ
そ
、
人
の
人
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
第
21
行
の
「
知
っ
て
い
て
」
の
最
終
的
な
内
容
は
、
こ
う
し
た

道
具
か
ら
兇
器
へ
の
転
換
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
斧
が
兇
器
と
な
り
う
る
こ
と
を
「
知
っ
て
い
る
」
に
も
拘
ら
ず
、

人
が
森
に
行
く
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
何
も
知
ら
ず
に
「
殺
さ
れ
に
行
く
」
鶏
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
人
は
斧
が
兇
器
に
な
り
う
る
か
ら
と
言
っ
て
、
森
へ
行
く
の
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
森
と
は
「
手
」
と
道

具
に
よ
る
労
働
の
場
な
の
で
あ
り
、
道
具
が
兇
器
に
変
わ
る
の
は
、
能
う
限
り
排
除
さ
れ
る
べ
き
「
手
ち
が
い
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
で
は
、
こ
う
し
た
「
手
ち
が
い
」
に
よ
る
出
来
事
を
も
、（
見
）
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
の
で
は
な
く

（「
見
た
も
の
は　

見
た
と
い
え
」）、「
し
っ
か
り
と
た
ど
る
」
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
手
」
に
よ
る
労
働
の
地
平
と

一
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「
手
ち
が
い
」
と
い
う
錯
誤
と
を
、
と
い
う
こ
と
は
、「
日
」
に
体
現
さ
れ
る
時
間
の
反
復
性
と
、「
ひ
と
つ
の
と
き
」
と
い
う
時
間

の
唯
一
性
と
を
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
時
間
の
単
位
を
な
す
「
日
」
と
、
兇
事
の
時
で
あ
る
「
今
日
」
と
を
、
二
つ
な
が
ら
に
保
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
た
ど
る
」
眼
差
し
が
、
出
来
事
の
目
撃
者
の
も
の
で
あ
る
と
も
、
そ
の
当
事
者
（「
た
お
さ
れ
た
」

者
）
の
も
の
で
あ
る
と
も
、
二
様
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
世
界

は
道
具
の
次
元
と
兇
器
の
次
元
に
一
貫
し
て
二
重
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
詩
全
体
を
覆
う
、
形
式
面
で
の
夥
し
い
数
の
反
復

的
要
素
も
、
そ
の
象
徴
的
表
現
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
た
二
重
性
は
、
詩
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
俳
句
に
も
、
当
然
な
が
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る

）
（1
（

。「
息
し

ろ
き
」
は
冬
の
季
語
で
あ
る
が
、
石
原
自
身
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
シ
ベ
リ
ア
の
収
容
所
に
お
い
て
、
森
林
の
伐
採
は
も
っ
ぱ
ら

「
極マ

ロ
ー
ス

寒
期
」
の
労
働
で
あ
っ
た

）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
句
は
、
冬
の
朝
、
斧
を
持
っ
て
森
林
で
の
労
働
に
向
か
う
ひ
と
時
を
素
描
し

た
も
の
と
も
想
像
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
兇
器
も
ち
て
出
づ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
白
／
青
、
冬
／
春
と
い
う
対
立
の
中

で
構
成
さ
れ
た
「
息
し
ろ
き
青
春
」
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
息
」
に
体
現
さ
れ
て
い
る
生
で
あ
る
が
、
そ
の
生
が
向
か
う
の

は
道
具
に
よ
る
労
働
で
は
な
く
、
兇
器
に
よ
る
死
な
の
で
あ
り
、
世
界
は
生
と
死
に
二
重
化
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
道
具
が

同
時
に
兇
器
で
あ
る
の
と
同
様
、
生
が
同
時
に
死
な
の
で
あ
り
、
両
者
が
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い

）
11
（

。
そ
し
て
、
こ
の
二
重
化
が
、

詩
に
お
い
て
は
今
度
は
、「
日
」
と
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
と
い
う
二
重
化
し
た
時
間
性
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ⅰ
の
反
復
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
詩
の
結
論
を
な
す
最
後
の
二
行
に
も
、
こ
の
時
間
の
二
重
性
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
単
な
る
反
復
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
反
復
の
中
の
差
異
が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ⅰ
の
第
３

－

４
行
で
は
「
今
日
が
明
日

へ
／
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
な
ら
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ⅳ
の
第
25

－

26
行
は
「
今
日
が
そ
の
ま
ま
で
／
明
日
に
つ
な
が
る
た
め
に
」

で
あ
り
、「
今
日
」
と
「
明
日
」
は
隣
接
し
た
行
の
冒
頭
に
配
置
さ
れ
、
言
わ
ば
改
行
に
よ
り
両
者
は
断
絶
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
力
点
は
明
ら
か
な
に
詩
の
最
終
行
に
あ
る
「
明
日
」
の
ほ
う
に
置
か
れ
て
い
る
。「
今
日
」
と
「
明
日
」
の
分
割
は
、
両
者
が
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「
そ
の
ま
ま
で
／
つ
な
が
る
」
こ
と
が
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
く
（
こ
こ
で
は
「
そ
の
ま
ま
で
」
と
「
つ
な
が
る
」
も
ま
た
分

割
さ
れ
て
い
る
）、
時
間
性
に
対
す
る
二
重
化
し
た
眼
差
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
明
日
」
が
最

後
に
置
か
れ
る
こ
と
で
、
明
日
を
待
つ
こ
と
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、「
今
日
」
と
い
う
日
に
起
こ
っ

た
「
兇
器
」
に
よ
る
兇
事
を
、「
手
ち
が
い
」
と
し
て
見
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
し
っ
か
り
と
た
ど
」
り
、

「
日
」
の
反
復
の
中
で
記
憶
し
て
ゆ
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
断
絶
さ
れ
た
「
今
日
」、
と
い
う
よ
り

は
「
兇
」
と
「
明
日
」
が
「
つ
な
が
る
た
め
」
な
の
で
あ
る
。

四
　
自
由
の
時

―
そ
の
他
の
収
容
所
詩
篇

こ
の
よ
う
な
記
憶
、
そ
し
て
そ
の
証
言
が
、
石
原
に
と
っ
て
は
詩
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
す
で
に
引
用
し
た
《
脱
走
》
の
第
１
行

「
そ
の
と
き　

銃
声
が
き
こ
え
」
の
後
に
は
「
日
ま
わ
り
は
ふ
り
か
え
っ
て
／
わ
れ
ら
を
見
た
」
と
い
う
行
が
続
く
。
こ
れ
は
実
際

に
は
、「
銃
声
が
き
こ
え
」、「
わ
れ
ら
」
が
思
わ
ず
「
ふ
り
か
え
っ
た
」
情
景
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
）
1（
（

。
日
ま
わ
り
の
花
は
、
一
般
に
し
ば
し
ば
人
間
の
顔
に
喩
え
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
太
陽
の
運
行
に
従
う

こ
と
で
、「
日
」
の
反
復
的
時
間
（
こ
の
詩
で
の
「
日0

ま
わ
り
」
と
い
う
表
記
の
仕
方
に
注
意
の
こ
と
）
に
い
わ
ば
同
一
化
し
て
い

る
。
そ
れ
が
、
銃
声
の
響
い
た
一
瞬
、
そ
の
時
間
か
ら
顔
を
そ
む
け
る
の
で
あ
る
が
、
と
い
う
の
も
、
こ
の
脱
走
と
銃
殺
の
瞬
間
こ

そ
は
《
兇
器
》
で
言
わ
れ
る
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
銃
を
撃
っ
た
監
視
兵
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
「
手
ち

が
い
」
ど
こ
ろ
か
、
抜
か
り
な
く
行
な
わ
れ
た
業
務
な
の
で
あ
り
、「
腕
を
あ
げ
て
…
…
時
刻
を
見
」、
然
る
べ
く
上
司
に
報
告
す
る
。

し
か
し
、
詩
の
ほ
う
は
こ
の
「
時
刻
」
を
「
ひ
と
つ
の
と
き
」
と
し
て
、
そ
し
て
、
報
告
で
は
な
く
、
一
つ
の
証
言
と
し
て
保

ち
続
け
る
。《
脱
走
》
で
は
、「
彼
〔
監
視
兵
〕
は
／
時
刻
を
見
た
」
と
い
う
行
に
「
驢
馬
の
死
産
を
見ま

も守
る
／
商
人
た
ち
の
真
昼
」

一
七
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（
ル
ビ
は
作
者
に
よ
る
）
と
い
う
行
が
続
き
、
事
務
的
「
時
刻
」
が
「
真
昼
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
唐
突

に
挿
入
さ
れ
る
、
そ
し
て
即
座
に
は
了
解
し
が
た
い
比
喩
形
象
が
、
報
告
さ
れ
る
時
刻
の
数
字
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
こ
の
出

来
事
の
時
間
性
を
「
守
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
出
来
事
を
「
見
る
」
視
線
は
、
そ
れ
を
「
守
る
」
視
線
で
も
あ
る
の
だ
。

さ
ら
に
注
意
し
た
い
の
は
、
右
の
二
行
に
お
け
る
「m

am
oru

／m
ahiru

」
の
押
韻
で
あ
る
。
こ
れ
は
詩
冒
頭
の
「
日
ま
わ
り
」

（him
aw

ari
）
と
音
韻
的
に
呼
応
し
て
い
る
が
、
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
見
守
る
」
視
線
は
、
反
復
的
「
日
」
の
時
間
か
ら
思

わ
ず
「
ふ
り
か
え
っ
た
」「
日
ま
わ
り
」
の
視
線
と
も
重
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
の
中
で
収
容
所
で
の
殺
害
を
扱
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
詩
が
《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
で

あ
る
が
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
《
脱
走
》
と
は
異
な
り
、
囚
人
同
士
の
間
で
起
こ
っ
た
、
ま
さ
に
斧
に
よ
る
殺
害

（
な
い
し
傷
害
）
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
詩
に
は
副
題
と
し
て
「
あ
る
報
復
か
ら
」
と
あ
る
が
、「
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
」
と
は
コ

ー
カ
サ
ス
（
カ
フ
カ
ス
）
地
方
の
一
部
の
民
族
に
見
ら
れ
る
親
族
間
の
報
復
の
慣
習
（
ロ
シ
ア
語
で
《кровавая месть

》［
血

の
報
復
］
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
第
23
、
25

－

29
行
に
「
コ
ー
カ
サ
ス
の
山
地
に
は
〔
…
…
〕

／
二
十
枚
の
銀
で
／
売
り
わ
た
し
た
も
の
を
／
鋼
鉄
の
斧
で
買
い
も
ど
す
／
商
業
の
し
き
た
り
は
／
も
と
の
ま
ま
だ
」
と
あ
る
が
、

「
二
十
枚
の
銀
」
が
福
音
書
中
で
の
ユ
ダ
の
裏
切
り
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
（
実
際
に
は
ユ
ダ
は
三0

十
枚
の
銀
貨
と
引
き
換

え
に
イ
エ
ス
を
「
売
り
わ
た
し
た
」
の
だ
が
［
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
26
章
15
節
］）、
そ
れ
は
収
容
所
内
で
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て

い
た
密
告
の
被
害
者
と
な
っ
た
カ
フ
カ
ス
民
族
の
囚
人
が
、
密
告
者
の
囚
人
に
斧
で
報
復
を
行
な
っ
た
情
景
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。

こ
の
詩
の
第
17

－

19
行
、「
斧
は
幹
か
ら
ひ
き
は
ず
さ
れ
／
や
さ
し
く
ま
っ
す
ぐ
に
／
君
の
背
へ
打
ち
こ
ま
れ
た
」
と
い
う
く
だ

り
は
、
ま
さ
に
斧
の
道
具
か
ら
兇
器
へ
の
一
瞬
の
転
換
を
そ
の
ま
ま
述
べ
る
も
の
で
あ
り
（
第
30
行
に
は
さ
ら
に
「
斧
か
ら
背
へ
わ

た
す
虹
」
と
も
あ
る
）、
ま
た
《
兇
器
》
の
第
15

－

17
行
、「
こ
の
よ
う
に
し
て
森
林
で
は
／
木
よ
り
も
や
わ
ら
か
く
／
人
が
た
お

さ
れ
る
」
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
で
は
続
い
て
「
斧
に
は
麺
棒
の
よ
う
に
／
き
ま
じ
め
な
柄
が
あ
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り
／
柄
に
は
金
色
の
む
く
毛
の
手
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
見
た
《
支
配
》
の
「
拳
の
位
置
ま
で
は
き
み
が
思
考
し
／

そ
こ
か
ら
さ
き
は
／
斧
が
思
考
す
る
」
と
い
う
詩
行
に
対
応
し
、
手
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
人
間
存
在
に
新
た
な
次
元
を
開
く
道
具
、

な
い
し
兇
器
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
収
容
所
内
で
の
斧
に
よ
る
傷
害
に
つ
い
て
、
石
原
は
エ
ッ
セ
イ
『
終マ

マり
の
未
知
』
の
中
で
も
触
れ
て
い
る

）
11
（

。

そ
こ
で
は
、
モ
ル
ダ
ビ
ヤ
人
の
囚
人
が
ロ
シ
ア
人
の
囚
人
の
肩
に
向
け
て
突
如
斧
を
振
る
っ
た
と
い
う
出
来
事
が
物
語
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
モ
ル
ダ
ビ
ヤ
人
は
カ
フ
カ
ス
民
族
で
は
な
い
た
め
、
そ
れ
は
《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
で
描
か
れ
て
い
る
の
と
は
別
の
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
種
の
事
件
は
収
容
所
内
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
と
想
像
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
の
考
察

の
ほ
う
が
む
し
ろ
『
終
り
の
未
知
』
の
主
旨
で
あ
る
と
言
え
る
。

石
原
が
シ
ベ
リ
ア
・
バ
ム
地
帯
の
収
容
所
に
送
ら
れ
た
と
き
、
彼
自
身
も
含
む
多
く
の
囚
人
は
、
ロ
シ
ア
共
和
国
刑
法
五
十
八
条

（
祖
国
に
対
す
る
裏
切
り
）
の
適
用
に
よ
り
、
強
制
労
働
二
十
年
、
な
い
し
二
十
五
年
の
刑
に
処
さ
れ
て
い
た
が
、
き
わ
め
て
過
酷

な
環
境
で
の
こ
の
刑
期
は
、
実
質
的
に
は
「
不
定
期
刑
」
に
等
し
か
っ
た
。
こ
れ
が
「
終
り
の
未
知
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
あ
る
。

そ
の
た
め
囚
人
た
ち
は
「
終
り
」
が
訪
れ
な
い
こ
と
、「
日
常
の
無
条
件
の
永
続
」（「
日
」
の
反
復
）
を
願
望
す
る
よ
う
に
な
る
一

方
で
、
再
び
終
わ
り
へ
の
不
安
に
襲
わ
れ
、
こ
の
願
望
と
不
安
の
交
替
す
る
リ
ズ
ム
自
体
が
や
が
て
日
常
と
な
る
に
到
る
。
そ
の
と

き
「
本
能
的
に
こ
の
〔
平
均
化
の
〕
過
程
か
ら
脱
落
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
る
」
者
が
現
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
試
み
は
「
唐
突
で
、
理

解
し
が
た
い
」
も
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
先
の
モ
ル
ダ
ビ
ヤ
人
の
例
で
あ
る
。
彼
は
あ
る
「
ひ
と
つ
の
と

き
」
に
、
道
具
と
し
て
の
斧
を
兇
器
に
「
え
ら
ぶ
」
こ
と
で
、
そ
の
刃
を
む
し
ろ
反
復
的
時
間
、
お
よ
び
物
の
道
具
的
連
関
に
よ
り

な
る
世
界
に
向
け
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
収
容
所
と
い
う
空
間
内
で
の
、
自
由
へ
の
希
求
の
一
つ
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

石
原
自
身
は
こ
う
し
た
行
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
自
体
が
「
収
容
所
生
活
の
病
理
の
一
端
を
示
す
徴
候
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
し
か
し
詩
に
お
い
て
は
、
彼
は
そ
こ
に
別
の
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
。
例
え
ば
、《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
で
「
報
復
」
直

一
九

兇
器
の
時



後
の
情
景
を
描
写
す
る
冒
頭
九
行
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

そ
の
と
き
君
は
斧
の
刃
に

も
た
れ
て
い
た

あ
る
い
は
こ
う
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う　

斧
が

君
の
背
に
も
た
れ
て
い
た

斧
の
刃
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い

盾
の
よ
う
な
そ
の
背
を

斧
よ
り
ほ
か
の　

だ
れ
が

そ
の
よ
う
に
愛
し
た
だ
ろ
う
か

こ
れ
は
密
告
者
の
背
中
に
報
復
者
が
背
後
か
ら
斧
を
打
ち
込
ん
だ
直
後
の
情
景
（
冒
頭
の
「
そ
の

0

0

と
き
」
と
い
う
指
示
詞
の
使
わ

れ
方
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
斧
と
背
中
の
関
係
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、「
君
は
斧
の
刃
に
／

も
た
れ
て
い
た
」、
あ
る
い
は
「
斧
が
／
君
の
背
に
も
た
れ
て
い
た
」
と
言
わ
れ
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
両
者
は
互
い
の
ほ
う
に
「
も

た
れ
て
」
安
ら
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
つ
ま
り
、
兇
器
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
行
な
い
の
結
果
は
、「
手
ち
が
い
」
と
し
て

た
だ
ち
に
処
理
さ
れ
る
の
で
は
な
く
（《
脱
走
》
の
場
合
は
「
銃
声
が
き
こ
え
」
た
次
の
瞬
間
に
は
「
す
で
に
他
の
男
〔
＝
監
視
兵
〕

が
立
っ
て
」
い
た
）、
時
間
が
停
止
し
た
か
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
持
続
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
斧
と
背
の
あ
り
よ
う
も
ま
た
、

両
者
の
関
係
の
全
う
な
切
り
結
ば
れ
か
た
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
テ
シ
ス
・
ウ
ニ
ウ
ェ
ル
サ
リ
ス
　
第
二
十
巻
　
第
二
号

二
〇



も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
こ
れ
は
き
わ
め
て
凄
惨
な
情
景
な
の
で
あ
り
、
右
に
引
い
た
九
行
に
見
ら
れ
る
の
は
す
べ
て
反
語
的
表
現

な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
は
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
道
具
と
兇
器
の
転
換
を
め
ぐ
る
時
間
の
二
重
性

に
お
い
て
、「
ひ
と
つ
の
と
き
」
の
ほ
う
に
焦
点
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
反0

語
的
表
現
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
文
字
通
り
、
反

復
的
「
日
」
の
時
間
性
を
裏0

返
し
て
、
そ
れ
を
裏
面
か
ら
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
石
原
は
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の

お
そ
ろ
し
さ
」
に
つ
い
て
「
そ
の
な
か
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
死

0

0

0

0

0

0

0

0

が
な
い
」（
傍
点
は
著
者
）
こ
と
が
お
そ
ろ
し
い
の
だ
と
、
別
の

場
所
で
述
べ
て
い
る
。
人
間
の
名
前
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
「
一
個
の

0

0

0

ま
ぎ
れ
が
た
い
符
号
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ

れ
が
単
な
る
番
号
に
お
け
る
よ
う
な
連
続
性
を
、
は
っ
き
り
と
拒
ん
で
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い

）
11
（

」（
傍
点
は
著
者
）。
し
た
が
っ

て
、
一
人
の
死
が
確
か
に
凄
惨
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
う
す
目
の
か
げ
で
し
っ
か
り
と
た
ど
る
」
眼
差
し
が
、
や
は
り
必

要
な
の
で
あ
る
。

《
コ
ー
カ
サ
ス
の
商
業
》
で
は
右
の
冒
頭
九
行
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
詩
行
が
続
く
（
第
10

－

17
行
）。

そ
れ
は
ど
ん
な
日
の
朝
で
も
い
い

石
の
な
か
に
風
が
立
つ
た
め
に
は

斧
の
な
か
で
斧
の
刃
が

め
ざ
め
れ
ば
よ
か
っ
た

朝
だ
け
に
し
か
起
こ
り
え
な
い

も
の
ご
と
の
価
値
の

は
じ
ま
り
の
な
か
で

斧
は
幹
か
ら
ひ
き
は
ず
さ
れ
〔
…
…
〕

二
一

兇
器
の
時



こ
こ
で
二
度
言
及
さ
れ
て
い
る
「
朝
」
は
、
反
復
的
「
日
」（「
ど
ん
な

0

0

0

日
」
と
い
う
表
現
に
注
意
の
こ
と
）
の
「
は
じ
ま
り
」
で

あ
り
、「
も
の
ご
と
」
が
道
具
的
連
関
の
中
で
再
度
「
価
値
」
を
帯
び
始
め
る
時
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
過
渡
的
な
「
め
ざ
め
」
の
時

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
「
価
値
」
の
反
転
、
す
な
わ
ち
道
具
か
ら
兇
器
へ
の
転
換
（「
幹
か
ら
…
…
君
の
背
へ
」）
も
起
こ
り

う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
兇
器
へ
の
転
換
が
第
13

－

14
行
で
言
わ
れ
る
「
斧
の
刃
の
め
ざ
め
」
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
「
石
の
な
か

に
風
が
立
つ
た
め
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
第
11
行
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
石
と
風
の
形
象
は
、
絶
対
的
不
動
性
の
中
で
の
可
動
性
を
表
現
し
て
い
る
以
上
、
や
は
り
不
可
能
な
自
由
の
希
求
が
こ
の
詩

行
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
風
」
と
い
う
形
象
も
ま
た
、
石
原
の
詩
に
は
頻
出
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

意
味
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）　
『
斧
の
思
想
』
と
題
し
た
詩
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
石
原
は
一
九
七
六
年
に
出
版
さ
れ
た
『
石
原
吉
郎
全
詩
集
』
に
お
い

て
、
一
九
六
三
年
の
第
一
詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
以
後
に
書
か
れ
た
詩
を
「
い
ち
ま
い
の
上
衣
の
う
た
」
と
「
斧
の
思
想
」
と
い
う

章
に
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
詩
集
」
と
題
し
て
い
る
た
め
、
独
立
し
た
書
籍
と
し
て
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
詩
人
が
そ
れ
ら
を
い
わ
ば
一

つ
の
作
品
と
し
て
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
論
を
参
照
。
斉
藤
毅
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の

ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
岩
野
卓
司
編
『
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー　

人
文
諸
学
と
他
者
論
の
現
在
』、
書
肆
心
水
、
二
〇
一
四
年
、
二
六
〇

－

二
六
一
頁
。

（
２
）　

こ
こ
で
は
詩
集
の
題
名
は
『　

』
で
、
詩
篇
の
題
名
は
《　

》
で
、
そ
し
て
詩
篇
か
ら
の
引
用
は
「　

」
で
括
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
詩
篇
名
の

後
の
（　

）
内
の
年
数
は
初
出
年
で
あ
る
。

（
３
）　

石
原
の
詩
作
品
の
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
以
下
か
ら
引
用
す
る
が
、
煩
瑣
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
頁
数
は
い
ち
い
ち
記
さ
な
い
こ
と
に
す
る
。

『
石
原
吉
郎
全
集
Ⅰ
』、
花
神
社
、
一
九
七
九
年
。

（
４
）　
「
敵
」
も
ま
た
石
原
の
詩
と
散
文
に
頻
出
す
る
、
彼
の
創
作
に
お
け
る
鍵
語
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
日
常
的
な
意
味
で
の
敵
に
留
ま
ら

な
い
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
六
六
、
二
七
一
、
二
九
二
頁
を
参
照
。

マ
テ
シ
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（
５
）　
『
石
原
吉
郎
全
詩
集
』、
花
神
社
、
一
九
七
六
年
、
Ⅶ
頁
。

（
６
）　

行
番
号
は
引
用
者
が
付
し
た
。

（
７
）　

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
殺
人
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
は
傷
害
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
傷
害
も
ま
た
法
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
以
上
、

傷
害
の
た
め
の
「
特
別
な
道
具
」
は
な
く
、
傷
害
に
は
常
に
「
兇
器
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
８
）　

詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
内
に
見
ら
れ
る
連
作
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ロ
ポ
ジ
ー
」、
二
六
三

－

二
六
四
頁
を
参
照
。

（
９
）　

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
第
80
節
に
お
い
て
、「
天
文
学
的
暦
法
的
時
間
計
算
」、「
公
開
的
時
間
」
の
起
こ
り
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
日
常
的
＝
配
視
的
な

0

0

0

0

世
界
＝
内
＝
存
在
は
、
現
実
に
存
在
す
る
も
の
ご
と
の
内
部
で
用
具
的
存
在
者
〔das 

Zuhandene

―
す
な
わ
ち
手
元
存
在
者
〕
と
配
慮
的
に
交
渉
で
き
る
た
め
に
は
、
視
見
の
可
能
性

0

0

0

0

0

0

、
す
な
わ
ち
明
る
さ
を
必
要
と
す
る
の
で
あ

る
。〔
…
…
〕
現
存
在
は
そ
の
被
投
性
に
お
い
て
、
昼
と
夜
の
交
替
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
」（
傍
点
は
著
者
）。「
太
陽
が
昇
っ
た
ら
、
そ
れ
か
ら
は

《
…
…
す
る
時
》
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
そ
の
時
は
「
日
の
出
を
も
と
に
し
て
日
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

『
存
在
と
時
間　

下
』［
細
谷
貞
雄
訳
］、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
三
七
七

－

三
八
〇
頁
）。
こ
う
し
た
時
間
性
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る

「
い
ま
」（「
今
日
」
で
も
よ
い
）
は
、「
…
…
す
る
い
ま
」
と
い
う
よ
う
に
、
用
具
的
存
在
者
と
交
渉
す
る
現
存
在
が
「
お
の
れ
を
解
意
し
つ
つ
語

る
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
解
意
さ
れ
、
語
ら
れ
た
も
の
が
「
時
間
」
な
の
だ
と
い
う
観
点
で
あ
る
（
第
79
節
。
同
書
、
三
六
六

－

三
七
二
頁
）。

一
方
、《
兇
器
》
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
用
具
的
存
在
者
が
道
具
的
連
関
か
ら
逸
脱
す
る
時
間
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
時
間
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
的

文
脈
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。

（
10
）　

エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
論
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
」
の
よ
う
な
指
示
子
（indicateur

）、
ま
た
そ
れ
と
同
一
面
上
に
あ
る
「
い
ま
」「
こ
こ
」

と
い
う
副
詞
、
さ
ら
に
「
今
日
」、「
明
日
」
の
よ
う
な
語
に
よ
り
な
さ
れ
る
直
接
指
示
（deixis

）
は
、「
わ
た
し
／
あ
な
た
」
と
い
う
「
人
称
の
指

示
子
を
に
な
う
話
の
現
存
〔instances de discours

―
す
な
わ
ち
具
体
的
発
話
行
為
〕
と
同
時
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
」、
そ
こ
か
ら
「
つ
ね

に
一
回
か
ぎ
り
か
つ
特
定
の
も
の
を
さ
す
と
い
う
そ
の
性
格
を
引
き
出
し
て
い
る
」。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
関
係
す
る
の
は
「
時
間
や
空
間
の
な
か

の
《
客
観
的
な
》
位
置
」
で
は
な
く
、「
そ
の
た
び
ご
と
に
一
回
き
り
の
も
の
で
あ
る
言
表
行
為
」
で
あ
る
（
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
『
一

般
言
語
学
の
諸
問
題
』［
岸
本
道
夫
監
訳
］、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、
二
三
四

－

二
三
七
頁
）。「
こ
の

0

0

位
置
」
が
場
所
と
同
時
に
時
間
に
関
わ

る
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
指
示
子
が
関
わ
る
の
は
言
表
行
為
で
あ
る
と
い
う
指
摘
と
、
前
註
で
見
た
、

時
間
と
は
現
存
在
が
「
お
の
れ
を
解
意
し
つ
つ
語
っ
た

0

0

0

」
も
の
で
あ
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
観
点
と
の
関
連
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。

（
11
）　

無
論
、「
夜
が
明
け
る
」
と
い
う
表
現
の
ほ
う
が
標
準
的
で
あ
ろ
う
が
、「
明
く
る
日
」
と
い
う
表
現
の
存
在
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
、「
明0

日
」

二
三

兇
器
の
時



と
「
落0

日
」
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。

（
12
）　

鎌
田
正
、
米
山
寅
太
郎
『
新
漢
語
林
』（
第
二
版
）、
大
修
館
書
店
、
二
〇
一
一
年
（
電
子
版
）。

（
13
）　

石
原
の
詩
と
散
文
に
お
い
て
「
位
置
」
と
い
う
語
、
な
い
し
概
念
も
（
註
４
で
述
べ
た
「
敵
」
同
様
）
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
斉

藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
六
四

－

二
七
〇
頁
を
参
照
。
一
般
に
石
原
の
言
う
「
位
置
」
と
は
、
あ
る
象
徴
的
秩
序

の
中
で
自
ら
が
占
め
る
固
有
の
位
置
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
位
置
の
固
有
性
は
、
そ
れ
を
主
体
が
占
め
る
時
間
の
唯
一
性
と
連
関
し
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
14
）　

例
え
ば
、
類
人
猿
が
あ
る
欲
求
の
充
足
の
た
め
に
木
の
枝
を
用
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
猿
に
と
っ
て
木
の
枝
は
「
特
別
な
道
具
」
で
は
な
い
。
そ
の

猿
は
次
に
は
同
じ
欲
求
の
充
足
の
た
め
に
別
の
物
を
用
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
木
の
枝
に
「
特
別
な
」
用
途
は
な
い
の
だ

か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
の
「
兇
器
」
も
ま
た
現
れ
よ
う
が
な
い
。
チ
ャ
ン
・
デ
ュ
ク
・
タ
オ
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
よ
る
道
具
（「
特
別
な

道
具
」）
が
出
現
す
る
た
め
の
決
定
的
契
機
は
、
道
具
を
作
る
た
め
の
道
具
、
い
わ
ば
「
第
二
の
道
具
」（
例
え
ば
「
石
槌
」
の
よ
う
な
）
の
使
用
で

あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
ン
・
デ
ュ
ク
・
タ
オ
『
言
語
と
意
識
の
起
源
』（
花
崎
皋
平
訳
）、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
五
四

－

六
二
頁
を

参
照
。

（
15
）　

厳
密
に
は
第
21
行
で
「
殺
さ
れ
」
る
の
は
、
人
と
比
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
軍
鶏
で
あ
る
が
。

（
16
）　

ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
兇
器
を
選
ぶ
「
石
工
」
と
「
猟
師
」
は
作
者
石
原
吉
郎
の
密
か
な
署
名
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
で
は
「
石い
し
く工

」
と

ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
せ
っ
こ
う
」
と
読
ま
な
い
よ
う
に
と
い
う
指
示
で
あ
り
、「
石
原
」
と
の
呼
応
を
保
つ
た
め
で
は
な
い
か
。

「
猟
師
」
と
「
吉
郎
」
の
音
的
類
似
性
は
、
両
者
をryoshi

、yoshiro

と
ロ
ー
マ
字
表
記
し
て
み
る
と
明
確
に
な
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

兇
器
を
選
ぶ
こ
と
と
詩
作
と
の
相
似
性
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
17
）　

こ
の
「
見
た
も
の
は　

見
た
と
い
え
」
と
い
う
詩
行
は
、
同
じ
く
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
所
収
の
詩
《
事
実
》（
一
九
五
六
）
に
も
（「
見

た
も
の
は
／
見
た
と
い
え
」
と
二
行
に
分
割
さ
れ
て
）
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
行
と
、
一
般
に
証
言
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
六
二

－

二
六
三
頁
を
参
照
。

（
18
）　

こ
れ
は
『
石
原
吉
郎
句
集
』（
一
九
七
四
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
石
原
自
身
の
句
で
あ
る
。『
石
原
吉
郎
全
集
Ⅲ
』、
花
神
社
、
一
九
八
〇
年
、
一
九
頁
。

（
19
）　

石
原
吉
郎
『
望
郷
と
海
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
四
十
頁
。

（
20
）　

詩
集
『
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
帰
郷
』
所
収
の
詩
《
貨
幣
》（
一
九
六
二
）
に
は
「
あ
る
い
は　

死
が
人
に
／
人
が
生
に
／
生
が
兇
器
に
す
り
代
る
」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。

（
21
）　

こ
う
し
た
主
客
の
逆
転
は
石
原
が
し
ば
し
ば
用
い
る
詩
的
手
法
で
あ
る
。
斉
藤
「
石
原
吉
郎
の
詩
に
お
け
る
他
者
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
」、
二
五
七

－
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二
五
九
頁
を
参
照
。

（
22
）　

石
原
『
望
郷
と
海
』、
八
六

－

九
八
頁
。

（
23
）　

石
原
『
確
認
さ
れ
な
い
死
の
な
か
で

―
強
制
収
容
所
に
お
け
る
一
人
の
死
』、『
望
郷
と
海
』、
五

－

六
頁
。

二
五

兇
器
の
時



В этой статье рассматривается сложный спектор значений 
образа «топор» в поэзии Йосиро Исихары через тщательный разбор 
его стихотворения «Кёки» （«Орудие Убийства»）. Этот образ в 
творчестве Исихары, который был интернирован в Сибирь после 
Второй мировой войны как военнопленный, прежде всего связан с 
испытанием автором принудительных работ в советских лагерях. В 
них главной зимней работой был сруб таежных деревьев топором, и, 
помимо этого, это орудие иногда использовалось как холодное оружие 
при стычках между заключенными. Текст стихотворения «Кёки» 
построен так, что в его центре находится момент превращения 
повседневного орудия （догу） в орудие убийства （кёки）, и тем самым 
он описывает временной дуализм мира человеческого существования 
（в другом стихотворении Исихары такой подход называется «оно но 
сисо» ［мышление топора］）. Повседневные орудия, взаимоотношения 
которых образуют человеческий мир, вседа скрывают в себе 
превращаемость в орудия убийства, и такая двойственность орудий 
соответствует дуализму повтороного, хронологического времени и 
единственного, случайного времени. В статье также обсуждаются и 
другие «лагерные» стихотворения Исихары, в которых стремление к 
свободу представляется как поиск единственного времени – времени 
Кёки. 

Время Кёки
― По поводу значений образа «топор» в поэзии Йосиро Исихиры
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